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基
調
講
演

世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を　

そ
の
社
会
的
実
践

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム

司
会　

こ
れ
よ
り
基
調
講
演
を
開
始
い
た
し
ま
す
。
本
日
基
調
講
演

を
賜
り
ま
す
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
の
ご
紹
介
を
、
浄
土
宗
総
合
研

究
所
主
任
研
究
員
の
戸
松
義
晴
先
生
か
ら
い
た
だ
き
ま
す
。

　
戸
松　

皆
様
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
を

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

バ
ー
ク
レ
ー
校
の
仏
教
学
及
び
東
洋
学
の
教
授
で
す
。

　

ほ
か
に
現
在
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所

の
研
究
員
で
、
日
本
に
い
ら
し
た
と
き
は
、
東
大
、
浄
土
宗
総
合
研

究
所
、
大
正
大
学
に
も
い
ら
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
し
、
大
谷
大

学
な
ど
仏
教
研
究
、
浄
土
教
研
究
の
と
こ
ろ
に
は
必
ず
顔
を
出
さ
れ

て
い
ろ
い
ろ
と
ご
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
大
学
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
郊
外
、

海
岸
沿
い
の
す
ご
く
き
れ
い
な
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
と
い
う
、
宗
教
学

で
有
名
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
の
宗
教
学
と
東
洋
学
を
専
攻
さ
れ

ま
し
て
、
大
学
の
間
に
上
智
大
学
と
国
際
基
督
教
大
学
に
留
学
を
さ

れ
ま
し
た
。
戻
ら
れ
て
、
今
度
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
校
の
日
本
古
典
文
学
科
の
修
士
課
程
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
日
本

の
古
典
文
学
を
研
究
さ
れ
て
修
士
号
を
取
ら
れ
、
バ
ー
ク
レ
ー
の
博

士
課
程
、
仏
教
学
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、
い
ろ
い
ろ
研
究
を
さ
れ
て
い
る
過
程
で
文
部
科
学
省

の
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
の
留
学
生
と
し
て
、
京
都
大
学
、
仏
教
大
学
、
大

谷
大
学
で
研
究
を
さ
れ
ま
し
て
、
博
士
号
を
取
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
東
大
寺
で
の
法
然
の
浄
土
三
部
経
の
講
説
の
研
究
で
博
士
号
を
取

ら
れ
て
、
そ
の
論
文
が
優
れ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
は
、
日
本
語
は
大
変
流
暢
で
す
し
、
古
文
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も
少
な
か
ら
ず
私
よ
り
も
よ
く
読
ま
れ
ま
す
。
漢
文
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
、
パ
ー
リ
も
読
ま
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
原
文
を
正
確
に

読
む
と
い
う
こ
と
に
厳
し
い
研
究
態
度
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
で
現
在
、
和
語
灯
録
、
観
経
疏
の
翻

訳
を
一
緒
に
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
仏
教
伝
道
協
会
か
ら
の

依
頼
を
受
け
ま
し
て
、
涅
槃
経
の
翻
訳
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
八
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
浄
土
教
の
国
際
学
会
が
ご
ざ
い
ま

し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
財
団
か
ら
優
秀
な
翻
訳
に
関
し
て
と
い
う
こ
と

で
賞
を
お
受
け
に
な
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

本
日
、
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、
大
会
テ
ー
マ
が
「
世
界
に

共
生
を
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
は
ま
ず
は

自
分
な
り
の
法
然
上
人
の
理
解
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
自
分
が
こ
う
い

う
研
究
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
共
生
の
こ
と
を
皆

様
と
一
緒
に
考
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生

は
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
正
直
に
お
話
い
た
だ
け
る
よ
う
に
お
願
い

を
い
た
し
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
に
は
少
し
厳
し
い
と

こ
ろ
、
あ
る
い
は
ま
た
激
励
の
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
ア
メ
リ
カ
で
は
新
学
期
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
の
と
き
で
、
一
番

先
生
は
忙
し
い
と
き
で
す
。
日
曜
の
夜
、
日
本
に
着
き
ま
し
て
、
今

日
・
明
日
、
そ
し
て
木
曜
の
午
前
中
に
日
本
を
出
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
お
忙
し
い
中
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
学
術
大
会
の
た
め
に
お
越

し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
先
生
に
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
皆
様
、
拍
手

を
も
っ
て
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

　

先
生
の
た
っ
て
の
願
い
と
言
い
ま
す
か
、
基
調
講
演
の
話
っ
ぱ
な

し
で
は
な
く
て
、
で
き
る
だ
け
話
し
終
わ
っ
た
あ
と
に
皆
様
か
ら
ご

意
見
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
お
伺
い
し
た
い
と
い
う
お
申
し
出
が
ご
ざ
い

ま
す
。
お
話
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
皆
様
か
ら
ご
意
見
、
ご
質
問
を

お
受
け
す
る
予
定
で
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

南
無
阿
弥
陀
仏　

南
無
阿
弥
陀
仏　

南
無
阿
弥

陀
仏
…

　

私
、
浄
土
宗
の
信
者
で
も
何
で
も
な
い
ん
で
す
が
、
念
仏
が
大
好

き
で
す
。

　

優
し
い
ご
紹
介
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
、
自
分
な
り
の

話
を
少
し
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
後
で
皆
さ
ん
か
ら
の

反
論
を
聞
き
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
自
身
の
法
然
に
対
す
る
、
あ

る
い
は
浄
土
宗
に
対
す
る
理
解
が
ま
だ
ま
だ
物
足
り
な
い
と
非
常
に

痛
感
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
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僕
自
身
が
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
法
然
の
研
究
と
い
う
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
浄
土
宗
の
学
者
の
お
か
げ
で
す
。
と
い
う
よ
り
、
浄
土
宗

の
人
の
お
か
げ
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
共
に
生
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
浄
土
宗
と
と
も
に
僕
は
生
き
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
こ
ち
ら
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
自
分
は
ど
の
よ
う
に
法
然
と
出
会
っ
た
か
、
ど
の
よ
う

に
法
然
の
研
究
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
お
話
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
育
っ
た
家
は
、
仏
教
と
い
う
言
葉
さ
え
聞
か
な
か
っ
た
ほ
ど
、

ま
っ
た
く
仏
教
と
の
縁
が
な
か
っ
た
で
す
。
し
か
し
、
大
学
二
年
生

の
と
き
か
ら
興
味
を
持
ち
、
仏
教
の
入
門
的
な
授
業
を
取
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
専
攻
は
数
学
だ
っ
た
ん
で
す
。

　

た
だ
し
、
数
学
が
好
き
だ
か
ら
や
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
数
学
は

勉
強
を
せ
ず
に
満
点
取
れ
た
か
ら
や
っ
て
い
た
だ
け
で
す
。
僕
は
ど

ち
ら
か
と
言
う
と
遊
び
放
題
の
学
生
だ
っ
た
。
今
の
日
本
の
学
生
と

そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
で
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
最
中
で
し
た
し
、
徴
兵
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
僕

は
大
学
一
年
生
ま
で
は
、
学
生
な
ら
ば
徴
兵
さ
れ
な
い
よ
う
な
取
り

扱
い
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
大
学
に
行
っ
て
な
い
人
か
ら
文
句
が

出
て
き
て
、
そ
の
免
除
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
大
学
二
年
の
と
き
に
、
私
も
明
日
、
徴
兵
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
、
つ
ま
り
自
分
の
人
生
は
こ
れ
か
ら
い
つ
終
わ
っ
て
し
ま

う
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
感
じ
で
、
遊
び
放
題
と
い
う
今
の
態
度
は

何
か
足
り
な
い
よ
う
に
痛
感
し
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
仏
教
入
門
の
ク
ラ
ス
を
取
っ
て
み
よ
う
か

な
と
思
っ
た
の
で
す
。
当
然
、
浄
土
教
の
話
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

法
然
の
名
前
も
出
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
、
仏
教
の
思
想
が
非
常
に
す
ば
ら
し
い
、
欧
米
の
心
理
学
よ

り
も
仏
教
の
心
の
分
析
の
ほ
う
が
私
に
と
っ
て
は
当
て
は
ま
る
。
正

確
さ
が
高
い
と
思
っ
て
、
そ
う
し
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
、
何
で
戦
争

し
て
る
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
、
日
本
で
戦
争
は
大

変
だ
っ
た
か
ら
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
日
本
は
平
和
の
道
に
向

い
て
る
よ
う
な
こ
と
、
心
か
ら
ほ
め
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
、

日
本
に
住
ん
で
み
た
い
な
と
思
っ
た
。

　

仏
教
の
伝
統
の
あ
る
国
だ
っ
た
ら
、
人
生
に
対
す
る
考
え
方
が
違

う
か
同
じ
か
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
と
き
は
日
本
語

が
一
言
も
わ
か
ら
な
く
て
、
上
智
大
学
の
国
際
部
に
入
り
、
二
年
間
、

日
本
に
留
学
し
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
、
法
然
の
名
前
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今

で
は
日
本
仏
教
は
独
自
の
展
開
を
遂
げ
る
過
程
に
お
い
て
最
も
影
響
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を
及
ぼ
し
た
の
は
、
空
海
と
法
然
だ
と
結
論
と
し
て
は
思
っ
て
る
わ

け
で
す
。
こ
の
結
論
は
、
僕
自
身
は
真
言
宗
、
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗

に
精
神
的
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
言
っ
て
る
わ
け
で
も
何
で
も
な
い

で
す
。

　

む
し
ろ
、
日
本
人
の
宗
教
表
現
は
三
つ
の
範
疇
に
入
る
と
思
う
。

そ
れ
は
欧
米
人
の
学
者
は
、
皆
、
認
め
る
と
こ
ろ
で
密
教
と
禅
と
浄

土
教
、
あ
る
い
は
お
念
仏
で
す
。
欧
米
で
の
仏
教
学
及
び
仏
教
教
団

の
現
状
を
見
る
と
、
密
教
が
か
な
り
流
行
し
て
る
。
今
現
在
は
、
欧

米
で
は
必
ず
密
教
関
係
の
道
場
が
相
次
い
で
増
え
て
ま
す
。
密
教
に

関
す
る
研
究
や
お
寺
や
道
場
の
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
密
教
に
限
ら
ず
、
日

本
の
真
言
宗
で
も
と
に
か
く
密
教
が
大
人
気
で
す
。

　

哲
学
の
世
界
で
も
記
号
学
の
専
門
家
は
、
密
教
の
複
雑
な
表
現
が

大
好
き
で
す
。
こ
れ
は
分
析
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
お
も
し
ろ
い
と
思
わ

れ
て
い
る
し
、
資
料
は
ま
だ
ま
だ
多
い
の
で
、
こ
の
ト
レ
ン
ド
は
し

ば
ら
く
続
く
で
し
ょ
う
。

　

禅
も
同
じ
よ
う
に
鈴
木
大
拙
の
お
か
げ
で
戦
前
か
ら
英
語
で
資
料

が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。
そ
の
英
語
の
資
料
が
余
り
に
も
普
及
さ

れ
て
い
る
し
、
今
で
も
禅
に
つ
い
て
の
英
語
の
本
が
ど
ん
ど
ん
出
版

さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
、
欧
米
人
が
禅
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
本
も

多
く
な
っ
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
仏
教
の
伝
統
的
な
言
葉
を
知
ら
な
く
て
も
、

密
教
で
も
禅
で
も
簡
単
に
勉
強
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
お
念
仏
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
お
念
仏
と
か
浄
土

教
の
こ
と
は
、
欧
米
人
は
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な
い
、
ほ
と
ん
ど
資
料

が
な
い
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。

　

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
は
仏
教
ブ
ー
ム
と
い
う
ト
レ
ン

ド
に
対
し
て
浄
土
教
の
ブ
ー
ム
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
点
で
す
。
一

般
的
な
人
は
、
浄
土
教
と
言
う
と
、
あ
あ
、
聞
い
た
こ
と
あ
る
感
じ

が
す
る
と
い
う
程
度
で
す
。
研
究
者
は
少
し
増
え
た
と
し
て
も
、
法

然
を
専
門
的
に
研
究
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
は
現
状
で
す
。

　

教
団
の
領
域
で
も
、
浄
土
宗
は
二
〇
年
以
上
前
に
は
立
派
な
別
院

を
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
作
り
ま
し
た
。
開
院
直
後
の
一
九
九
〇
年
代
に

は
、
仏
教
大
学
で
教
え
て
い
た
梶
山
雄
一
先
生
な
ど
多
く
の
学
者
が

集
ま
っ
て
き
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
講
演
が
す

ば
ら
し
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
僕
は
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
か
ら
法
然

浄
土
学
が
黄
金
時
代
に
な
る
か
な
と
思
っ
た
。

　

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
現
在
は
そ
う
い
う
気
配
は
な
い
で
す
。
新

し
い
お
寺
、
お
念
仏
の
道
場
は
、
禅
と
か
密
教
の
よ
う
に
道
場
が
で

き
て
い
る
、
念
仏
の
セ
ン
タ
ー
が
で
き
て
い
る
と
は
聞
い
た
こ
と
は

な
い
。
私
自
身
は
、
法
然
を
研
究
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
だ
ん
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だ
ん
年
が
経
つ
に
つ
れ
て
非
常
に
興
味
が
わ
き
ま
し
た
。

　

今
、
私
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
で
仏
教
学
を
教

え
て
い
ま
す
。
仏
教
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ス
ケ
ー
ル
は
か
な
り
大
き

く
て
、
欧
米
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
聞
記
者
か
ら
も
、
と

き
ど
き
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。「
な
ぜ
仏
教
で
す
か
？
」、「
バ

ー
ク
レ
ー
の
仏
教
学
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す

か
？
」
と
か
、
興
味
を
持
つ
人
が
結
構
多
い
で
す
。

　

で
も
、
僕
自
身
は
そ
こ
よ
り
も
、
知
り
た
い
の
は
、「
な
ぜ
法
然

な
の
か
」、「
ど
う
し
て
法
然
の
念
仏
は
日
本
で
は
あ
れ
ほ
ど
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
の
か
」、「
法
然
の
主
張
す
る
称
名
念
仏
は
ど
れ
ほ
ど

人
気
が
鎌
倉
時
代
に
本
当
に
あ
っ
た
の
か
」、
室
町
、
江
戸
時
代
、

明
治
、
現
在
、
ど
れ
ほ
ど
人
気
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う

か
。
僕
は
絶
え
ず
そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
ア
メ
リ
カ
で
浄
土
教
の
ク
ラ
ス
を
教
え
ま
す
。
学
生
に
と
っ

て
は
興
味
を
持
つ
人
も
多
い
し
、
学
生
の
反
応
が
非
常
に
強
い
で
す
。

積
極
的
に
学
生
は
勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

そ
れ
で
、
学
生
に
と
っ
て
浄
土
教
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
わ
か
り

づ
ら
い
か
と
言
う
と
、
往
生
の
信
仰
が
あ
れ
ほ
ど
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
問
題
な
い
で
す
。

　

一
番
わ
か
ら
な
い
の
は
念
仏
で
す
。「
先
生
、
な
ぜ
念
仏
を
あ
れ

ほ
ど
根
強
い
実
践
行
と
な
っ
て
い
る
の
か
」、「
念
仏
は
象
徴
で
す
か
。

そ
れ
と
も
念
仏
は
単
な
る
記
号
で
す
か
」、「
念
仏
と
真
言
は
ど
う
違

い
ま
す
か
」、
学
生
か
ら
そ
う
い
う
質
問
が
出
ま
す
。

　

僕
は
教
え
れ
ば
教
え
る
ほ
ど
、
一
番
ネ
ッ
ク
な
の
は
お
念
仏
そ
の

も
の
で
す
。
そ
れ
で
『
念
仏
の
歴
史
』
を
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

数
年
か
け
て
数
多
く
の
資
料
を
集
め
て
、
現
在
執
筆
中
で
す
。
本
書

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
翻
訳
語
か
ら
日
本
の
芸
能
的
な
表
現
ま
で
念

仏
の
歴
史
を
で
き
る
だ
け
、
包
括
的
に
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
物
語
の
ピ
ー
ク
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
う
と
、
や
は
り
法
然

で
す
。
法
然
の
人
生
に
と
っ
て
は
念
仏
の
歴
史
の
中
で
最
も
目
立
ち

ま
す
。
善
導
さ
ん
が
思
想
的
な
ベ
ー
ス
を
つ
く
っ
た
と
し
て
も
、
中

国
に
は
善
導
の
影
響
は
日
本
で
の
法
然
ほ
ど
で
は
な
い
で
す
。

　

法
然
の
存
在
感
は
日
本
の
宗
教
史
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
史
に
は

余
り
に
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
法
然
の
、
自
分
の
人
生
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う

と
言
う
と
、
や
は
り
お
念
仏
が
中
心
だ
か
ら
、
結
局
、
法
然
を
理
解

す
る
た
め
に
は
念
仏
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
一
番

大
事
な
こ
と
で
、
一
番
難
し
い
こ
と
で
す
。

　

日
本
で
は
余
り
に
も
念
仏
の
歴
史
が
長
い
で
す
し
、
念
仏
が
発
達
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し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ど
こ
で
も
あ
る
よ
う
な
。
曹
洞
宗
の
お
葬
式
で

も
念
仏
を
唱
え
る
と
か
、
日
本
人
に
念
仏
は
完
全
に
な
じ
み
が
あ
る

わ
け
で
す
。
し
か
し
欧
米
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ゼ
ロ
に
近
い
。
だ

か
ら
、
わ
か
り
づ
ら
い
で
す
。

　

法
然
は
念
仏
の
進
化
論
と
日
本
仏
教
の
発
展
史
の
交
差
点
に
あ
る

と
思
う
。
つ
ま
り
、
法
然
の
こ
と
を
勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
念
仏

の
こ
と
を
勉
強
す
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
仏
教
を
勉
強
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
法
然
独
自
の
影
響
の
範
囲
の
広
さ
が
計
り
知
れ
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
は
知
っ
て
る
人
が
多
い
と
思
っ
て
も
、
欧

米
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
調
べ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
で
、
誰
か
に
言
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
自
分
自
身
の
研
究
す
る
義
務
の
一

つ
は
、
法
然
の
歴
史
的
な
存
在
感
を
英
語
の
論
文
で
説
得
的
に
で
き

る
か
と
い
う
こ
と
を
論
述
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
法
然
上
人
の
研
究
に
焦
点
を
合
わ
す
よ

う
に
な
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
の
人
が
誰
も
や
っ
て
な

い
か
ら
、
そ
れ
を
自
分
で
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

自
分
が
辿
っ
て
き
た
研
究
の
道
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
少
々
不
思

議
な
気
が
し
ま
す
。
日
本
と
違
う
英
語
の
世
界
で
は
、
法
然
の
研
究

は
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
か
な
り
少
な
い
で
す
。
正
直
に
言
え

ば
、
余
り
に
も
品
質
が
よ
く
な
い
ん
で
す
。

　

学
生
の
と
き
か
ら
浄
土
教
に
興
味
は
あ
っ
た
が
、
法
然
と
い
う
テ

ー
マ
で
書
い
て
る
英
語
論
文
の
ほ
と
ん
ど
は
同
じ
こ
と
が
書
い
て
あ

る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
ま
ず
「
鎌
倉
時
代
の
初

期
に
天
台
僧
と
し
て
源
信
か
ら
影
響
を
受
け
て
」、
源
信
と
法
然
の

間
に
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。「
源
信
か
ら
直
接
『
往
生
要
集
』
の

影
響
を
受
け
て
、
天
台
宗
の
中
の
浄
土
教
を
熱
心
に
勉
強
す
る
よ
う

に
な
り
、
天
台
の
腐
敗
に
呆
れ
て
別
の
教
団
を
つ
く
る
た
め
、
は
み

出
し
者
と
し
て
天
台
を
出
て
浄
土
宗
を
設
立
す
る
」、
あ
る
い
は

「
法
然
の
い
わ
ゆ
る
専
修
念
仏
が
鎌
倉
仏
教
の
専
修
意
識
の
原
型
だ
」

な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
日
本
の
高
校
教
科
書
レ
ベ
ル
の
よ
う

な
文
章
し
か
、
英
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

法
然
を
研
究
す
る
論
文
が
必
ず
出
る
と
き
は
こ
の
話
が
出
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
史
を
勉
強
し
て
い
る
学
者
も
こ
れ
以

外
の
話
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
。
法
然
は
仏
教
を
庶
民
に
広
げ
る

た
め
に
簡
単
な
実
践
方
法
と
し
て
お
念
仏
を
伝
導
し
た
。
そ
う
い
う

こ
と
も
よ
く
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
法
然
が
仏
教
を
簡
単
に
し
て
、
念
仏
の
道
を
開
い
た
と

い
う
こ
と
で
、
な
ぜ
念
仏
か
と
い
う
こ
と
を
誰
も
触
れ
て
な
い
ん
で
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す
。
例
え
ば
、
は
み
出
し
者
と
し
て
本
当
に
別
の
教
団
を
設
立
す
る

つ
も
り
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
疑
問
が
英
語
の
論
文
に
ま
っ
た

く
な
い
ん
で
す
。
法
然
の
教
団
認
識
あ
る
い
は
天
台
教
団
と
の
関
係

な
ど
に
つ
い
て
は
誰
も
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
歴
史
を
差
し
置
い
て
思
想
の
研
究
を
し
て
い
る
人
の
論
文

で
は
法
然
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
思
想
や
哲

学
の
研
究
者
の
間
で
は
「
鎌
倉
仏
教
」
と
い
う
熟
語
は
英
語
で
も
よ

く
使
わ
れ
ま
す
。
思
想
史
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
鎌
倉
仏
教
」
と

言
え
ば
「
庶
民
仏
教
」
だ
、「
実
践
で
は
一
つ
の
行
を
専
修
す
る
」、

「
既
成
教
団
に
な
い
仏
教
、
新
し
い
解
釈
を
し
ま
す
」
な
ど
と
解
説

さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
に
こ
の
時
代
の
新
し
い
思
想
家
が
数

人
い
る
と
欧
米
の
本
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
例
を
挙
げ
る
と
き
に
は
誰
の
名
前
が
出
る
か
と
言
う
と
、
ほ

と
ん
ど
例
外
な
く
３
人
だ
け
。
道
元
、
親
鸞
、
日
蓮
。
法
然
の
名
前

は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
法
然
の
思
想
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
資
料
が
英
語
に
な
い
か
ら
で
す
。『
和
語
灯
録
』
を
わ
ざ

わ
ざ
読
も
う
と
す
る
人
が
い
な
い
し
、
難
し
過
ぎ
る
。

　

だ
か
ら
、
欧
米
の
歴
史
家
や
思
想
家
に
と
っ
て
、「
法
然
」
の
イ

メ
ー
ジ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と
、「
法
然
さ
ん
は
親
鸞
の
教

師
だ
っ
た
」
に
過
ぎ
な
い
ん
で
す
。

　

僕
自
身
、
大
学
院
の
と
き
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
の
修
士
課
程
の
と
き
は
東

本
願
寺
出
身
の
先
生
が
指
導
教
授
だ
っ
た
。
足
利
と
い
う
人
で
す
。

や
は
り
浄
土
教
の
研
究
は
親
鸞
中
心
に
な
っ
て
き
た
。
修
士
課
程
が

終
わ
っ
て
か
ら
、
日
本
の
文
部
省
の
お
か
げ
で
梶
山
先
生
の
指
導
し

て
い
た
京
大
の
仏
教
学
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
二
年
半
ぐ
ら
い
で
し
た
。

京
大
で
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
漢
文
を
中
心
的
に
勉
強
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
た
ま
た
ま
そ
の
と
き
に
大
谷
大
学
の
坂
東
性
純
と
い
う

先
生
が
、
京
大
の
依
頼
に
よ
り
『
選
択
集
』
に
つ
い
て
京
大
で
ク
ラ

ス
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
法
然
著
作
の
英
訳

は
「
一
枚
起
請
文
」
し
か
な
か
っ
た
。
私
は
「
一
枚
起
請
文
」
の
英

訳
を
当
然
読
め
ま
し
た
し
、「
一
枚
起
請
文
」
は
難
し
く
な
い
ん
だ

け
ど
、
な
ぜ
法
然
が
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
の
か
、
全
然
わ
か
ら

な
か
っ
た
。

　
「
一
枚
起
請
文
」
が
で
き
た
と
の
は
ど
う
い
う
問
題
に
対
し
て
こ

れ
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
ね
。
私
も
坂
東
先

生
の
授
業
を
取
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
親
鸞
の
先
生
だ
か

ら
、
法
然
を
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

そ
れ
で
、『
歎
異
抄
』
は
不
思
議
な
書
物
で
、『
歎
異
抄
』
の
英
訳

は
そ
の
時
代
に
あ
り
ま
し
た
。
僕
は
京
大
に
入
る
前
に
『
歎
異
抄
』

の
英
訳
を
読
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
第
二
章
に
は
、「
親
鸞
ニ
オ
キ
テ
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ハ
、
タ
ダ
念
仏
シ
テ
彌
陀
ニ
タ
ス
ケ
ラ
レ
マ
イ
ラ
ス
ベ
シ
ト
、
ヨ
キ

ヒ
ト
ノ
オ
ホ
セ
ヲ
カ
ブ
リ
テ
信
ズ
ル
ホ
カ
ニ
、
別
ノ
子
細
ナ
キ
ナ

リ
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
私
は
び
っ
く
り
し
た
。

　
『
歎
異
抄
』
の
そ
の
文
章
も
ま
っ
た
く
、
な
ぜ
親
鸞
が
そ
ん
な
こ

と
を
言
う
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
鎌
倉
仏
教
は
最
も

日
本
的
な
宗
教
運
動
で
あ
り
、
中
で
も
最
も
大
き
い
教
団
を
つ
く
っ

た
の
は
親
鸞
と
い
う
人
と
思
っ
て
い
た
。

　

す
る
と
、
親
鸞
が
そ
れ
ほ
ど
法
然
の
こ
と
を
尊
重
し
て
い
る
の
だ

っ
た
ら
、
親
鸞
自
身
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
宗
教
的
な
立
場
が
法
然

に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
法

然
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
、
親
鸞
が
わ
か
る
わ
け
が
な
い
の
で
は
な
い

か
。
で
も
『
歎
異
抄
』
の
英
訳
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
書
い
て
い

な
い
。

　

私
の
、
あ
る
い
は
私
の
教
師
法
然
か
ら
教
わ
っ
た
通
り
に
従
う
だ

け
で
十
分
だ
と
い
う
こ
と
は
、
な
ら
ば
ど
う
し
て
学
者
た
ち
は
親
鸞

ば
か
り
を
研
究
し
て
法
然
の
こ
と
を
勉
強
し
な
い
の
か
。
そ
れ
も
変

だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
親
鸞
も
法
然
も
よ
く
研
究
、
勉

強
し
な
い
と
だ
め
だ
と
思
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
鈴
木
大
拙
先
生
の
英
訳
も
出
た
ん
で
す
。

大
谷
大
学
の
イ
ー
ス
タ
ン
ブ
デ
ィ
ス
ト
と
い
う
雑
誌
の
部
屋
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
鈴
木
大
拙
先
生
の
『
教
行
信
証
』
の
英
訳
の

授
業
も
あ
っ
た
。
坂
東
先
生
も
そ
こ
に
出
て
い
ま
し
た
。
坂
東
先
生

は
、
大
谷
で
も
授
業
を
受
け
た
し
、
京
大
で
も
授
業
を
受
け
た
わ
け

で
、
坂
東
先
生
は
、
あ
る
程
度
、
関
係
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
、
坂
東
先
生
も
英
語
は
非
常
に
上
手
だ
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
聞
け
ま
し
た
。

　
『
教
行
信
証
』
の
英
訳
の
授
業
で
は
、
伊
東
慧
明
と
い
う
人
が
指

導
し
て
い
た
。
伊
東
さ
ん
が
英
語
で
き
な
い
ん
で
す
。
英
訳
を
読
み

な
が
ら
日
本
語
で
教
え
て
た
の
。
出
て
い
る
人
は
皆
、
外
国
人
。
結

局
、
坂
東
先
生
が
通
訳
し
た
ん
で
す
。

　

と
に
か
く
英
訳
に
書
か
れ
た
日
本
仏
教
に
関
す
る
本
を
、
で
き
る

だ
け
日
本
で
親
鸞
の
こ
と
を
探
し
た
。
親
鸞
は
よ
く
出
る
け
ど
、
法

然
に
つ
い
て
の
知
識
は
私
に
は
ゼ
ロ
に
近
い
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

当
時
の
僕
の
日
本
語
の
力
は
ま
だ
ま
だ
弱
く
て
、
僕
が
京
大
の
授
業

を
受
け
た
と
き
は
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー
を
持
っ
て
行
っ
た
ん
で
す
。

授
業
を
全
部
録
音
す
る
。
寮
に
帰
っ
て
き
て
、
何
回
も
聞
く
。
先
生

が
黒
板
に
崩
し
て
い
る
字
を
書
く
と
き
は
、
崩
し
た
の
は
読
め
な
い

か
ら
、
崩
し
た
ま
ま
で
ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
て
お
く
。
寮
で
日
本
人
の

学
生
に
見
せ
る
わ
け
。
こ
れ
、
ど
う
読
む
ん
で
す
か
。
そ
れ
は
漢
字

じ
ゃ
な
い
よ
と
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
た
け
ど
、
し
ょ
う
が
な
い
。
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坂
東
先
生
の
授
業
で
す
が
、『
選
択
集
』
の
授
業
の
最
初
の
日
に

は
、「
真
宗
で
は
こ
の
書
物
の
題
名
は
【
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
】
と

読
み
ま
す
が
、
浄
土
宗
で
は
【
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
】
と
読
む
の
が

正
し
い
で
す
。
こ
の
授
業
で
は
【
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
】
と
言
い
ま

す
」
と
は
っ
き
り
と
言
っ
て
く
れ
た
わ
け
で
す
。

　

日
本
仏
教
に
な
じ
ん
で
い
る
日
本
人
だ
っ
た
ら
こ
の
話
は
ご
く
当

た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
感

動
し
た
言
葉
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
私
が
知
っ
て
い
た
そ
の

と
き
の
日
本
仏
教
の
世
界
で
は
真
宗
の
存
在
感
が
非
常
に
大
き
い
。

英
語
の
出
版
物
は
全
部
真
宗
で
す
か
ら
。
浄
土
宗
や
法
然
よ
り
も
は

る
か
に
世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
る
し
、
親
鸞
も
哲
学
者
と
し
て
研
究

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
大
谷
派
の
僧
侶
で
あ
る
坂
東
性
純
が
別

に
浄
土
宗
の
読
み
方
を
わ
ざ
わ
ざ
使
う
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
。

　

こ
の
発
言
は
今
で
も
も
の
す
ご
く
よ
く
覚
え
て
い
る
。
そ
の
と
き

僕
は
二
五
歳
ぐ
ら
い
か
な
。
真
宗
の
僧
侶
で
も
知
識
人
で
も
学
者
で

も
す
ご
く
法
然
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
法

然
と
真
宗
の
関
係
も
す
ご
く
大
事
だ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
わ
か

っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
な
ら
な
ぜ
法
然
の
研
究
が
な
い
の
か
。
英
語
の
論
文
を
書
い

て
い
る
真
宗
の
学
者
も
法
然
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
い
。
あ
る

い
は
、
真
宗
の
学
者
に
と
っ
て
は
、
親
鸞
の
理
解
が
法
然
か
ら
伝
わ

っ
て
き
た
と
言
っ
て
も
、
親
鸞
の
理
解
が
法
然
そ
の
も
の
と
信
じ
て

る
か
ら
、
法
然
を
わ
ざ
わ
ざ
勉
強
す
る
必
要
が
な
い
。
親
鸞
を
勉
強

す
れ
ば
法
然
が
わ
か
る
。
非
常
に
単
純
に
皆
、
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
程
度
な
ら
、
法
然
に
対
す
る
興
味
は
親
鸞
を
理
解
す
る
た
め

の
手
段
に
近
い
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
私
の
心
の
中
で
す
よ
。
そ
の
よ

う
な
考
え
が
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
か
と
言
う
と
、
も
う
一
つ
考
え
ら

れ
る
の
は
、
僕
の
育
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
日
系
人
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
日
系
人
の
宗
教
は
ほ
と
ん
ど
真
宗

で
す
。

　

日
系
人
の
人
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
に
多
い
か
ら
、
北
米
、
カ
ナ
ダ
も

入
れ
て
、
多
い
か
ら
こ
そ
ち
ょ
う
ど
僕
が
育
っ
た
時
代
に
は
、
三
世

に
な
る
と
日
本
語
の
聞
き
取
り
は
あ
る
程
度
で
き
る
け
れ
ど
も
、
読

み
書
き
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。

　

す
る
と
、
真
宗
教
団
は
ア
メ
リ
カ
で
は
英
語
と
日
本
語
が
ミ
ッ
ク

ス
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
英
語
の
資
料
は
ど
ん
ど
ん
出
さ
な
け
れ
ば
お

寺
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
、
西
本
願
寺
が
力
を
入
れ

て
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
き
た
ん
で
す
、
英
語
で
浄
土
教
を
説
明
す
る

こ
と
を
。「
浄
土
三
部
経
」
や
『
歎
異
抄
』
は
、
西
本
願
寺
系
の
も
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の
し
か
な
か
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
に
仏
教
ブ
ー
ム
が
始
ま
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。
欧
米
の
仏
教
ブ
ー
ム
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う

と
、
仏
教
は
宗
教
で
は
な
く
て
哲
学
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち

は
勉
強
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
が
非
常
に
多

か
っ
た
。

　

信
仰
を
強
調
す
る
浄
土
教
、
浄
土
宗
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

皆
、
そ
ん
な
も
の
結
構
で
す
。
余
り
興
味
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ

は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
も
信
仰
を
中
心
的
に
や
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
で
す
。

　

仏
教
に
キ
リ
ス
ト
教
に
な
い
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
う

と
、
思
想
と
実
践
で
す
。
信
仰
で
は
な
く
て
。
だ
か
ら
、
今
で
も
、

『
信
仰
な
し
仏
教
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
欧
米
人
が
皆
、

喜
ん
で
読
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

　

も
う
信
仰
は
い
い
で
す
。
私
、
信
仰
な
し
で
も
仏
教
や
り
た
い
、

仏
教
勉
強
し
た
い
、
信
仰
な
し
で
仏
教
、
本
当
に
勉
強
す
る
こ
と
で

き
る
か
と
言
う
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
な
の
に
、
皆
、
非
常
に
単

純
に
思
っ
て
い
る
。
そ
の
思
い
込
み
が
ど
こ
か
自
己
満
足
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
欧
米
人
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

坐
禅
を
組
み
、
悟
り
を
開
く
の
は
、
鈴
木
大
拙
の
言
っ
て
い
る
こ

と
で
、
鈴
木
大
拙
も
信
仰
は
要
ら
な
い
。
坐
禅
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

自
然
に
悟
り
が
湧
い
て
く
る
。
ど
ん
な
悟
り
か
わ
か
ら
な
い
で
す
が

ね
。

　

今
で
も
お
も
し
ろ
い
の
は
、
禅
セ
ン
タ
ー
が
特
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
に
は
非
常
に
多
い
で
す
。
禅
セ
ン
タ
ー
に
長
く
住
ん
で
い
る
学
生

が
、
バ
ー
ク
レ
ー
に
一
人
い
ま
す
。
彼
が
言
う
の
は
、
と
き
ど
き
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
の
道
場
か
ら
避
難
者
が
禅
セ
ン
タ
ー
に
や
っ
て
く
る
。

　

避
難
者
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
仏
教
を
勉
強
し
た
い
欧

米
人
が
チ
ベ
ッ
ト
の
セ
ン
タ
ー
に
行
っ
て
、
仏
教
を
勉
強
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
系
の
仏
教
道
場
は
教
義
も
教
え

る
。
信
仰
も
強
制
す
る
。
そ
う
い
う
人
は
す
ぐ
飽
き
る
。
い
や
い
や

い
や
、
信
仰
だ
っ
た
ら
、
教
義
だ
っ
た
ら
や
や
こ
し
い
。
そ
こ
を
逃

げ
て
禅
セ
ン
タ
ー
に
来
る
。
禅
セ
ン
タ
ー
に
来
る
と
、
大
丈
夫
で
す
。

坐
禅
で
十
分
で
す
。
勉
強
し
な
く
て
い
い
。
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
喜

ぶ
。

　

と
に
か
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
見
て
、
私
は
何
か
お
か
し
い
な
と

思
っ
て
、
浄
土
教
は
も
う
ち
ょ
っ
と
理
解
し
た
い
と
思
っ
た
し
、
真

宗
系
の
資
料
を
使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
た
し
、

ち
ょ
っ
と
不
信
感
が
し
た
ん
で
す
。

　

京
大
の
二
年
半
ぐ
ら
い
の
留
学
で
、『
選
択
集
』
に
も
『
涅
槃
経
』
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は
出
て
き
ま
す
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
『
無
量
寿
経
』
以
外
に
一
番

引
用
し
て
い
る
経
典
は
『
涅
槃
経
』
だ
か
ら
、
僕
は
『
涅
槃
経
』
に

興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

帰
っ
て
き
て
漢
文
が
あ
る
程
度
読
め
る
け
れ
ど
も
、
研
究
す
る
ほ

ど
の
知
識
は
ま
だ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
現
代
の
日
本
語
は

辞
書
を
引
き
な
が
ら
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、

ア
メ
リ
カ
に
帰
る
前
に
京
都
の
本
屋
さ
ん
を
回
っ
て
、
仏
書
を
た
く

さ
ん
買
っ
て
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
。

　

帰
っ
て
か
ら
読
ん
で
み
る
と
、
法
然
に
つ
い
て
す
ご
い
研
究
が
あ

る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
法
然
は
日
本
仏
教
史
の
中
で
は
最
も
で
か

い
存
在
だ
と
わ
か
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
親
鸞
自
身
が
地
獄
に
落
ち

て
も
か
ま
わ
な
い
、
法
然
の
こ
と
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
つ
い
て
い
く

と
い
う
こ
と
も
見
て
、
よ
け
い
に
法
然
を
勉
強
す
る
気
に
な
り
ま
し

た
。

　

法
然
の
魅
力
に
つ
い
て
は
、
僕
自
身
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
。

勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
て
。
論
文
を
自
分
で
も
書
く
自

信
が
な
い
ん
で
す
。
謎
の
と
こ
ろ
が
余
り
に
も
多
く
て
。
法
然
の
人

気
は
ど
う
だ
ろ
う
。
彼
の
教
え
た
内
容
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
た
め
か
。

そ
れ
と
も
、
法
然
自
身
に
カ
リ
ス
マ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
う
な
っ
て
き

た
か
。

　

そ
れ
と
も
、
彼
の
周
り
に
集
ま
っ
た
弟
子
た
ち
が
ま
じ
め
だ
か
ら

こ
う
な
っ
て
き
た
か
。
あ
る
い
は
法
然
自
身
は
階
級
や
性
別
と
関
係

な
く
人
を
受
け
入
れ
た
た
め
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
全

部
か
も
し
れ
な
い
。
法
然
が
は
な
は
だ
人
気
あ
る
僧
侶
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
随
分
残

っ
て
い
る
。

　

法
然
は
ど
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
か
と
言
う

と
、
も
う
一
つ
、
法
然
の
思
想
は
ど
こ
か
人
を
惹
き
付
け
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
、
私
は
「
人

間
法
然
」
と
い
う
言
葉
を
最
近
使
う
よ
う
に
な
っ
て
、
日
本
語
に
今

ま
で
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
。
自
分
自
身
は
そ
う
言
っ

て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
「
人
間
法
然
」
と
言
う
か
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
キ
リ
ス

ト
教
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
も
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
学

者
が
随
分
増
え
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
的
な
側
面
を
余
り
強

調
し
過
ぎ
た
ら
、
人
間
と
し
て
は
遠
ざ
か
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
、

信
仰
も
か
え
っ
て
し
に
く
く
な
る
わ
け
で
す
。「
人
間
キ
リ
ス
ト
」

と
い
う
研
究
は
、
特
に
戦
後
発
達
し
て
き
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
い
ろ

い
ろ
読
ん
で
み
て
、
す
ば
ら
し
い
と
わ
か
り
ま
し
た
。

　

で
は
、
同
じ
よ
う
に
法
然
が
余
り
に
も
大
き
な
宗
教
的
な
存
在
だ
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っ
た
か
ら
、
宗
祖
で
あ
る
し
、
法
然
は
例
の
な
い
人
だ
か
ら
、
人
間

性
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
私
た
ち

に
は
わ
か
り
づ
ら
い
と
こ
ろ
の
一
つ
の
原
因
か
な
と
思
っ
た
。

　

そ
う
い
う
こ
と
も
悪
く
は
な
い
の
で
す
が
、
同
時
に
人
間
と
し
て

の
法
然
は
ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
。
僕
は
そ
ち
ら
の
ほ
う
に
興

味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
法
然
の
伝
記
の
研
究
も
少
し
や
り

ま
し
た
。
も
う
や
や
こ
し
く
て
ね
。
法
然
の
伝
記
も
一
応
、
で
か
い

論
文
を
書
こ
う
と
思
っ
た
け
ど
、
難
し
過
ぎ
る
の
で
半
分
ぐ
ら
い
勉

強
し
た
ら
諦
め
ま
し
た
。

　

最
近
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
哲
学
の
話
に

な
り
ま
す
が
、
一
つ
は
行
動
主
義
的
な
解
釈
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と

か
と
言
う
と
、
法
然
の
念
仏
理
解
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い

わ
ゆ
る
行
動
主
義
的
な
言
語
哲
学
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ご
存
じ
で
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ

な
い
で
す
が
、
二
〇
世
紀
の
初
め
ご
ろ
の
最
も
影
響
を
与
え
た
哲
学

者
で
し
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
純
粋
な
分
析
哲
学
を
や
っ

て
い
て
、
彼
の
最
初
に
書
い
た
本
が
随
分
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
影
響
を
与

え
ま
し
た
。

　

彼
は
そ
の
本
を
書
い
て
、
自
分
が
あ
と
で
振
り
返
っ
て
、
間
違
い

だ
ら
け
と
本
人
は
思
っ
て
、
大
学
を
辞
め
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
元
々
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
戻
っ
て
、
本
屋
さ
ん
で
働
き
な
が
ら
庭
の
管
理
を

す
る
よ
う
な
ガ
ー
デ
ナ
ー
に
な
っ
た
。
学
問
は
辞
め
ま
し
た
。

　

自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
に
不
信
感
が
余
り
に
も
深
い
し
、
哲
学

の
歪
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
、
で
き
る
だ
け
正
確
な
表
現
を
求
め
る
の

が
哲
学
の
目
的
で
す
。
現
実
を
反
映
し
て
い
る
正
確
な
言
葉
、
と
い

う
こ
と
は
普
通
の
言
葉
よ
り
も
正
確
な
、
哲
学
し
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
よ
う
な
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が

よ
く
や
っ
た
し
、
彼
の
教
師
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
先
生
が

す
ご
い
ほ
め
て
く
れ
た
し
、
ラ
ッ
セ
ル
先
生
も
自
分
の
生
徒
か
ら
の

刺
激
を
随
分
受
け
た
と
い
い
ま
す
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
二
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
か
ら
ま
た
悟

り
を
開
い
て
、
や
は
り
正
確
な
言
葉
を
勉
強
す
る
こ
と
が
哲
学
の
目

的
で
は
な
い
。
本
当
の
哲
学
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
有
意
義
的
な
と
こ

ろ
は
、
普
通
の
言
葉
と
心
の
理
解
の
関
係
で
す
。

　

そ
う
し
た
ら
、
行
動
主
義
的
な
新
し
い
哲
学
を
つ
く
っ
た
。
ど
う

い
う
も
の
か
と
言
う
と
、
人
間
が
思
想
を
聞
い
て
、
そ
れ
は
合
理
的

に
納
得
す
る
か
ら
こ
そ
行
動
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
誰
か
の

行
動
を
見
て
、
自
分
も
や
っ
て
み
る
。

　

な
ぜ
、
そ
の
人
が
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
考
え
ず
に
、

ま
ず
や
っ
て
み
る
。
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
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い
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
在
家
で
も
一
日
五
回
、
祈
ら
な
い
と
だ
め
で
し

ょ
う
。
五
回
で
す
よ
。

　

当
然
、
こ
ん
な
に
生
活
に
邪
魔
く
さ
い
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
す
る
と
皆
、
大
人
に
な
っ
て
、
教
わ
っ
た
教
義
は
非
常
に
す
ば

ら
し
い
か
ら
、
合
理
的
で
あ
る
し
、
そ
の
哲
学
に
沿
っ
て
、
私
は
一

日
五
回
祈
る
と
い
う
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
自
分
の
お
父
さ
ん
、
周
り
の
大
人
た
ち
が
一
日
五
回
祈
っ
て

い
る
こ
と
を
見
て
、
ど
う
ぞ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
て
、
自

分
も
参
加
し
て
み
よ
う
。

　

参
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
一
日
五
回
祈
る
と
い
う
ど
ん
ど
ん
宗
教

的
な
生
活
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
良
さ
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。
あ

と
で
思
想
を
説
明
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
元
々
は
行
動
で
す
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
ち
ら
の
ほ
う
の
力
が
わ
か
っ
て
き
て
、

哲
学
は
優
れ
て
い
る
と
か
、
正
確
な
言
葉
を
求
め
る
な
ら
わ
か
る
と

か
で
は
な
く
て
、
ご
く
普
通
の
言
葉
と
心
の
持
っ
て
い
る
こ
と
の
関

係
を
中
心
的
に
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。

　

私
に
と
っ
て
は
法
然
上
人
の
念
仏
の
理
解
も
そ
れ
に
近
い
と
思
う
。

そ
の
と
き
に
岸
一
英
先
生
伊
藤
唯
眞
先
生
と
『
明
義
進
行
集
』
を
仏

教
大
学
に
留
学
し
た
と
き
に
そ
の
研
究
会
に
入
り
ま
し
た
。『
明
義

進
行
集
』
の
お
も
し
ろ
い
話
は
、
法
然
と
明
遍
と
の
対
話
が
あ
っ
た
。

明
遍
さ
ん
は
真
言
系
か
な
。
と
に
か
く
も
の
す
ご
い
イ
ン
テ
リ
な
ん

だ
ね
。

　

法
然
と
明
遍
さ
ん
の
話
し
合
い
で
は
、
明
遍
さ
ん
は
や
っ
ぱ
り
称

名
念
仏
で
成
仏
す
る
な
ん
て
ま
ず
い
と
言
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
、
法
然
は
、
あ
な
た
が
思
想
的
に
納
得
す
る
こ
と

を
頼
ん
で
な
い
。
お
念
仏
を
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
一
日
で
も
や

っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
明
遍
が
称
名
念
仏
を
や
れ

ば
や
る
ほ
ど
、
も
の
す
ご
い
感
動
す
る
。
そ
し
て
法
然
の
弟
子
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

　

例
え
ば
、
浄
土
宗
が
国
際
的
に
よ
り
活
躍
す
る
た
め
に
ど
う
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
れ
ば
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
さ
っ
き

の
禅
セ
ン
タ
ー
の
例
を
言
っ
て
み
る
と
、
坐
禅
を
組
み
な
さ
い
。
坐

禅
を
組
ん
で
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
自
分
に
と
っ
て
は
、
た
め
に
な
る

か
た
め
に
な
っ
た
ん
だ
か
わ
か
る
か
ら
、
あ
と
で
鈴
木
大
拙
先
生
で

も
何
で
も
、
禅
に
つ
い
て
の
本
を
読
ん
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
ま
ず

坐
禅
を
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

だ
か
ら
、
私
は
浄
土
宗
も
同
じ
よ
う
に
海
外
に
や
っ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
ら
、『
選
択
集
』
と
か
い
ろ
い
ろ
な
浄
土
教
の
教
義
を
、
合

理
的
な
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
人
に
見
せ
る
と
か
説
明
す

る
と
い
う
の
は
難
し
い
し
、
信
徒
が
中
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
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仏
教
と
縁
の
な
い
人
が
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
仰
を
持
つ
よ
う
に
な

る
の
か
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
と
神
様
で
十
分
で
す
。

　

浄
土
教
の
違
う
と
こ
ろ
は
、
お
念
仏
で
す
。
だ
か
ら
僕
は
、
勝
手

な
話
で
申
し
訳
な
い
で
す
が
浄
土
宗
は
何
よ
り
も
お
念
仏
の
道
場
を

つ
く
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
欧
米
で
も
日
本
で
も
昔
の
別
時
念
仏
と
か

念
仏
三
昧
の
こ
と
、
別
に
念
仏
三
昧
ま
で
い
か
な
く
て
も
念
仏
実
践

を
中
心
的
に
や
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
説
明
は
後
で
や
る
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
念
仏
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
念
仏
の
力
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
本
人
が
教
義
を
そ
の
と
き
に
求
め
る
わ
け
で
す
。
最

初
か
ら
教
義
を
強
制
的
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
う
ま
く
い
か
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

僕
自
身
も
、
同
じ
よ
う
な
経
験
で
す
。
私
は
学
者
と
し
て
は
、
パ

ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
文
献
を
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
仏
教

学
の
研
究
を
や
っ
て
る
い
ま
す
。
法
然
の
浄
土
教
は
も
の
す
ご
い
人

間
的
。
人
間
臭
い
と
言
う
と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

人
間
は
皆
、
凡
夫
で
あ
る
。
も
の
す
ご
い
画
期
的
な
表
現
だ
と
思
っ

た
ん
で
す
。

　

そ
う
だ
。
皆
、
凡
夫
だ
っ
た
ら
、
凡
夫
に
一
番
適
切
な
行
は
称
名

念
仏
だ
よ
と
法
然
は
言
っ
て
い
る
。
で
じ
ゃ
僕
は
ど
う
か
？
僕
も
仏

に
な
る
可
能
性
が
ゼ
ロ
だ
か
ら
、
念
仏
を
唱
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た

ん
で
す
。
そ
れ
で
不
思
議
な
こ
と
に
、
僕
も
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
好
き

に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

僕
の
育
っ
た
家
は
浄
土
宗
で
も
何
で
も
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も
、

私
も
念
仏
が
好
き
な
ん
で
す
。
坐
禅
も
好
き
で
す
よ
。
で
も
、
や
っ

ぱ
り
念
仏
は
、
ど
う
し
て
も
声
を
出
す
と
心
が
集
中
さ
れ
る
こ
と
に

価
値
が
結
構
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
辺
で
も
う
一
つ
、
ち
ょ
っ
と
違
う
話
で
す
が
、『
大
乗
涅
槃

経
』
の
翻
訳
を
し
て
い
ま
す
が
、『
涅
槃
経
』
の
十
六
巻
に
四
つ
の

物
語
に
念
仏
が
出
ま
す
。
４
つ
と
も
、
人
が
大
変
困
っ
て
い
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
と
き
「
南
無
仏
陀
・
南
無
仏
陀
」
を
称
え
る
。
釈
尊

が
全
然
違
う
と
こ
ろ
に
居
る
の
に
、
そ
の
声
を
聞
こ
え
て
間
も
な
く

そ
の
人
の
前
に
現
れ
て
肉
体
の
苦
し
み
を
治
す
等
、
そ
の
人
を
慰
め

て
問
題
を
解
決
す
る
。
各
物
語
の
最
後
に
「
そ
の
人
は
助
け
ら
れ
た

が
、
実
は
私
は
そ
の
人
に
居
る
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
か
っ
た
。
そ
の

人
の
善
根
の
た
め
、
つ
ら
い
場
面
に
私
が
来
て
い
る
よ
う
に
思
え
た

だ
け
で
し
た
。
そ
の
解
決
は
善
根
の
せ
い
だ
。 

」
と
説
明
さ
れ
る
。

　

こ
う
い
う
と
き
に
、
念
仏
は
帰
依
す
る
意
味
で
は
な
く
、「
タ
ス

ケ
タ
マ
エ
」
の
表
現
と
し
て
ホ
ト
ケ
を
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。
困

っ
た
人
が
自
分
の
善
根
の
力
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
皆
が
そ
れ
を
解
ら
な
い
か
ら
「
仏
の
お
陰
様
で
」
と
解
釈
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す
る
。
釈
尊
は
そ
の
人
の
称
え
た
念
仏
に
対
し
て
の
救
わ
れ
る
プ
ロ

セ
ス
を
は
っ
き
り
説
明
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
今
あ
な
た
が
直

面
し
て
い
る
苦
し
い
状
況
に
対
し
て
私
は
力
に
な
る
」
と
い
う
意
味

を
伝
え
よ
う
と
す
る
。 

　

こ
の
物
語
に
出
る
念
仏
の
役
割
と
浄
土
教
に
於
け
る
念
仏
は
ど
う

い
う
関
係
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
先
ず
一
つ
は
、
ど
こ
に
居
て
も
困

っ
た
人
に
お
念
仏
が
呼
ば
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
声
は
仏
が
聞
こ
え

て
応
じ
る
。
同
じ
樣
に
往
生
が
で
き
る
よ
う
、
つ
ま
り
援
助
頼
み
よ

り
も
請
願
と
し
て
の
念
仏
な
ら
、
涅
槃
経
の
物
語
の
念
仏
や
浄
土
教

の
念
仏
で
も
共
通
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
か 

。『
涅
槃
経
』
の
念

仏
で
は
善
根
の
あ
る
人
が
念
仏
を
称
え
る
と
、
仏
が
反
応
す
る
よ
う

な
親
近
感
が
そ
の
呼
ん
だ
人
の
心
の
中
に
湧
い
て
く
る
こ
と
が
そ
の

人
の
力
に
な
る
。
そ
れ
が
法
然
に
と
っ
て
仏
は
私
た
ち
を
呼
ん
で
い

る
よ
う
に
お
念
仏
を
く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
正
し

い
方
向
に
行
動
す
る
の
は
、
や
は
り
他
力
に
基
づ
い
た
実
践
で
す
。

　

そ
の
辺
は
す
ご
い
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

あ
る
人
は
ど
れ
ほ
ど
仏
教
を
理
解
し
て
い
る
か
、
ど
れ
ほ
ど
仏
教
の

ド
ウ
（
道
）
即
ち 

マ
ー
ル
カ
（m

ārga

）
の
ほ
う
に
進
ん
で
い
っ

て
い
る
か
な
ん
て
、
法
然
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
大
事
で
は
な
い
。
そ

れ
よ
り
も
皆
、
凡
夫
だ
と
い
う
こ
と
を
普
遍
的
に
気
づ
く
の
は
実
在

主
義
そ
の
も
の 

、
僕
に
と
っ
て
は
実
存
主
義
の
太
祖
は
法
然
で
す
。

あ
る
い
は
善
導
か
ら
法
然
か
な
、
と
思
い
ま
す
。
皆
、
凡
夫
で
あ
る

と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
貢
献
で
す
。
ち
ょ
っ
と
話
が
ず
れ
ま
し

た
。

　

も
う
一
つ
、
法
然
の
伝
道
の
話
で
す
。
恐
ら
く
法
然
の
伝
道
に
よ

っ
て
念
仏
そ
の
も
の
が
人
格
化
さ
れ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
法
然
が
出
発
点
か
ら
念
仏
を
説
法
す
る
も
の
で

は
な
く
、
良
忍
と
か
平
安
時
代
の
い
ろ
い
ろ
な
お
念
仏
に
つ
い
て
、

別
所
で
活
躍
し
て
い
た
念
仏
聖
と
か
そ
う
い
う
人
が
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
基
礎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
上
に
法
然
が

ま
た
何
を
足
し
た
か
と
言
う
と
、
恐
ら
く
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
言
う
よ
う
に
、
行
動
主
義
的
な
言
語
哲
学
で
す
。
そ
れ
に
、
法
然

が
社
会
的
地
位
の
な
い
人
の
行
動
を
見
て
、
そ
の
人
の
お
念
仏
の
こ

と
と
か
踊
り
と
か
歌
を
見
て
、
認
め
た
ん
で
す
ね
。

　

法
然
は
そ
れ
を
喜
ん
で
、
自
分
の
思
想
を
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
こ

そ
念
仏
が
普
遍
的
だ
と
い
う
こ
と
は
法
然
の
思
想
に
あ
っ
た
。

　

念
仏
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
は
存
在
感
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
わ

け
で
、
阿
弥
陀
仏
は
真
剣
に
寄
っ
て
く
る
か
ら
、
近
づ
い
て
く
る
と

い
う
仏
の
親
近
感
に
よ
っ
て
自
分
の
存
在
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
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現
在
、
法
然
の
こ
と
を
、
欧
米
人
に
と
っ
て
は
ど
の
程
度
知
っ
て

る
か
と
言
う
と
、
法
然
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
と
言
え
る
ぐ
ら
い
の

こ
と
で
、
余
り
変
わ
っ
て
な
い
で
す
。
そ
れ
で
ど
こ
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
る
か
、
僕
自
身
、
浄
土
宗
と
か
法
然
の
研
究
に
つ
い
て
こ

う
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
で
す
。
こ
れ
は
ポ
イ
ン
ト
が
五
つ
あ
り

ま
す
。

　

一
つ
は
、
法
然
の
著
作
の
英
訳
が
非
常
に
大
事
で
す
。
今
、
僕
な

り
の
理
解
の
行
動
主
義
的
な
法
然
の
理
解
は
、
ど
こ
も
書
い
て
な
い

で
す
。
非
常
に
抽
象
的
な
話
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
学
者
で
あ
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
で
、
批
判
す
る
人
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な

い
で
す
が
、
一
般
的
な
人
は
わ
か
ら
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
難
し
い
。

　

浄
土
教
、
お
念
仏
と
い
う
知
識
が
国
際
的
に
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
る
か
。

ほ
と
ん
ど
真
宗
の
人
の
お
か
げ
の
も
の
し
か
、
今
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

鈴
木
大
拙
も
『
教
行
信
証
』
の
翻
訳
を
し
た
け
ど
、
そ
れ
も
東
本
願

寺
系
の
も
の
で
す
。

　

法
然
さ
ん
が
自
分
で
書
い
た
も
の
の
英
訳
で
、
当
て
に
な
る
英
訳
、

言
葉
を
よ
く
考
え
て
い
る
英
訳
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
役
に
立
つ
と
思

う
。
そ
れ
が
な
い
限
り
は
、
学
者
も
気
が
つ
か
な
い
し
、
誰
も
勉
強

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
す
。

　

二
つ
目
は
、
言
葉
遣
い
は
大
事
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。
戸
松
先
生
や
廣
川
先
生
が
つ
く
っ
た
『
選
択
集
』
の
英
訳
は

非
常
に
す
ば
ら
し
く
て
、
か
な
り
役
に
立
っ
て
い
ま
す
が
、
申
し
わ

け
な
い
、
そ
の
英
訳
は
問
題
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
、
言
葉
遣
い
は
、
浄
土
教
の
専
門
用
語
は
真
宗
の
資
料

し
か
な
か
っ
た
で
す
。
だ
か
ら
、
皆
、
真
宗
の
英
訳
を
そ
の
ま
ま

『
選
択
集
』
の
英
訳
に
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
僕
は
真
宗
の
英
訳

は
余
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

僕
は
「
荷
物
」（baggage

）
と
い
う
言
葉
を
言
い
ま
す
が
、
言

葉
の
荷
物
は
日
本
語
で
は
言
わ
な
い
。
英
語
で
は
そ
う
言
い
ま
す
。

言
葉
に
は
荷
物
が
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
荷
物
が
重

い
。
荷
物
を
運
ば
な
い
と
い
け
な
い
。
な
ぜ
単
語
に
す
る
。
運
ば
な

い
と
い
け
な
い
荷
物
が
あ
る
か
と
言
う
と
、
そ
の
単
語
を
今
ま
で
に

使
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
単
語
の
連
想
す
る
意
味

と
か
そ
の
単
語
の
使
わ
れ
て
い
る
場
所
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

か
ら
。

　

私
た
ち
、
英
語
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
人
が
宗
教
的
な
論
文
の
翻
訳
を
読

む
と
き
は
、
そ
の
単
語
を
見
る
、
自
分
の
知
っ
て
る
英
語
の
知
識
か

ら
意
味
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
た
ら
、
聖
書
的
な
単
語
を
使

う
と
、
か
え
っ
て
聖
書
的
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
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戸
松
（
義
晴
）
先
生
が
よ
く
言
う
の
は
、
仏
教
大
学
に
私
が
初
め

て
行
っ
た
と
き
に
、『
選
択
集
』
の
英
訳
が
で
き
て
、
す
ご
く
喜
ん

で
、
邦
訳
が
で
き
ま
し
た
と
言
っ
た
ら
、
ど
っ
か
後
ろ
に
座
っ
て
て

手
を
挙
げ
て
、「
先
生
、
こ
れ
、
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と

言
わ
れ
た
と
い
う
話
で
す
。

　

ご
め
ん
な
さ
い
。
私
は
そ
の
と
き
、「
聖
道
門
は
ホ
ー
リ
ー
パ
ス

じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ
て
、
浄
土
教
に
は
ホ
ー
リ
ー
と
い
う
こ
と
が
な

い
。
で
も
、
浄
土
教
に
ホ
ー
リ
ー
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
浄

土
教
は
宗
教
で
も
何
で
も
な
い
で
す
。
聖
と
俗
と
の
区
別
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
の
辺
は
非
常
に
や
や
こ
し
い
。

　

だ
か
ら
、
浄
土
宗
、
あ
る
い
は
法
然
な
り
の
書
い
た
も
の
を
英
訳

す
る
と
き
に
は
、
言
葉
を
き
れ
い
に
考
え
な
い
と
だ
め
で
す
よ
。
私

自
身
も
い
ろ
い
ろ
翻
訳
し
て
い
ま
す
。『
和
語
灯
録
』
も
そ
う
で
す

し
『
涅
槃
経
』、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
英
語
に
対
す

る
、
い
つ
も
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

一
番
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
辞
書
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞

書
で
す
。
英
英
辞
典
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
英
英
辞
典
は
歴
史
的

に
、
英
語
の
単
語
が
ど
こ
で
一
番
初
め
に
使
わ
れ
、
ど
う
い
う
意
味

で
、
今
ま
で
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
自
分
の
知
っ

て
い
る
英
語
の
歴
史
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

英
語
の
連
想
す
る
意
味
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
の
単
語
を
使
っ
て
は
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い
。
じ
ゃ
、
こ
の
単
語
の
ほ

う
が
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
。
責
任
感
を
深
く
感
じ
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、「
人
間
法
然
」
と
い
う
言
葉
を
言
い
ま
す
。
法
然
の

人
生
で
す
。
法
然
の
教
義
と
か
紹
介
は
い
い
の
で
す
が
、
欧
米
人
に

法
然
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
法
然
は
ど
う
い
う
人
か
と
い

う
こ
と
を
ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
。

　

法
然
の
生
き
て
い
た
時
代
に
は
、
ど
う
い
う
社
会
的
な
プ
レ
ッ
シ

ャ
ー
が
あ
っ
た
か
。
法
然
の
弟
子
も
死
刑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
有

名
で
す
。
法
然
自
身
も
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
い
ろ
い

ろ
あ
っ
た
。
大
変
な
こ
と
で
す
。

　

法
然
が
命
を
賭
け
て
、
普
遍
的
な
仏
教
を
伝
道
し
よ
う
と
す
る
こ

と
は
大
き
い
こ
と
で
す
。
命
を
賭
け
て
、
そ
れ
ほ
ど
法
然
が
決
心
し

た
と
か
、
人
生
の
す
べ
て
を
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
を
、
欧
米
人
は
わ

か
っ
て
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
大
き
な
こ
と
で
す
。

　

考
え
て
み
る
と
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
も
死
刑
に
な
っ
て
殺
さ
れ
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の

信
者
さ
ん
は
、
彼
の
命
を
私
た
ち
の
た
め
に
犠
牲
に
し
た
と
言
う
ん

で
す
。
そ
れ
こ
そ
皆
、
す
ご
い
涙
が
出
て
情
熱
的
に
信
仰
す
る
よ
う

に
な
る
。
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法
然
さ
ん
は
死
刑
に
は
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
ほ
ぼ
同

じ
よ
う
に
人
生
を
賭
け
て
お
念
仏
の
伝
道
に
励
ん
だ
ん
で
す
。
そ
れ

も
理
解
し
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
、
ず
っ
と
た
め
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

四
つ
目
は
、
私
に
と
っ
て
は
大
事
な
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と

で
す
。
二
一
世
紀
と
い
う
か
、
法
然
の
時
代
を
理
解
す
る
こ
と
の
た

め
に
な
る
の
で
す
が
、
私
た
ち
も
自
分
の
時
代
を
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
す
。

　

日
本
仏
教
は
、
あ
る
い
は
中
国
仏
教
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

は
、
も
う
す
で
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
な
い
、
日
本
仏
教
で
も
な
い
、

間
違
い
な
く
既
に
国
際
的
な
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
逆
戻
り
に
は
な

ら
な
い
で
す
。
そ
の
中
で
国
際
的
な
言
葉
が
英
語
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
仕
方
な
い
で
す
。

　

そ
れ
は
、
う
ち
の
大
学
に
は
海
外
か
ら
来
て
い
る
学
生
の
数
が
余

り
に
も
多
く
て
、
言
葉
が
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
で
な
い
人
が
結

構
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
の
大
学
の
よ
う
に
五
％
の
留
学
生
と
い

う
程
度
で
は
な
い
。
四
〇
％
ぐ
ら
い
。
も
の
す
ご
く
多
い
で
す
。
白

人
の
学
生
も
過
半
数
で
は
な
く
な
っ
た
。
バ
ー
ク
レ
ー
の
学
生
の
中

で
白
人
は
四
割
し
か
い
な
い
。
全
世
界
か
ら
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。

　

皆
、
言
葉
が
不
十
分
な
の
に
、
論
文
を
書
か
せ
ま
す
。
論
文
の
評

価
が
足
り
な
い
と
か
お
か
し
い
と
か
、
外
国
人
生
徒
に
特
別
の
指
導

を
す
る
と
こ
ろ
に
も
行
か
せ
ま
す
。
と
に
か
く
大
学
を
出
る
前
に
か

な
り
勉
強
し
て
も
ら
わ
な
い
と
だ
め
で
す
。
で
も
、
学
生
は
皆
わ
か

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
聞
こ
う
と
す
る
人
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い

ま
す
。
バ
ー
ク
レ
ー
を
受
け
る
倍
率
は
も
の
す
ご
い
よ
。
毎
年
、
ま

す
ま
す
悪
く
な
っ
て
い
る
。

　

う
ち
の
仏
教
学
の
講
師
で
も
一
割
も
取
れ
な
い
で
す
。
志
願
者
の

人
数
と
し
て
は
。
な
か
な
か
人
気
が
あ
り
ま
す
し
、
国
際
的
な
時
代

に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
法
然
上
人
も
一
応
国
際
的
な
「
人

間
法
然
」
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
英
語
で
当
て
に
な
る
よ
う
な
研
究
を
ど
ん
ど
ん

い
ろ
い
ろ
な
人
に
や
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
に
や
っ
て

ほ
し
い
と
言
っ
て
も
僕
以
外
に
や
っ
て
い
る
人
い
な
い
ん
だ
け
ど
。

こ
れ
か
ら
自
分
自
身
の
少
し
で
も
や
っ
た
と
こ
ろ
、
少
し
貢
献
に
な

れ
ば
、
僕
に
し
て
も
そ
れ
を
読
ん
で
研
究
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
浄
土
宗
も
よ
り
国
際
的
な
こ
と
を
早
め
に
気
づ

い
た
ほ
う
が
浄
土
宗
の
た
め
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
浄
土
宗
な
り
の

宗
教
文
化
は
ど
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
ア
メ
リ

カ
で
教
え
ま
す
。
そ
れ
は
皆
、
興
味
あ
る
ん
だ
け
ど
、
英
語
の
資
料

が
な
け
れ
ば
し
ょ
う
が
な
い
で
す
。
そ
れ
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
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こ
の
学
会
で
は
、
共
に
生
き
る
と
い
う
観
点
か
ら
少
し
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
僕
の
理
解
し
て
い
る
法
然
の
教
義
は
ど
こ
に
あ

る
か
と
言
う
と
、
前
に
言
っ
た
よ
う
に
僕
自
身
の
法
然
に
対
す
る
理

解
は
あ
る
程
度
、
浄
土
宗
の
友
だ
ち
の
お
か
げ
、
坂
東
先
生
の
お
か

げ
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
こ
こ
に
言
っ
て
る
他
力
の
一
つ
の
表
現
だ
と

感
じ
ま
す
。

　

主
観
的
な
立
場
で
自
分
な
り
の
理
解
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
皆
さ

ん
の
主
観
的
な
理
解
も
僕
の
心
に
入
っ
て
き
て
ま
す
。
そ
れ
も
や
は

り
共
に
生
き
て
い
る
、
共
に
考
え
て
い
る
、
共
に
暮
ら
し
て
い
る
自

分
の
人
生
の
一
つ
の
側
面
だ
と
い
う
こ
と
は
、
私
、
非
常
に
あ
り
が

た
い
気
持
ち
が
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
辺
に
は
皆
さ
ん
の
人
生
の
経
験
も
あ
る
程
度
、
僕
の
知
っ
て

い
る
限
り
、
僕
に
も
影
響
す
る
し
、
今
、
イ
ラ
ン
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ

ク
か
ら
避
難
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
勢
来
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
見
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
き
な
問
題
と
し
て
も
、
私
に
も
大
き
な
問

題
だ
と
感
じ
る
わ
け
で
す
。

　

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
イ
ン
ド
だ
け
と
か
で
は
な

い
か
ら
で
す
。
日
本
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
国
際

的
な
時
代
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
辺
は
、
共
に
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
国
際
的
に
考
え
な
い
と
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

日
本
の
経
済
も
国
際
的
な
参
加
が
な
け
れ
ば
、
成
り
立
た
な
い
こ

と
に
な
っ
た
し
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
私
た
ち
は
共
に
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
す
。

　

最
後
五
つ
目
は
、
環
境
問
題
で
す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
雨
が

四
年
間
降
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
山
火
事
は
今
年
だ
け
で
六
八
〇

〇
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
雨
が
な
い
な
か
雷
が
落
ち
て
山
火
事
に
な

り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
ち
ら
に
来
る
前
の
空
港
で
テ
レ
ビ
を
見
て
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
あ
ち
こ
ち
で
す
ご
い
山
火
事
。
消
防
車
が
止
め

た
つ
も
り
な
の
に
、
急
に
風
の
方
向
が
違
っ
て
し
ま
っ
て
、
全
然
違

う
と
こ
ろ
が
燃
え
て
し
ま
う
。

　

環
境
問
題
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
雨
不
足
。
日
本
の
場
合
は
洪
水
。

ア
メ
リ
カ
東
海
岸
も
洪
水
。
環
境
も
汚
染
の
問
題
も
皆
、
参
加
し
て

い
る
し
、
皆
、
影
響
を
受
け
る
わ
け
で
、
国
際
的
に
考
え
ざ
る
を
得

な
い
で
す
。
そ
の
辺
に
皆
、
当
面
し
て
い
る
。

　

そ
し
た
ら
、
法
然
さ
ん
も
こ
の
辺
で
ど
う
い
う
接
点
が
あ
る
か
と

い
う
の
は
、
皆
、
凡
夫
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
、
凡
夫

だ
っ
た
ら
、
誰
か
が
私
た
ち
よ
り
も
言
う
権
限
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
す
。
皆
、
民
主
主
義
的
に
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
参

加
し
て
環
境
の
問
題
を
皆
の
責
任
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
、
仏

教
に
縁
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
。
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も
う
一
つ
は
、
欧
米
人
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
を
持
つ
人
は
、
環

境
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
聖
書
の
黙
示
録

に
は
、
人
間
は
地
球
を
開
拓
す
る
と
書
い
て
あ
る
。
神
様
が
人
間
の

た
め
に
地
球
を
つ
く
っ
た
。
だ
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
好
き
な
よ
う
に
使

っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
環
境
運
動
に
と
っ
て
は
思
想
と
し
て
は
だ

め
な
ん
で
す
。

　

今
ま
で
皆
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
特
に
、
ど
こ
で
も
そ
う
い
う
態
度

で
や
っ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
な
っ
て
い
っ

た
ん
で
す
。
仏
教
に
は
そ
う
い
う
発
想
が
な
い
か
ら
、
動
物
も
衆
生

で
す
し
、
人
間
も
衆
生
で
す
し
、
人
間
の
こ
と
だ
っ
た
ら
、
仏
教
の

ほ
う
が
環
境
運
動
に
当
て
は
ま
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
人
が

多
い
で
す
。

　

こ
れ
も
二
〇
年
前
か
ら
そ
う
い
う
傾
向
が
は
っ
き
り
見
え
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
仏
教
と
共
に
生
き
る

と
い
う
こ
と
、
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
念
仏
を
中
心
的
に
、
念
仏
道
場
が
で
き
れ
ば
で
き

る
ほ
ど
、
人
は
や
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
人
が
や
っ
て
く
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
浄
土
教
は
日
本
の
も
の
で
は
な
く
、
世
界
的
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
僕
自
身
も
外
国
人
と

し
て
外
国
か
ら
や
っ
て
き
て
い
る
の
に
、
浄
土
宗
の
人
は
、
私
の
こ

と
を
歓
迎
し
て
く
れ
る
し
、
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
ば
か
り
で
す
。
断

ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
私
は
感
動
し
ま
す
。

　

し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
う
で
は
な
い
で
す
。
信
仰
が
な
け
れ
ば

入
れ
て
く
れ
な
い
、
排
他
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
浄
土
宗
は
一
つ
の
い
い
例
と
し
て
、
そ
れ
に
は
国
際
的
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
皆
さ
ん
か
ら
の
質
問
を
聞
き
た
い
し
、

ご
感
想
も
お
願
い
し
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）

　
戸
松　

今
、
私
が
初
め
て
知
っ
た
話
も
幾
つ
か
あ
り
ま
し
た
が
、
私

と
マ
ー
ク
さ
ん
の
出
会
い
は
、
仏
教
大
学
で
す
。
そ
こ
で
『
選
択

集
』
を
直
接
、
私
の
以
前
か
ら
関
わ
っ
て
、
本
当
に
多
く
の
方
が
関

わ
っ
て
、
私
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
そ

れ
を
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
出
版
局
か
ら
出
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、
今

ま
で
出
た
浄
土
教
の
英
訳
の
す
べ
て
を
調
べ
て
、
辞
書
も
調
べ
て
、

そ
の
当
時
、
聖
道
門
は
全
部
ホ
ー
リ
ー
パ
ス
で
し
た
。

　

こ
れ
は
ホ
ー
リ
ー
パ
ス
で
間
違
い
な
い
と
思
っ
て
私
た
ち
は
書
い

て
、
で
き
て
こ
ん
な
ふ
う
に
で
き
ま
し
た
と
言
っ
た
ら
、「
す
み
ま

せ
ん
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
」
と
後
ろ
か
ら
マ
ー
ク
が
関
西
弁
で
、
聖
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道
門
の
訳
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　

そ
の
と
き
に
、
私
は
、
何
だ
、
変
な
外
国
人
だ
な
と
思
っ
た
ん
で

す
が
、
確
か
に
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
聖
道
門
を
直
訳
す
れ
ば
聖
の

道
の
門
で
す
か
ら
、
ホ
ー
リ
ー
は
聖
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が

マ
ー
ク
は
、
浄
土
教
は
聖
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
お
か
し
い
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。

　

聖
道
門
と
い
う
意
味
は
、
自
分
が
悟
り
を
求
め
て
努
力
を
し
て
悟

り
を
開
く
道
で
し
ょ
う
。「
パ
ス
・
フ
ォ
ア
・
セ
ル
フ
・
パ
ー
フ
ェ

ク
シ
ョ
ン
」
の
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
言
わ
れ
て
み
た

ら
、
そ
の
通
り
で
し
た
の
で
、『
選
択
集
』
は
変
え
ら
れ
な
か
っ
た

ん
で
す
が
、
今
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
で
や
っ
て
い
ま
す
英
訳
は
す

べ
て
「path to self-perfection

」
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
も
一
つ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
、
そ
う
い
う
も
の
が
出
て
行
く
と

こ
れ
か
ら
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
し
、
実
は
や
や
こ
し
い
の
が
「
三

心
」
だ
と
か
、
そ
う
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
す
。
直
訳
す
れ
ば

「
ス
リ
ー
マ
イ
ン
ズ
」
で
す
が
、
マ
イ
ン
ズ
にS

を
付
け
る
か
付
け

な
い
と
か
、
英
語
で
言
え
ば
ま
っ
た
く
意
味
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い

う
こ
と
を
丁
寧
に
、
マ
ー
ク
は
非
常
に
厳
し
い
。

　

そ
れ
か
ら
、
古
典
も
、
実
は
今
、『
和
語
灯
録
』
で
古
典
の
専
門

の
人
に
も
入
っ
て
も
ら
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
マ
ー
ク
は
文
法
的
に

も
す
ご
い
、
私
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
す
か
ら
早
く
進
ま
な
い
と
研
究

所
の
予
算
を
い
た
だ
い
て
、
結
論
を
出
さ
な
い
と
当
局
に
叱
ら
れ
ま

す
の
で
、
一
生
懸
命
早
く
早
く
と
言
う
ん
で
す
が
、
マ
ー
ク
は
、
だ

め
。
こ
れ
は
お
か
し
い
と
言
う
と
、
一
箇
所
、
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス

で
一
日
か
か
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
ぐ
ら
い
厳
し
く
や
ら
れ
て
い
る
方
で
、
私
は
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
言
わ
れ
ま
す
し
、
お
互
い
に
引
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
う
い
う
意
味
で
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
一
番
私

た
ち
に
と
っ
て
も
大
事
か
な
。

　

今
回
、
こ
う
や
っ
て
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
が
逆
の
立
場

だ
っ
た
ら
絶
対
断
っ
て
い
ま
す
。
体
の
こ
と
を
考
え
た
り
し
た
ら
、

す
ご
く
悪
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
ブ
ラ
ム
先
生
の
話
さ
れ
た
思

い
を
皆
さ
ん
、
感
じ
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

　

マ
ー
ク
先
生
が
ぜ
ひ
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
皆
様
の
お
話
を

お
伺
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
手
を

挙
げ
て
い
た
だ
い
て
、
感
想
で
も
質
問
で
も
ど
う
ぞ
。

質
問
（
佐
藤
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
正
大
学
で
教
員

を
し
て
い
ま
す
佐
藤
雅
彦
と
言
い
ま
す
。
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
ジ
ョ

ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
の
ケ
ネ
デ
ィ
エ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
・
エ
シ
ッ
ク
ス
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で
、
少
し
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
（
生
命
倫
理
）
を
学
び
ま
し
た
。

　

先
生
の
お
話
は
本
当
に
実
体
験
を
踏
ま
え
て
、
一
つ
一
つ
の
体
験

を
踏
ま
え
て
非
常
に
納
得
で
き
る
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
そ
の
上
で
、
今
、
世
の
中
、
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、
共

生
を
考
え
て
い
く
と
き
に
は
、
個
別
の
宗
教
を
尊
重
す
る
と
こ
ろ
と
、

セ
キ
ュ
ラ
ー
（
非
宗
教
的
）
な
エ
シ
ッ
ク
ス
、
な
る
べ
く
宗
教
的
な

も
の
を
排
除
し
て
、
皆
が
理
解
で
き
る
共
有
の
も
の
を
つ
い
て
い
く

べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　

先
生
の
法
然
研
究
の
中
で
、
そ
う
い
う
セ
キ
ュ
ラ
ー
な
エ
シ
ッ
ク

ス
が
非
常
に
世
の
中
に
台
頭
し
て
い
る
、
中
に
は
持
ち
上
が
っ
て
い

る
と
い
う
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

ブ
ラ
ム　

す
み
ま
せ
ん
。
実
は
、
僕
も
バ
ー
ク
レ
ー
で
生
命
倫
理
の

コ
ー
ス
を
教
え
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
、
セ
キ
ュ
ラ
ー
エ
シ
ッ
ク

ス
と
い
う
こ
と
は
欧
米
で
も
日
本
で
も
宗
教
に
対
す
る
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

が
あ
る
か
ら
、
宗
教
だ
っ
た
ら
拒
絶
反
応
の
人
が
多
い
か
ら
こ
そ
、

宗
教
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
宗
教
を
さ
て
お
い
て
、
世
俗
的
な
倫
理

の
共
通
点
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
皆
、
納
得
で
き
る
よ
う
な
こ
と
の
ほ

う
が
、
哲
学
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
た
め
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の

が
非
常
に
強
い
。

　

そ
れ
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
特
に
生
命
倫
理
の
問
題
に
な
っ
て
し

ま
う
と
、
あ
る
い
は
生
命
倫
理
に
関
わ
ら
な
く
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の

社
会
の
倫
理
に
基
づ
い
た
法
律
の
歴
史
を
見
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど

宗
教
な
し
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
。

　

や
は
り
宗
教
は
、
最
終
的
に
は
一
番
意
義
的
な
関
心
だ
か
ら
、
宗

教
の
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
自
分
の
人
生
は
何
だ
ろ
う
、
何
の
た
め

に
、
僕
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
こ
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
で
倫
理
が
決
ま
る
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
倫
理
は
、
価
値
観
を
要
求
し
ま
す
。
価
値
観
要
求
を
は

っ
き
り
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ど
う
し
て
も
宗

教
的
な
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
、
お
っ
し
ゃ
る
通
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
違
う
か
ら
、

共
通
点
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
、
僕
に
と
っ
て
は
、
根
本

問
題
は
、
倫
理
は
社
会
に
よ
っ
て
違
う
と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
で

す
。

　

今
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の

文
化
を
超
え
て
共
通
の
倫
理
の
発
想
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
っ

た
ら
、
発
想
と
し
て
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
に
言
っ
た
行
動
主
義

的
に
言
う
と
、
こ
れ
は
国
連
が
な
ん
ぼ
す
ば
ら
し
い
発
言
を
し
て
も
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
見
方
が
、
そ
の
国
な
り
の
文
化
に
よ
っ
て
事
は
変

わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
辺
が
非
常
に
や
や
こ
し
い
と
思

う
。

　

ま
だ
ま
だ
私
は
そ
こ
ま
で
行
っ
て
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

ア
メ
リ
カ
人
が
、
日
本
人
が
、
ア
フ
リ
カ
の
ケ
ニ
ア
の
人
た
ち
の
倫

理
観
を
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
す
か
。
わ
か
っ
て
な
い
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
ス
ン
ニ
派
と
シ
ー
ア
派
の
倫
理
観
が
か

な
り
違
う
で
し
ょ
う
。
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
そ
れ
を
わ
か
っ
て
い
ま
す

か
。

　

そ
の
人
の
文
化
も
そ
の
人
な
り
の
人
生
だ
か
ら
、
そ
れ
は
仕
方
な

く
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
人
が
、
例
え
ば
ス
ン
ニ
派
出
身
の
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
人
と
し
て
、
国
際
的
な
倫
理
を
求
め
て
い
る
人
が

い
れ
ば
、
そ
れ
は
大
歓
迎
で
す
。
国
連
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
そ

の
仕
事
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

で
も
、
実
際
に
一
般
的
な
人
が
納
得
し
な
い
限
り
は
、
影
響
は
残

念
な
が
ら
ま
だ
ま
だ
早
い
で
す
。
Ｓ
Ｆ
の
映
画
だ
っ
た
ら
、
百
年
間

く
ら
い
で
そ
う
な
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
今
の
と
こ
ろ
難
し
い
と

思
い
ま
す
。

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ほ
か
に
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

質
問
（
中
村
）　

郡
山
の
善
導
寺
の
中
村
で
す
。
私
も
実
は
マ
ー
ク

先
生
と
は
三
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
バ
ー
ク
レ
ー
で
お
会
い
し
て
お
り
ま

す
。
今
、
ア
メ
リ
カ
で
の
念
仏
道
場
を
つ
く
る
の
が
、
浄
土
宗
を
広

め
る
た
め
に
大
切
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
が
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
と
き
に
経
験
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

し
た
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
は
禅
セ
ン
タ
ー

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
保
養
所
を
兼
ね
た
道
場
み
た
い
な
の
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
夏
休
み
に
手
伝
い
に
行
っ
て
、
禅
セ
ン
タ
ー
の
坐
禅

を
組
ん
で
い
る
人
た
ち
と
、
そ
の
と
き
に
「
念
仏
は
ど
ん
な
も
の
な

ん
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
て
、
実
際
に
私
、
し
て
み
た
ん
で

す
。
礼
拝
も
や
っ
た
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
、
ナ
ミ
ア
ム
ダ
ブ
」
と
、
そ
う
い

う
こ
と
を
や
っ
た
ら
、
非
常
に
興
味
を
持
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
こ
と

を
思
い
出
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
確
か
に
坐
禅
を
し
て
い
る
人
た

ち
に
と
っ
て
も
お
念
仏
は
入
り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
思
い
出
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

質
問
（
武
田
）　

今
、
海
外
の
日
系
の
宗
教
の
研
究
家
と
し
て
、
去
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年
も
ハ
ワ
イ
に
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
よ
け
い
に
感
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

日
系
仏
教
、
違
い
ま
す
ね
。
日
系
浄
土
宗
寺
院
、
仏
教
で
は
な
く

て
個
別
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
置
か
れ
て
い
る
条
件
が
非
常
に
厳

し
く
て
、
日
系
人
そ
の
も
の
が
と
て
も
多
様
化
し
て
、
世
代
が
変
わ

っ
て
き
て
、
広
が
り
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
こ

れ
ま
で
の
日
本
的
な
国
内
の
お
寺
が
や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な

こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
。

　

そ
れ
と
今
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
言
っ
て
み
る
と
、
一

般
の
人
々
が
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
よ
り
は
も
っ
と
深
い
け
れ
ど
、

自
分
の
生
き
方
を
模
索
し
た
り
、
知
的
に
考
え
た
り
す
る
中
で
、
禅

セ
ン
タ
ー
と
同
じ
よ
う
に
一
週
間
に
一
遍
、
日
曜
日
午
前
中
、
お
念

仏
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
み
た
い
な
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
み
よ
う
か
。

あ
あ
、
心
が
洗
わ
れ
た
。
ま
た
来
週
来
よ
う
か
な
と
い
う
よ
う
な
こ

と
な
の
か
、
今
言
っ
た
念
仏
セ
ン
タ
ー
と
い
う
の
は
。

　

今
の
お
寺
の
代
わ
り
に
な
り
得
る
の
か
。
そ
れ
と
も
両
方
が
車
の

両
輪
の
よ
う
に
進
ん
で
い
き
な
が
ら
、
将
来
的
に
日
系
社
会
が
ど
ん

ど
ん
薄
ま
っ
て
い
く
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
国
内
の
よ
う
な
お

葬
式
を
や
っ
た
り
、
法
事
を
や
っ
た
り
と
い
う
祖
先
崇
拝
型
の
日
本

の
お
寺
の
よ
う
な
役
割
は
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
海
外
で
は
薄
ま
っ
て
な

く
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
感
想
を
お
聞

き
し
た
い
。

ブ
ラ
ム　

そ
う
で
す
ね
。
祖
先
崇
拝
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
人
、
日

本
人
、
韓
国
人
だ
っ
た
ら
、
皆
す
ぐ
わ
か
る
。
で
も
、
そ
う
で
な
い

人
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
関
心
だ
ね
。
祖
先
は
も
う
亡
く
な
っ

た
ん
だ
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
こ
と
は
も
う
決
ま
っ
て
い
る
か

ら
、
私
た
ち
が
何
を
や
っ
て
も
関
係
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
は

常
識
で
し
ょ
う
、
欧
米
人
の
文
化
に
と
っ
て
は
。

　

そ
の
辺
は
あ
っ
て
も
い
い
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
ら
、

確
か
に
日
系
人
の
人
数
が
だ
ん
だ
ん
消
え
て
し
ま
う
か
ら
。
日
系
人

同
士
で
結
婚
し
て
も
、
子
ど
も
を
つ
く
っ
て
も
、
言
葉
が
で
き
な
ん

で
す
。
日
本
語
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
は
ど
う
い

う
意
味
だ
ろ
う
か
。
今
、
五
世
に
な
っ
て
い
ま
す
。
五
世
の
日
系
ア

メ
リ
カ
人
は
ア
メ
リ
カ
人
と
変
わ
ら
な
い
で
す
。
形
が
ど
う
で
あ
っ

て
も
。

　

僕
、
真
宗
系
の
お
寺
に
呼
ば
れ
て
、
講
演
し
ま
す
。
同
じ
問
題
が

出
て
く
る
。
私
た
ち
、
や
は
り
日
系
人
を
ベ
ー
ス
に
し
て
で
き
た
お

寺
で
す
が
、
最
近
、
日
系
人
が
み
ん
な
引
っ
越
し
て
し
ま
う
か
ら
、

日
系
人
と
し
て
お
寺
に
来
て
い
る
人
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
し
ま
う
。
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い
わ
ゆ
る
お
寺
離
れ
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
と
同
じ
現
象
で
、
ど
う

し
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
か
と
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。

　

僕
は
、
実
践
を
や
り
な
さ
い
と
言
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
真
宗
は
、

東
本
願
寺
は
清
沢
満
之
の
影
響
が
あ
る
か
ら
、
実
践
の
価
値
が
わ
か

っ
て
い
る
け
ど
、
西
の
ほ
う
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
念
仏

は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と
、
信
仰
の
対
象
し
か
説
明
し
な
い
か

ら
、
あ
な
た
方
の
実
践
が
な
け
れ
ば
、
周
り
の
人
た
ち
が
来
な
い
ん

で
す
。

　

ほ
か
の
仏
教
の
セ
ン
タ
ー
と
か
、
禅
系
、
密
教
系
、
い
ろ
い
ろ
な

も
の
が
あ
る
。
ビ
ル
マ
系
も
す
ご
い
流
行
っ
て
ま
す
、
ア
メ
リ
カ
で

は
。
そ
ん
な
に
伝
道
し
な
く
て
も
人
は
や
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

要
求
が
非
常
に
高
ま
っ
て
く
る
。
お
寺
離
れ
と
言
っ
て
も
、
教
会
離

れ
も
同
じ
現
象
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
も
教
会
に
行
く
人

が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

減
っ
て
い
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
宗
教
的
な
ニ
ー

ズ
は
な
い
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
は
昔

と
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
た
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
仏
教
に
興
味
を

持
つ
か
と
言
う
と
、
仏
教
は
宗
教
で
は
な
い
で
す
か
ら
。

　

つ
ま
り
、
教
団
に
対
す
る
不
信
感
が
あ
る
。
で
も
、
実
践
に
対
す

る
不
信
感
は
全
然
な
い
で
す
。
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
だ
か
ら
、

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
よ
。
念
仏
道
場
、
念
仏
セ
ン
タ
ー
み
た
い
な

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
坐
禅
と
同
じ
よ
う
に
、
中
村
さ
ん
、
僕
は
た
ま

た
ま
こ
の
夏
、
タ
サ
ハ
ラ
禅
セ
ン
タ
ー
に
教
え
に
行
っ
た
ん
で
す
。

頼
ま
れ
て
。
僕
、
ず
う
っ
と
何
年
も
行
っ
て
い
な
い
の
に
。

　

そ
れ
で
タ
サ
ハ
ラ
禅
セ
ン
タ
ー
で
も
二
回
ほ
ど
、
講
義
し
た
ん
だ

け
れ
ど
も
、
夜
、
坐
禅
が
あ
っ
て
、
禅
堂
、
僕
も
入
っ
て
坐
禅
を
組

ん
だ
け
ど
、
そ
の
と
き
の
法
話
（
ダ
ル
マ
ト
ー
ク
）
が
あ
っ
た
ん
だ

け
ど
、
そ
の
ダ
ル
マ
ト
ー
ク
の
内
容
が
非
常
に
表
面
的
で
び
っ
く
り

し
た
。

　

び
っ
く
り
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
ど
、
大
し
た
こ
と
な
い
。
で

も
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
数
が
多
い
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と

言
う
と
、
実
践
が
あ
る
か
ら
こ
そ
。
実
践
す
る
場
所
を
皆
求
め
て
い

る
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
浄
土
宗
の
世
界
、
国
際
的
な
社
会
に
対
す

る
貢
献
は
お
念
仏
で
す
。
真
宗
も
求
め
る
こ
と
は
無
理
な
ん
だ
、
浄

土
宗
な
ん
だ
よ
。
浄
土
宗
が
別
時
念
仏
を
江
戸
時
代
ま
で
ず
う
っ
と

や
っ
て
き
て
、
明
治
時
代
で
も
光
明
会
で
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
わ
け

で
、
僕
は
浄
土
宗
に
期
待
を
持
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
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戸
松　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
時
間
で
す
。

先
生
は
こ
の
あ
と
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
、

今
日
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
の
発
表
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い

て
、
皆
さ
ん
と
議
論
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。
も
う
一
度
、
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

司
会　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
、
戸
松
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

（
了
）
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
第
1
日
目

 
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を　

そ
の
社
会
的
実
践

 

■
パ
ネ
ラ
ー 

 

佐
藤
良
純

 
 

前
島
格
也

 
 

田
中
勝
道

 
 

藤
本
淨
彦

 

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

戸
松
義
晴

 

■
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー 

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム

　

司
会　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
浄
土
宗
総
合

学
術
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
本
日
ご
登
壇
い
た

だ
き
ま
し
た
の
は
、
基
調
講
演
を
賜
り
ま
し
た
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム

先
生
を
含
め
た
六
人
の
先
生
方
で
す
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の

は
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
の
戸
松
義
晴
先
生
で
す
。

　

戸
松
先
生
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

戸
松　

皆
様
、
学
術
大
会
の
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
大
会

の
テ
ー
マ
と
し
て
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を　

そ
の
社
会
的

実
践
」
と
、
浄
土
宗
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
の
一
節
が
あ
げ
ら
れ
て

お
り
ま
す
。

　

本
日
、
第
一
日
目
は
、
こ
の
テ
ー
マ
の
う
ち
特
に
法
然
浄
土
教
と

そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
共
生
の
思
想
が
現
代
社
会
に
お
い
て
い
か
な

る
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
視
点
で
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方

に
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
経
験
、
あ
る
い
は
ご
見
解
を
お
話
し
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
今
回
の
大
会
テ
ー
マ
が
「
世
界
に
共
生
を
」
と
な
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っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
経
緯
を
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　

毎
年
、
合
同
大
会
委
員
会
に
お
い
て
、
浄
土
宗
教
学
院
、
布
教
師

会
、
法
式
教
師
会
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
が

来
年
度
の
大
会
テ
ー
マ
を
何
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
い
た
し

ま
す
。
こ
こ
数
年
、
総
合
研
究
所
で
は
「
世
界
に
共
生
を
」
を
大
会

テ
ー
マ
に
提
案
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す

と
、
こ
れ
ま
で
劈
頭
宣
言
の
文
言
か
ら
テ
ー
マ
を
あ
げ
て
き
ま
し
た

が
、
こ
の
「
世
界
に
共
生
を
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
扱
っ
て

こ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

浄
土
宗
に
は
海
外
開
教
区
で
活
躍
し
て
い
る
教
師
も
い
ま
す
し
、

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
の
お
話
に
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
社
会
は

非
常
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
・
国
際
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
浄
土
宗
が
劈
頭
宣
言
で
あ
げ
て
い
る
「
世
界
に
共
生
を
」

と
い
う
こ
と
ば
に
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

私
ど
も
が
国
際
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
も
う
一
度
考
え
る
必
要
を
感
じ
、
何
度
か
提
案
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
年
度
の
大
会
テ
ー
マ
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
本
日
の
レ
ジ
ュ
メ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の
発
表
の
要

旨
を
お
書
き
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
沿
っ
て
お
話
を
い
た

だ
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
が
、
昨
日
の
夕
方
五
時
か
ら
三
時
間
ほ
ど

打
ち
合
わ
せ
し
た
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の
本
当
の
思
い
も
お

聞
き
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
お
一
人
一
五
分
ず
つ
発
表
い
た
だ
き
ま

す
が
、
そ
の
あ
と
私
か
ら
昨
晩
の
打
ち
合
わ
せ
の
際
に
出
た
お
話
し

も
交
え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
に
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
す
る
形
で
進
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
会
場
の
皆
様
に
は
、
そ
の
過
程
で
出
て
き
た
ご

質
問
、
ご
意
見
を
、
ぜ
ひ
質
問
票
に
お
書
き
い
た
だ
い
て
、
二
日
目

に
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
初
め
に
、
浄
土
宗
教
学
院
を
代
表
し
て
佐
藤
良
純
先
生
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
佐
藤
先
生
は
現
在
、
浄
土
宗
の
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
全
日
本
仏
教
会
が
加
盟
し
て
お
り
ま
す
世
界
仏

教
徒
連
盟
（
Ｗ
Ｆ
Ｂ
）
の
国
際
会
議
に
も
お
出
ま
し
い
た
だ
い
て
、

イ
ン
ド
に
ご
留
学
さ
れ
た
ご
経
験
か
ら
英
語
で
様
々
な
発
表
を
し
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
世
界
に
お
け
る
共
生
（
と
も
い

き
）
と
い
う
こ
と
を
肌
で
感
じ
て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
先
生
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

佐
藤　

戸
松
先
生
か
ら
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
劈
頭
宣
言
に

「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。
確
か
に
今
ま

で
「
共
生
」
に
つ
い
て
は
熱
心
な
討
論
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、「
世
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界
に
」
と
い
う
こ
と
の
中
で
は
議
論
が
な
か
っ
た
の
は
確
か
な
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
共
生
（
と
も
い
き
）
は
、
皆
様
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、
経
典

の
中
に
ご
ざ
い
ま
す
「
願
共
諸
衆
生 

往
生
安
楽
国
」
が
由
来
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
大
切
な
こ
と
は
、「
願
共
諸
衆
生
」
だ
け
で
は
だ

め
な
の
で
、「
往
生
安
楽
国
」、
つ
ま
り
極
楽
へ
共
に
生
ま
れ
る
こ
と

が
重
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
乗
仏
教
の
特
色
で
ご
ざ
い
ま
す
菩
薩
の

心
を
表
す
慈
悲
・
利
他
が
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
共
生
（
と
も
い
き
）
の
、「
生
」、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
先
日
遷
化
さ
れ
た
峰
島
旭
雄
先
生
は
、
ま
ず
、
生
き
て

い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
大
乗
淑
徳
学
園
の
紀
要
に
書
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
が
生
き
て
い
る
の
は
、
物
理

的
に
呼
吸
を
し
て
い
る
我
々
、
と
同
時
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
思
う

我
々
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
峰
島
先
生
の
論
文
は
、
あ
ま
り
に
も
哲
学
的
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
を
含
め
た
一
般
の
方
々
に
は
や
や
難
解
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
も
ご
出
席
の
藤
本
浄
彦
先
生
は
、
仏
教
に
お
け
る
共
生
、
あ

る
い
は
と
も
い
き
の
思
想
と
い
う
こ
と
で
「
往
生
」
と
「
共
生
」
を

取
り
上
げ
て
、「
共
に
生
ま
れ
る
」
か
ら
「
共
に
生
き
る
」、
単
に
極

楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
極
楽
浄
土
に
生
き
る
。
さ
ら

に
は
還
相
迴
向
し
て
、
こ
の
世
の
中
で
生
き
る
と
い
う
積
極
的
な
意

味
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
が
と
も
い
き
の
本
当
の
意
味
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

単
に
物
理
的
に
そ
の
場
所
に
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
で

生
き
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る
。
で
は
、
生
き
て
い
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ

う
に
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
十
人
十
色
の
お
考
え
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
共
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
承
知
の
通
り
、
共
生
（
と
も
い
き
）
の
意
味
は
、「
共
存
」「
共

栄
」「
共
棲
（
生
物
学
的
な
意
味
）」、
一
般
的
な
も
の
で
は
「
同
事
」、

広
く
は
調
和
、
妥
協
の
意
味
等
々
に
も
用
い
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

禅
宗
で
は
、「《
と
も
い
き
》
と
い
う
言
葉
は
浄
土
教
の
願
共
諸
衆
生

の
中
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
我
々
は
《
同
事
》
と
言
い
ま
す
」
と
強
調

さ
れ
ま
す
。

　

で
は
、
私
が
共
生
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
。
自
分
の
経
験

か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
は
小
さ
い
こ
ろ
、

体
が
弱
く
て
、
早
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
小
学
校
を
七
歳
で
上
が
る
と

こ
ろ
を
八
歳
、
つ
ま
り
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
、
小
学
校
一
年
生
で

既
に
留
年
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
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そ
の
一
年
間
で
も
小
学
校
に
行
っ
た
の
は
七
〇
日
、
通
信
簿
の
最

後
に
は
大
き
な
赤
字
で
「
出
席
不
足
に
つ
き
評
価
不
能
」
と
書
い
て

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
弱
か
っ
た
の
で
す
が
、
何
と
か
生
き
延
び

ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
年
前
に
胃
が
ん
に
な
り
、
胃
を
摘
出
し
、

さ
ら
に
一
〇
年
前
、
七
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
に
、
心
筋
梗
塞
で
文
字

通
り
死
に
か
け
た
、
む
し
ろ
い
っ
ぺ
ん
死
ん
で
お
り
ま
す
。

　

と
い
う
の
は
、
麻
酔
が
覚
め
て
み
る
と
、
何
か
私
の
心
臓
の
上
に

乗
っ
か
っ
て
、
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
と
漬
物
の
石
み
た
い
に
押
し
て
る
ん

で
す
。
思
わ
ず
、「
そ
ん
な
に
押
し
た
ら
私
、
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
と

言
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
、
医
者
の
先
生
が
一

生
懸
命
心
臓
を
も
ん
で
く
れ
て
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

さ
ら
に
悪
い
の
は
、
病
院
の
心
臓
モ
ニ
タ
ー
、
画
面
が
、
ち
ょ
う

ど
足
元
に
あ
る
か
ら
見
え
ま
す
。
ま
さ
に
テ
レ
ビ
で
見
る
よ
う
な
直

線
で
す
。
す
う
っ
と
来
て
、
あ
れ
は
左
か
ら
右
ま
で
一
二
、
三
秒
だ

そ
う
で
す
。
真
ん
中
辺
ま
で
ま
っ
す
ぐ
で
、
そ
れ
か
ら
、
さ
さ
さ
。

そ
の
さ
さ
さ
で
意
識
を
取
り
戻
し
た
。

　

あ
と
で
お
医
者
さ
ん
が
言
い
ま
す
に
は
、「
そ
ん
な
と
き
に
心
電

図
を
眺
め
て
い
る
人
は
い
な
い
。
し
か
も
そ
こ
を
眺
め
な
が
ら
、

《
あ
れ
、
俺
、
死
ん
で
る
、
生
き
て
る
》
と
言
っ
た
の
は
貴
方
が
初

め
て
だ
」
と
。

　

こ
の
よ
う
な
生
命
の
危
険
を
経
験
し
て
思
っ
た
こ
と
は
、
や
っ
ぱ

り
私
は
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
死
ぬ
の
は
簡
単

で
す
が
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
、
ま
さ
に
私
の

心
電
図
が
ま
っ
す
ぐ
か
ら
動
い
た
と
き
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、「
生

か
さ
れ
て
い
る
」
と
口
に
言
い
、
人
に
説
い
て
い
ま
し
た
が
、
自
分

と
し
て
は
ど
う
な
の
か
と
言
わ
れ
る
と
、
言
葉
に
詰
ま
る
と
こ
ろ
が

ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
経
験
を
経
て
、
自
分
も
周
り
の

人
々
に
生
か
さ
れ
て
い
る
、
同
時
に
そ
れ
は
多
分
、
私
も
皆
の
た
め

に
な
っ
て
い
る
、
互
い
に
生
か
さ
れ
、
生
か
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

い
た
と
い
う
の
が
、
私
の
本
音
で
す
。

　

体
験
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
ま
し
て
、
次
に
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
願

共
諸
衆
生
の
共
生
の
思
想
を
仏
教
運
動
に
高
め
ら
れ
た
の
は
、
増
上

寺
法
主
の
椎
尾
弁
匡
先
生
が
初
め
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
思
想
は
、
ど

ん
な
に
優
れ
て
い
て
も
実
践
を
伴
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
主
張
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
椎
尾
先
生
は
さ
ま
ざ

ま
な
場
で
そ
れ
を
実
践
に
移
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。

　

工
場
へ
赴
い
て
、
労
働
者
の
み
な
さ
ん
に
共
生
を
説
か
れ
た
り
、

ま
た
代
議
士
に
出
ら
れ
た
際
に
も
政
治
活
動
の
面
で
そ
れ
を
活
か
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
り
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
の
ち
に
問
題
に
な
り

ま
し
て
、
お
坊
さ
ん
が
政
治
活
動
を
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
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い
う
批
判
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
戦
争
中
、
阿
弥
陀
様
と
天
皇

陛
下
の
ど
ち
ら
が
偉
い
の
か
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、
も
ち
ろ
ん
我
々

浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
は
阿
弥
陀
様
を
う
え
に
た
て
る
べ
き
で
す
が
、

両
方
と
も
偉
い
と
で
も
言
う
と
、
そ
の
こ
ろ
は
軍
部
に
「
そ
れ
は
不

敬
罪
に
な
る
」
と
い
わ
れ
る
時
代
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
椎
尾
先

生
も
大
変
ご
苦
労
を
な
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
教
育
の
面
で

は
、
東
海
学
園
で
は
「
共
生
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
教
育
を
進
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

つ
ま
り
、
椎
尾
先
生
は
、
工
場
で
の
労
働
者
、
政
治
、
教
育
と
い

う
三
つ
を
共
生
、
と
も
い
き
の
思
想
の
実
践
の
場
と
し
て
選
ば
れ
た

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

細
か
い
こ
と
は
さ
て
お
き
ま
し
て
、「
共
生
」
と
い
う
言
葉
は
使

っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
渡
辺
海
旭
先
生
の
救
済
運
動
、
長

谷
川
良
信
先
生
は
「
マ
ハ
ヤ
ナ
学
園
」
を
創
設
さ
れ
ま
し
て
、
小
さ

い
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
言
葉
に
は
表
れ

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
共
生
の
精
神
、
そ
し
て
実
践
の
場
を
押
さ

え
た
両
先
生
が
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

　

ど
ん
な
優
れ
た
思
想
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
従
う
者
、
ま
た
そ
の

思
想
を
広
め
る
者
が
い
な
い
と
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
お

釈
迦
様
の
場
合
に
は
、
知
恵
の
舎
利
弗
、
神
通
力
の
目
連
、
言
い
方

を
変
え
れ
ば
、
理
論
の
舎
利
弗
、
実
践
の
目
連
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う

か
。
古
い
経
典
を
見
ま
す
と
、
舎
利
弗
の
こ
と
を
「
お
釈
迦
様
」、

「
ブ
ッ
ダ
」
と
呼
ん
で
い
る
例
が
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。
目
連
の
神
通

力
は
、
実
は
方
便
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
わ
か
ら
な
い
が
人
を
惹
き

付
け
る
力
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
舎
利
弗
、
目
連
が
い
た
お

か
げ
で
お
釈
迦
様
の
教
え
は
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
も
共
通
す
る
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
が
亡

く
な
っ
た
後
、
そ
の
教
え
を
弟
子
の
方
々
が
広
め
ら
れ
た
。
ま
た
近

代
の
運
動
に
も
ご
ざ
い
ま
す
。
イ
ン
ド
に
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ミ

ッ
シ
ョ
ン
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
創
始
者
で
あ
る
ラ
ー
マ
ク
リ
シ

ュ
ナ
が
い
て
、
そ
れ
を
広
め
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
二
人
が

い
た
か
ら
こ
の
教
え
が
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、

一
方
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
語
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
で
も
も
う
一
人
は
、

シ
カ
ゴ
の
万
国
宗
教
博
覧
会
に
出
て
、
英
語
で
そ
の
思
想
を
広
め
た

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
朝
も
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
や
は

り
人
間
、
伝
え
る
人
が
必
要
で
す
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
考
え
出

す
人
だ
け
で
は
う
ま
く
広
ま
ら
な
い
。
浄
土
教
学
に
い
た
し
ま
し
て

も
、
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
聖
光
上
人
・
良
忠
上
人
、

三
代
の
祖
師
方
が
広
め
ら
れ
て
、
浄
土
宗
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
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れ
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
二
代
目
、
三
代
目
は
非
常
に
大
切
で
す
。
特
に

共
生
（
と
も
い
き
）
の
思
想
も
、
ご
承
知
の
よ
う
に
建
築
家
の
黒
川

紀
章
さ
ん
が
都
市
工
学
、
建
築
学
の
立
場
か
ら
広
め
ら
れ
た
。
黒
川

先
生
は
共
生
の
思
想
を
初
め
て
英
語
で
出
版
さ
れ
、
そ
れ
を
日
本
語

に
し
て
、
今
で
言
う
逆
輸
入
の
形
で
日
本
に
広
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
に
創
始
者
と
そ
の
後
継
者
、
つ
ま
り
そ
の
教
え
を
広
め

る
人
と
い
う
二
つ
の
違
っ
た
タ
イ
プ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
共
生
、
と
も
い
き

の
思
想
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
、
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

佐
藤
先
生
、
時
間
内
に
収
め
て
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
布
教
師
会
を
代
表
し
て
前
島
格
也
先
生
よ
り
ご
発

題
を
い
た
だ
き
ま
す
。
前
島
先
生
は
、
ご
自
坊
で
寺
子
屋
塾
を
開
か

れ
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
教
師
と

し
て
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
奉
職
を
さ
れ
、
そ
の
あ
と
、
ご
住
職
と
し

て
の
活
動
に
専
念
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

前
島　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
資
料
の
一
番
目
、
こ
の
一
〇

年
間
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
、
二
番
目
、
実
践
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

実
感
、
こ
の
二
点
を
通
じ
て
、
私
の
「
と
も
い
き
」
感
の
よ
う
な
も

の
に
つ
い
て
話
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

　
「
と
も
い
き
」
は
幼
稚
園
の
先
生
が
子
ど
も
た
ち
に
声
を
掛
け
る

よ
う
に
、
一
足
飛
び
に
「
み
ん
な
、
仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
」
と
か
、

「
世
界
は
一
つ
」
と
か
、
み
ん
な
が
つ
な
が
っ
て
お
る
と
い
う
よ
う

な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

私
は
、
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
五
五
歳
ま
で
高
校
の
教
師
を

し
て
き
ま
し
た
が
、
一
〇
年
前
に
寺
を
継
が
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
、
六
五
歳
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
年
に
な
っ
て
も
未
だ
に
こ
の
人

だ
け
は
許
せ
な
い
、
顔
も
見
た
く
な
い
、
話
も
し
た
く
な
い
と
い
う

よ
う
な
感
情
を
捨
て
切
れ
な
い
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
と
も
い
き
」

に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
資
格
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
恨
み
も
怒

り
も
悲
し
み
も
絶
望
も
抱
え
て
生
き
て
い
る
人
間
で
す
。

　

近
所
の
人
か
ら
「
寺
の
木
を
切
れ
」
と
言
わ
れ
る
。
私
が
「
切
ら

な
い
」
と
言
う
。「
四
年
に
一
度
、
木
を
切
る
約
束
を
し
て
い
る
じ

ゃ
な
い
か
」、「
和
尚
さ
ん
の
言
う
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
言
わ

れ
、「
何
を
！
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
ほ
う
き
を
叩
き
潰
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
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寺
の
世
話
人
に
、「
和
尚
さ
ん
、
修
行
や
修
行
や
、
修
行
や
で
」

と
諌
め
ら
れ
て
、
こ
こ
ま
で
き
て
も
「
ま
だ
ま
だ
や
な
」
と
気
づ
か

さ
れ
る
こ
と
が
、
つ
い
に
二
、
三
年
前
で
も
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
ま
だ
ま
だ
修
行
の
至
ら
な
い
身
で
あ
る
の
は
事
実
で
す
。
で

す
か
ら
、「
と
も
い
き
」
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

十
分
自
分
の
体
で
承
知
し
て
い
ま
す
。

　

本
当
に
生
き
方
に
直
接
作
用
し
て
、
生
き
方
を
変
え
る
も
の
が
宗

教
で
あ
る
。
信
仰
に
よ
っ
て
生
き
方
が
変
わ
り
、
私
が
変
わ
り
、
頭

が
下
が
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
思
い
ま
す
が
、
寺
に
育
っ
て
、
小
学

校
五
年
生
か
ら
棚
経
の
手
伝
い
を
し
て
、
ず
う
っ
と
寺
に
関
わ
っ
て

生
き
て
は
き
ま
し
た
が
、
五
五
歳
で
教
師
を
辞
め
て
住
職
を
拝
命
し

て
、「
こ
れ
ま
で
は
準
備
期
間
だ
っ
た
」、「
こ
こ
か
ら
が
自
分
の
人

生
の
本
性
、
本
番
だ
」
と
思
え
て
、
一
年
一
年
を
積
み
上
げ
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
が
実
感
で
す
。

　
「
三
年
、
三
年
ま
た
三
年
。
一
〇
年
座
れ
ば
冷
た
い
石
も
暖
か
く

な
る
」。
一
〇
年
の
こ
の
間
の
体
験
を
通
し
て
、
こ
の
冷
た
い
石
に

三
年
、
三
年
と
座
り
続
け
て
こ
れ
た
。
そ
の
力
や
勇
気
や
耐
え
る
こ

と
、
何
も
の
も
恐
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
冷
た
い
も
の
も
必
ず
座
り

続
け
て
い
た
ら
暖
か
く
な
る
と
、
将
来
へ
希
望
を
つ
な
い
で
、
今
も

歯
を
食
い
し
ば
る
。
そ
の
思
い
と
い
う
か
、
後
ろ
杖
と
い
う
か
、
そ

の
よ
う
な
力
を
い
た
だ
け
て
い
る
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
お
念
仏
だ

っ
た
。
こ
れ
は
本
当
に
実
感
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
「
法
然
上
人
は
お
念
仏
だ
け
を
し
て
お
っ
た
ら
よ
い
と
言
わ
れ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
ろ
と
は
法
然
上
人
は
言
っ
て
お
ら
れ
な
い
」。

こ
う
い
う
指
摘
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
に
と
っ
て
は
、
活
動
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
直

面
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
お
念
仏
が
支
え
て

く
れ
て
、
お
念
仏
が
深
ま
っ
た
。
お
念
仏
が
深
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
活
動
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
淡
々
と
し
た
道
で
は
決
し

て
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　

私
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
お
念
仏
に
育
て
て
い
た
だ
い
て
、
お
念

仏
に
後
押
し
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
、
ま
さ
に
一

文
不
知
の
愚
鈍
の
身
、
こ
の
至
ら
な
い
身
を
引
っ
張
っ
て
き
て
い
た

だ
い
た
、
そ
れ
が
お
念
仏
だ
っ
た
。
こ
れ
が
実
感
で
す
。

　

何
べ
ん
も
繰
り
返
し
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
こ
の
一
〇
年
、
目

の
前
の
冷
た
い
石
や
困
難
や
壁
や
絶
望
を
乗
り
越
え
て
い
く
力
を
い

た
だ
い
て
き
た
の
が
お
念
仏
だ
っ
た
と
思
え
て
き
ま
す
。
そ
の
延
長

上
に
見
え
て
き
た
の
が
「
と
も
い
き
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ろ
い

ろ
な
子
ど
も
た
ち
を
支
援
す
る
。
支
援
す
る
こ
と
の
中
に
喜
び
が
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
が
笑
顔
に
な
る
。
そ
の
喜
び
が
ま
た
自
分
の
喜
び
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に
な
る
と
い
う
体
験
で
す
。

　

ま
た
「
共
生
（
と
も
い
き
）
と
い
う
言
葉
は
、
法
然
上
人
の
ご
法

語
の
中
に
な
い
。
そ
れ
を
な
ぜ
使
う
ん
だ
」
と
い
う
ご
批
判
を
い
た

だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

私
は
体
験
を
通
し
て
、「
共
生
（
と
も
い
き
）」
こ
そ
法
然
上
人
の

ご
一
代
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
自
分
の

感
覚
で
受
け
止
め
て
い
ま
す
。「
父
の
仇
を
討
つ
な
」
と
い
わ
れ
、

そ
の
恨
み
を
乗
り
越
え
て
い
く
道
。
そ
の
延
長
上
に
は
「
共
生
（
と

も
い
き
）」
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
の
も
の
が
生

か
さ
れ
て
い
く
道
、
す
べ
て
の
も
の
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
道
が

「
共
生
（
と
も
い
き
）」
で
す
。
恨
み
を
越
え
て
、
恨
み
を
許
し
合
っ

て
、
す
べ
て
を
受
け
入
れ
て
い
く
中
に
こ
そ
、「
共
生
（
と
も
い

き
）」
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
生
き
方
を
支
え
て
き
た
の
が
、
い
や
、
そ
の
生
き
方
を
法
然

上
人
に
目
覚
め
さ
せ
た
の
が
お
念
仏
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。「
共
生
（
と
も
い
き
）」
と
は
、
共
に
お
念
仏
に
生
か
さ
れ

て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
お
念
仏
の
中
に
、
怨
親
平
等
に
思
い
や
り
の
愛
を
持

っ
て
生
き
る
、
生
き
ら
れ
る
、
そ
の
こ
と
を
法
然
上
人
の
お
側
で
し

っ
か
り
と
理
解
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
源
智
上
人
は
法
然
上
人

の
一
周
忌
に
向
け
て
あ
の
四
万
数
千
人
も
の
結
縁
交
名
の
念
仏
全
国

運
動
を
展
開
さ
れ
た
。
ま
さ
に
源
智
上
人
の
な
さ
っ
た
こ
と
も
、

「
共
生
（
と
も
い
き
）」
の
実
践
で
あ
っ
た
と
思
え
て
き
ま
す
。

　
「
教
主
・
世
尊
が
六
根
常
に
清
ら
か
に
、
み
顔
と
こ
し
な
え
に
う

る
わ
し
く
い
ま
し
し
は
う
ち
霊
応
に
満
ち
給
ひ
け
れ
ば
な
り
」
と
、

弁
栄
上
人
が
発
願
さ
れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
も
お
釈
迦
様
の
よ
う
に

法
然
上
人
の
お
心
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
称
え
す
る
中
で
阿
弥
陀
様

の
霊
応
を
、
魂
を
、
み
心
を
い
た
だ
い
て
、「
共
生
（
と
も
い
き
）」

の
中
に
生
き
ら
れ
、
お
念
仏
を
私
た
ち
に
勧
め
て
く
だ
さ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

法
然
上
人
は
、
お
念
仏
に
目
覚
め
、
ま
さ
に
無
生
身
を
証
さ
れ
た
。

お
念
仏
の
悟
り
を
得
ら
れ
た
。
そ
れ
が
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
と

い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
す
べ
て
を
赦
し
、
す
べ
て
を
受
け

入
れ
る
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
は
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
様
の
心
で
あ

り
、
法
然
上
人
の
お
心
で
あ
り
、
お
念
仏
の
心
に
生
か
さ
れ
て
い
く

こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
様
、
レ
ジ
ュ
メ
を
見
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
前
島
先
生
の
い
ろ
い
ろ
な
ご
活
動
、
お
考
え
は
お

わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
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実
は
打
ち
合
わ
せ
の
と
き
に
、
劈
頭
宣
言
の
「
共
生
（
と
も
い

き
）
を
」
と
い
う
理
念
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
抽
象
的
に
ご
説
明
を

い
た
だ
く
よ
り
も
、
で
き
る
だ
け
ご
自
身
の
経
験
、
あ
る
い
は
実
感

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
自
身
の
言
葉
で
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
お

願
い
を
い
た
し
ま
し
て
、
レ
ジ
ュ
メ
と
は
少
し
違
い
ま
す
が
、
発
表

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
法
式
教
師
会
を
代
表
し
て
、
田
中
勝
道
先
生
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
田
中
先
生
は
法
儀
司
と
し
て
浄
土
宗

の
法
式
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
長
ら
く
ご
研
鑽
と
ご
活
動
さ
れ
、
あ

る
い
は
私
ど
も
に
ご
教
示
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
田
中
先
生
は
、
ハ
ワ
イ
開
教
区
な
ど
の
法
式
講
習
の
講
師
を

勤
め
ら
れ
、
ハ
ワ
イ
あ
る
い
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
開
教
本
院
等
に
お
け

る
現
状
も
よ
く
ご
存
じ
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
経
験

か
ら
お
話
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

田
中　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
法
式
教
師
会
の
田
中
勝
道
と
申

し
ま
す
。

　

大
歌
手
の
言
葉
に
「
一
声
、
二
姿
、
三
に
顔
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
私
は
お
坊
さ
ん
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
が
優
れ

て
い
れ
ば
、
非
常
に
一
般
の
方
々
「
あ
あ
、
い
い
な
あ
」
と
お
思
い

に
な
り
ま
す
。
見
て
い
る
だ
け
で
も
い
い
な
あ
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
が
、
私
は
、
一
番
目
は
何
と
か
両
親
の
下
で
支
え
ら
れ

た
の
で
す
が
、
二
つ
め
の
姿
と
三
つ
め
の
顔
と
い
う
の
は
ど
う
や
ら

不
合
格
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
も
皆
様
方
に
一
番
得
意
な
こ
と
を
生
か
し
た
も

の
を
お
伝
え
す
る
の
が
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
は
そ
う
は
い

か
な
い
。
こ
こ
で
し
ば
ら
く
恥
を
し
の
ぐ
思
い
で
、
私
の
共
生
（
と

も
い
き
）
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

浄
土
宗
を
挙
げ
て
、
今
回
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
の

具
体
策
を
見
出
す
べ
く
本
大
会
が
催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ど
の
よ
う

に
す
る
か
と
い
う
と
き
、
内
と
外
が
あ
り
ま
す
。
内
に
は
各
自
の
生

き
方
を
見
つ
め
て
、
周
り
を
生
か
す
方
途
を
探
る
と
い
う
営
み
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
外
に
対
し
ま
し
て
は
、
共
生
（
と
も
い
き
）
が
天

下
和
順
に
し
て
万
民
救
済
を
願
う
柱
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
念
じ
て
、

周
知
を
集
め
ん
と
す
る
試
み
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
皆
様
方
お
一
人
お
一
人
の
共
生
（
と
も
い

き
）
の
考
え
方
が
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
、
ひ
い
て
は
九
年
後
に
迎
え

ま
す
開
宗
八
五
〇
年
の
精
神
的
な
支
柱
に
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
い
ま
し
て
も
、
戸
惑
い
も
あ
ろ



─ 36 ─

う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
戸
惑
い
を
乗
り
切
る
た
め
に
は
、
誰
が
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
人
が
共
生
（
と
も

い
き
）
の
本
当
の
意
味
を
体
解
、
体
で
お
わ
か
り
い
た
だ
い
て
、
自

ら
の
勤
め
に
生
き
き
る
と
い
う
こ
と
が
仏
様
の
教
え
で
も
あ
り
ま
す

し
、
宗
祖
法
然
上
人
の
願
い
で
も
あ
る
と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
が
大
事

な
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

大
本
山
増
上
寺
八
六
世
御
法
主
藤
堂
恭
俊
台
下
の
「
け
ふ
も
ま
た 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
す
が
り
な
ば 
導
き
受
け
て 

日
々
に
新
た
に
」
と

い
う
お
歌
の
み
心
を
私
ど
も
は
全
身
で
お
受
け
し
ま
し
て
、
あ
り
が

た
い
も
の
だ
な
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
観

点
で
私
は
今
大
会
に
臨
み
ま
し
た
の
で
、
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
を
用

意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
共
生
（
と
も
い
き
）
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

　

私
が
共
生
（
と
も
い
き
）
に
つ
い
て
意
識
し
ま
し
た
の
は
、
大
本

山
増
上
寺
八
二
世
椎
尾
辨
匡
台
下
、
今
朝
、
大
会
の
開
闢
を
お
務
め

い
た
だ
き
ま
し
た
の
が
八
八
世
の
八
木
台
下
で
あ
り
ま
す
。
下
る
こ

と
六
世
前
の
椎
尾
辨
匡
台
下
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
「
共
生
会
」、
そ

の
共
生
会
運
動
か
ら
受
け
た
影
響
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
自
身
は
共
生
会
の
結
集
に
参
加
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

次
の
増
上
寺
の
大
僧
正
台
下
で
ご
ざ
い
ま
す
、
大
野
台
下
、
ま
た
そ

の
次
の
大
僧
正
台
下
に
な
ら
れ
た
八
四
世
の
藤
井
實
應
台
下
よ
り
共

生
会
の
お
話
を
た
び
た
び
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
申
し
ま
す

の
は
、
私
は
当
時
、
大
本
山
増
上
寺
に
公
室
と
い
う
課
が
あ
り
ま
し

て
、
内
侍
を
束
ね
る
と
こ
ろ
に
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
大
僧
正
台
下

か
ら
共
生
会
の
お
話
を
聞
く
機
会
が
多
く
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

藤
井
台
下
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
は
、
結
集
の
参
加
者
は
僧
俗
を

問
わ
ず
起
床
か
ら
作
務
、
食
事
の
世
話
ま
で
椎
尾
台
下
が
先
頭
に
立

た
れ
て
（
こ
こ
が
尊
い
と
こ
ろ
で
す
）、
平
等
に
勤
め
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
正
し
く
「
語
る
よ
り
歩
む
」
と
い
う
こ
と
を

お
示
し
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
私
ど
も
僧
侶
の
歩
み
の
中
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
こ
れ
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
頭
に
立
っ
て
何
か
を
指
導
す
る
、
伝
え
る
、

自
ら
が
歩
む
と
い
う
こ
と
が
、
私
自
身
を
振
り
返
り
ま
し
て
足
り
な

い
な
と
。
私
も
二
六
歳
で
縁
あ
っ
て
住
職
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
当
時
、
紅
顔
の
美
少
年
で
し
た
。
今
は
見
る
影
も
な
く
な

り
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
来
迎
が
近
く
な
っ
た
段
階
に
き
ま
し
て
も
ま

だ
共
生
（
と
も
い
き
）
が
で
き
な
い
。
ま
だ
「
俺
が
」、「
私
が
」
と

い
う
も
の
に
満
ち
満
ち
て
お
り
ま
す
。

　

こ
ん
な
こ
と
で
は
し
ょ
う
が
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
矢
先
に
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法
式
教
師
会
の
先
輩
方
か
ら
、
今
回
、「
冥
土
の
土
産
だ
と
思
っ
て

あ
の
一
文
字
席
に
座
っ
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
思
い
切
っ
て

こ
の
場
に
連
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
や
は
り
語
る
よ
り
歩
む
と

い
う
信
仰
運
動
が
実
践
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

椎
尾
台
下
が
い
ろ
い
ろ
な
集
い
で
お
示
し
に
な
っ
た
と
い
う
次
の

偈
頌
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
私
は
「
共
生
」
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
お
示
し
は
、「
今
日
好
日
、
所
在
道
場
、
所
作
巳
辨
、
用
畢

速
去
」
と
い
う
四
字
一
句
の
四
句
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ

な
集
い
に
参
加
す
る
方
に
よ
り
ま
し
て
、
意
訳
の
ほ
う
は
お
変
え
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

初
め
の
「
今
日
好
日
」
は
、「
今
日
も
よ
い
日
だ
、
元
気
で
い
こ

う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
ど
の
会
で
も
共
通
し
て
お
述

べ
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、「
所
在
道
場
」
に
な
り
ま
す
と
、
通
常
大
人
の
方
が
お

集
ま
り
の
と
き
に
は
、「
ど
こ
に
い
よ
う
と
目
覚
め
て
、
覚
め
て
」

と
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
若
い
女
性
や
子
ど
も
た
ち

が
集
う
と
き
に
は
、「
い
つ
で
も
何
で
も
精
一
杯
」
と
お
伝
え
に
な

り
ま
し
た
。

　
「
所
作
巳
辨
」
に
つ
い
て
は
、
通
常
は
「
や
る
こ
と
、
な
す
こ
と

す
べ
て
を
活
か
し
」
と
お
伝
え
に
な
り
、
子
ど
も
た
ち
の
と
き
に
は
、

「
素
早
く
、
正
し
く
、
に
こ
に
こ
と
」
と
お
伝
え
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
用
畢
速
去
」
に
つ
い
て
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。「
用
が
す
ん
だ
ら
さ

っ
さ
と
次
へ
」。
こ
れ
は
ど
な
た
に
で
も
こ
の
よ
う
に
お
伝
え
に
な

り
ま
し
た
。

　

一
句
目
と
四
句
目
は
こ
の
よ
う
に
お
伝
え
に
な
り
、
二
句
目
と
三

句
目
は
結
集
の
人
々
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
覧
に
な
っ
て
す
ぐ
お
わ
か
り
の
よ
う
に
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、

「
今
日
も
よ
い
日
だ
、
元
気
で
い
こ
う
。
毎
日
の
こ
と
、
と
に
か
く

目
が
覚
め
た
こ
と
を
喜
び
な
さ
い
。
目
覚
ま
し
時
計
や
奥
様
の
声
や

何
か
で
目
が
覚
め
た
な
ん
て
思
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
天
地
一
切
が
総
が

か
り
と
な
っ
て
目
覚
め
を
促
し
て
く
れ
た
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
ぐ
ず

ぐ
ず
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。
暖
か
な
布
団
に
も
う
五
分
な
ん
て
言

う
の
は
と
ん
で
も
な
い
。
す
ぐ
に
起
き
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
所
在
道
場
」
に
つ
き
ま
し
て
も
、
共
生
同
人
の
覚
醒
を
促
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
や
っ
て
い
る
の
に
と
い
う
「
の
に
」

が
出
て
き
た
と
き
は
、
自
分
の
不
満
の
気
持
ち
が
満
ち
て
い
る
と
き

で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
が
今
、
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

ど
ん
な
に
苦
し
く
て
も
そ
こ
が
自
分
の
人
格
を
完
成
し
て
く
れ
る
道

場
だ
か
ら
、
ど
こ
に
い
よ
う
と
目
覚
め
て
覚
め
て
と
い
う
こ
と
で
、
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台
下
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
仏
教
か
く
あ
る
べ
し
と
、
参
加
者
各
自
の
信
仰
の
進
み
を

問
わ
ず
、
真
摯
に
共
に
切
磋
琢
磨
す
る
真
の
実
現
を
高
く
掲
げ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　

第
三
偈
で
は
、
各
自
の
身
口
意
三
業
の
働
き
が
す
べ
て
を
活
か
す

よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佛
教
大
学
の
田
中
典
彦
先
生
が
、

「
生
活
」
の
「
生
き
る
」
と
「
活
」
と
い
う
字
で
、「
自
分
の
日
々
の

行
い
が
周
り
を
生
か
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
日
々
歩
ま
な
け

れ
ば
い
け
な
い
」
と
、
去
年
お
示
し
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
こ
の

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
ど
も
が
一
番
陥
り
や
す
い
の
は
、「
用
畢
速
去
」
で
あ
り
ま
す

が
、
つ
い
つ
い
自
分
が
今
心
地
よ
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
、
そ
こ
に
長

く
留
ま
り
た
い
、
こ
ん
な
楽
し
い
こ
と
な
ら
ば
い
つ
ま
で
も
い
た
い

と
、
そ
こ
に
留
ま
り
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
見
事

に
は
ね
つ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。「
用
が
済
ん
だ
ら
、
さ
っ
さ
と
次
へ
」。

で
す
か
ら
、
椎
尾
台
下
は
、
次
か
ら
次
へ
と
説
法
に
歩
ま
れ
、
本
当

に
次
か
ら
次
へ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
が
半
歩
で
も
一
歩
で
も
前
に
進
む
よ
う
に
と
、「
信
仰
」

で
は
な
く
「
進
行
」
と
い
う
字
で
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。「
昨
日

と
同
じ
自
分
で
は
だ
め
だ
」、「
蛇
が
皮
を
脱
ぐ
よ
う
な
生
活
を
営
ま

な
け
れ
ば
だ
め
だ
」
と
い
う
強
い
お
示
し
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
こ

の
こ
と
こ
そ
、
共
生
（
と
も
い
き
）
だ
と
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
で
二
番
目
に
お
示
し
し
ま
し
た
の
が
異
文
化
体
験
と
共

生
（
と
も
い
き
）
で
あ
り
ま
す
。

　

今
、
戸
松
先
生
か
ら
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ

と
海
外
開
教
区
に
赴
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
番
初
め
に
は
平
成
四

年
（
一
九
九
二
）
に
浄
土
宗
北
米
開
教
区
に
お
い
て
、
今
は
開
教
本

院
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
当
時
別
院
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
建
物

が
落
慶
し
た
と
き
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
大
僧
正
台
下
は
中
村
康
隆

台
下
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
私
は
お
手
伝
い
に
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
折
り
に
雅
楽
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
増
上

寺
雅
楽
会
に
所
属
し
て
い
ま
す
が
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
の
雅
楽
部
の
方
々
が

た
く
さ
ん
お
ら
れ
、
女
性
も
か
な
り
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
皆
さ

ん
と
一
緒
に
お
稽
古
も
し
ま
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
日
本
で
私
ど
も
が

習
っ
て
い
る
と
同
じ
譜
面
を
用
い
ら
れ
て
、
奏
法
譜
を
用
い
て
お
稽

古
を
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
青
い
目
の
方
々
が
、
皆
さ
ん
よ
く
ご

存
じ
の
「
越
天
楽
」
で
す
と
、「
ト
～
ラ
～
ロ
、
オ
～
ル
～
ロ
、
タ

～
ア
ロ
ラ
、
ア
～
ア
～
」
と
唱
え
る
、
笙
と
い
う
和
音
を
出
す
楽
器

の
場
合
で
す
と
、「
ボ
～
オ
～
イ
～
イ
～
チ
、
オ
ツ
～
オ
ツ
～
」。
全
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員
こ
れ
で
す
。

　

そ
の
と
き
は
、
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
を
退
官
さ
れ
た
東
儀
季
信
先

生
が
英
語
を
交
え
て
ご
指
導
に
あ
た
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

言
葉
は
英
語
交
じ
り
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
を
お
伝
え
す
る
と
き

に
は
必
ず
日
本
で
や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
お
伝
え

に
な
っ
た
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
大
切
な
も
の
は
そ
の
国
で
育
ま
れ
た
も
の
で
伝

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
念
仏

も
然
り
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
へ
行
き
ま
し
て
も
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
、
ナ

ム
ア
ミ
ダ
ブ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
外
、
お
伝
え
す
る
こ
と
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
お
念
仏
の
意
味
に
つ
い
て
は
言
語
を
用
い
て
お
伝
え

に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
で
し
ょ
う
が
、
大
事
な
こ
と
は
ナ
ム
ア
ミ

ダ
ブ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
二

十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
一
二
月
に
北
米
開
教
区
で
初
め
て
の
五
重
相

伝
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
折
り
に
も
、
勧
誡
を
な
さ
っ
た
の
は
当

時
の
知
恩
院
布
教
師
会
の
会
長
（
二
〇
一
五
年
八
月
三
〇
日
退
任
）、

で
す
が
、
勧
誡
は
全
部
日
本
語
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
勧

誡
の
内
容
を
開
教
区
で
英
語
に
翻
訳
し
た
も
の
を
お
渡
し
し
て
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、「
何
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
」
と
勧
誡
師
さ
ん

は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
す
。
全
部
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
身
振
り
手

振
り
、
高
座
に
立
ち
上
が
る
ぐ
ら
い
の
勢
い
で
な
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
言
葉
を
超
え
て
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
ご

い
な
と
思
い
ま
し
た
。
あ
あ
、
も
の
を
姿
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
な

い
、
迫
力
、
気
と
い
う
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
伝
わ
る
も
の
で
す
。
ア
メ

リ
カ
人
の
受
者
で
涙
を
流
し
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

手
伝
い
に
行
っ
た
者
が
皆
、
感
激
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
勧
誡
師

の
言
葉
が
わ
か
り
ま
す
。
わ
か
り
ま
す
か
ら
も
ち
ろ
ん
一
層
受
け
取

り
が
あ
り
ま
す
。
で
も
言
葉
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
向
こ
う
の
総
監

と
開
教
師
が
「
胸
を
打
た
れ
た
、
と
い
う
受
者
が
い
ま
し
た
よ
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ど
ん
な
に
か
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚

え
て
お
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
心
を
投
げ
打
っ
て
、
こ
の
方
々
の
た
め
に
念
仏
の

教
え
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
れ
ば
、
そ
の
熱
意
は
必
ず
伝
わ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
私
ど
も
寺
院
が
過
疎
の
問
題
と
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

味
わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
開
教
区
で
は
既
に
始
ま
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
、
一
人
で
も
念
仏
者

が
留
ま
っ
て
お
ら
れ
れ
ば
開
教
は
や
め
な
い
。
浄
土
宗
は
そ
の
人
が

亡
く
な
っ
て
、
誰
も
い
な
く
な
っ
た
と
き
に
撤
収
す
る
の
だ
と
、
私
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は
宗
と
し
て
新
聞
の
一
面
に
大
き
く
広
告
な
さ
っ
た
ら
、
浄
土
宗
へ

の
求
心
力
は
増
す
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
お
念
仏
の
教
え
を
喜
ん
で
い
る
方
々
を
、
浄
土
宗
は
我
々
一

人
に
な
っ
て
も
救
い
の
手
を
や
め
な
い
ん
だ
な
と
い
う
思
い
、
こ
れ

は
強
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
刺
激
的
か
つ
大
切

な
、「
一
人
も
捨
て
ず
」
と
い
う
姿
勢
を
、
身
を
も
っ
て
浄
土
宗
が

示
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
所
長
の
藤
本
浄
彦
先
生
よ
り

発
題
を
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
様
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
藤
本
先
生
は
、

早
稲
田
大
学
を
卒
業
さ
れ
た
後
、
大
谷
大
学
で
学
ば
れ
、
さ
ら
に
ド

イ
ツ
へ
留
学
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
哲
学
な
ど
、
幅
広
く
学
ば

れ
ま
し
た
。
ま
た
佛
教
大
学
で
長
年
教
鞭
を
取
ら
れ
て
き
た
先
生
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

藤
本　

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
藤
本
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

先
の
三
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
が
ご
経
験
豊
か
に
話
題
を
述
べ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
あ
と
に
、
私
が
い
か
ほ
ど
の
こ
と
が
で
き
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
戸
松
先
生
が
、
こ
の
話
題
は
総
合
研
究
所

で
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
所
望
し
て
い
た
こ
と
な
の
だ
と
最
初
に
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
の
で
、
い
さ
さ
か
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
っ
て
お
り
ま

す
。
私
は
私
な
り
に
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
い
ろ
い
ろ
と
書
き
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
は

「
世
界
に
共
生
を
」
と
い
う
折
り
に
ま
ず
、
私
は
風
土
・
習
俗
・
言

語
・
文
化
・
価
値
な
ど
の
狭
間
や
相
違
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。

　
「
浄
土
宗
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
」
の
実
践
方
向
が
こ
こ
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
宣
言
の
書
き
出
し
は
「
法
然
上

人
を
宗
祖
と
仰
ぐ
浄
土
宗
は
」
で
あ
り
、
続
い
て
四
項
目
が
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
と
め
は
「
浄
土
宗
は
住
職
・
寺
族
一
丸

と
な
っ
て
法
然
上
人
の
心
を
家
庭
に
社
会
に
世
界
に
広
げ
て
い
く
こ

と
を
誓
う
」、
と
結
ん
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
四
項
目
は
、（
一
）
愚
者
の
自
覚
を
、（
二
）
家
庭
に
み
仏
の

光
を
、（
三
）
社
会
に
慈
し
み
を
、（
四
）
世
界
に
共
生
（
と
も
い

き
）
を
、
と
い
う
実
践
使
命
を
重
層
的
に
命
題
化
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
背
景
に
つ
い
て
も
こ
の
宣
言
書
に
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て

あ
り
ま
し
て
、「
近
現
代
の
科
学
技
術
・
合
理
的
思
惟
が
進
歩
の
観
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念
の
中
で
、
人
間
中
心
的
な
可
能
性
を
無
反
省
的
に
追
及
す
る
営
み

が
も
た
ら
す
、
負
の
遺
産
を
も
含
む
現
代
の
状
況
・
風
潮
」
と
し
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
事
柄
を
前
に
し
て
、
宗
祖
法
然
上
人
の
み
教
え

を
自
ら
血
肉
化
し
、
向
か
い
立
つ
べ
き
宗
教
者
と
し
て
の
浄
土
宗
僧

侶
の
意
識
の
啓
発
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
眼
目
は
、
宗
祖
法
然
上
人
の
み
教
え
を
現
代
に
活
か
す
こ
と
、

法
然
上
人
の
心
を
し
っ
か
り
と
自
己
把
握
し
、
家
庭
に
、
社
会
に
、

世
界
に
広
げ
深
め
て
い
く
積
み
重
ね
の
中
で
、「
世
界
に
共
生
（
と

も
い
き
）
を
」
は
こ
の
宣
言
の
画
竜
点
睛
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
愚
者
の
自
覚
」、「
家
庭
に
み
仏
」、「
社
会
に
慈
し
み
を
」
の
三

つ
は
、
法
然
上
人
が
お
念
仏
を
申
す
と
い
う
中
心
軸
を
離
れ
ず
に

処
々
で
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
二
十
一
世
紀
を
生
活
す
る
我
々
に
も

重
な
る
重
要
な
方
向
を
指
し
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

四
番
目
の
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
と
い
う
一
句
は
、

先
ほ
ど
の
ご
指
摘
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
法
然
上
人
の
生
き
方
を
語

る
ご
法
語
や
伝
記
に
お
い
て
は
、
過
去
世
、
現
世
、
来
世
ま
た
は
極

楽
世
界
、
浄
土
の
語
は
多
見
さ
れ
ま
す
が
、
近
現
代
的
用
語
と
し
て

現
代
人
に
通
じ
る
視
点
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う

よ
う
な
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
考
え
ま
す
と
、「
世
界
」
と
「
共
生

（
と
も
い
き
）」
と
い
う
用
語
は
、
時
機
相
応
の
法
然
仏
教
が
二
十
一

世
紀
の
現
代
思
潮
に
対
峙
し
、
必
然
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ

る
と
受
け
止
め
る
か
ら
で
す
。「
い
か
な
る
時
代
の
誰
も
が
生
き
て

い
る
“
今
”
の
切
り
口
を
体
験
す
る
」
と
い
う
状
況
を
自
覚
す
る
と

き
に
、「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
の
社
会
的
実
践
は
、
具

体
的
に
は
副
題
で
掲
げ
ま
し
た
「
風
土
・
習
俗
・
言
語
・
文
化
・
価

値
な
ど
の
狭
間
・
相
違
」
の
事
態
に
直
面
す
る
わ
け
で
す
。

　

ま
ず
は
劈
頭
宣
言
に
関
す
る
こ
と
か
ら
話
題
に
入
り
ま
し
た
が
、

今
日
の
第
一
部
で
は
、
理
念
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
、（
レ
ジ
ュ

メ
の
）
次
の
ペ
ー
ジ
の
最
後
の
部
分
ま
で
を
話
題
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
あ
と
は
明
日
の
第
二
部
と
し
て
、
実
践
へ
の
私
的
意
見
・
提

案
と
い
う
こ
と
で
提
案
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
「
世
界
」、「
共
生
（
と
も
い
き
）」
と
い
う
用
語
に
つ
き
ま
し
て
は
、

先
ほ
ど
佐
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
で
、
時
間
の
関
係
上
省

略
い
た
し
ま
す
。
た
だ
、
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
世
界
」
と
「
共
生

（
き
ょ
う
せ
い
）」
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、「
共
生
（
ぐ
し
ょ
う
）」
と

言
い
ま
し
ょ
う
か
、「
縁
起
」
と
い
う
言
葉
も
押
さ
え
て
お
く
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
近
現
代
用
語
と
し
て
の
「
世
界
」
と
「
共
生
（
と
も

い
き
）」
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
世
界
」
と
い
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う
語
を
用
い
る
場
合
に
、
我
々
は
こ
の
世
的
な
世
界
、
あ
の
世
的
な

世
界
、
さ
ら
に
人
間
の
心
識
・
精
神
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
と
、

使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
に
つ
き
ま
し
て
も
、
実
は
異
種
異
類
の
共

生
、
共
に
生
き
る
と
い
う
意
味
、
さ
ら
に
は
共
生
・
共
存
世
界
、
こ

れ
は
政
治
・
経
済
に
関
連
し
ま
し
て
、
社
会
に
お
け
る
共
生
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
と
い
う
意
味
が
付
い
て
い
る
「
共
生
」
も
あ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
翻
訳
に
関
し
て
も
、
佐
藤
先
生
が
ご
指
摘
な

さ
い
ま
し
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
辿
っ
て
い
き
ま
す
と
、
此
の
世
的
な
経
済
、
医
学
、

科
学
、
そ
う
い
う
意
味
で
生
き
る
こ
と
へ
の
価
値
・
意
味
が
集
中
す

る
現
代
人
間
世
界
の
中
で
、
風
土
・
習
俗
・
言
語
・
文
化
・
価
値
な

ど
の
狭
間
・
相
違
を
必
然
的
に
経
験
す
る
人
と
人
と
が
“
明
る
く
・

正
し
く
・
仲
良
く
生
き
る
”
こ
と
が
、
共
生
（
と
も
い
き
）
の
社
会

的
な
実
践
と
言
い
得
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
原
動
力
は
言
う
ま
で
も

な
く
「
法
然
上
人
の
浄
土
の
教
行
（
口
称
念
仏
）」
で
あ
り
ま
す
。

　

二
十
一
世
紀
の
現
代
世
界
の
諸
問
題
と
積
極
的
に
切
り
結
び
、
新

た
に
意
味
付
け
す
る
概
念
と
し
て
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
を
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
一
、
二
年
、

「M
O

T
T

A
IN

A
I

」
と
か
「O

M
O

T
EN

A
SI

」
と
い
う
言
語
が
取

り
沙
汰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に
私
ど
も
は
「T

O

―M
O

―I

―K
I

」
と
い
う
言
葉
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
が
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
新
た
な
意
味
に
よ
る
方
向
付
け
と
そ
の
実
現

が
こ
の
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
の
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）

を
」
と
い
う
句
が
提
示
し
て
い
る
と
受
け
止
め
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
は
、
海
面
上
の
氷
山
が
見
え
な
い
水
面
下
の
七
分
の
六
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、（
一
）
愚
者
の
自
覚
を
、（
二
）
家

庭
に
み
仏
の
光
を
、（
三
）
社
会
に
慈
し
み
を
、
と
い
う
三
層
の
重

層
的
な
支
え
に
よ
っ
て
（
四
）
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
、
が

成
立
す
る
。
氷
山
す
べ
て
が
海
水
を
必
須
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
話

題
を
始
終
に
お
い
て
成
立
せ
し
め
る
の
が
「
法
然
上
人
の
浄
土
の
教

行
（
口
称
念
仏
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
浄
土
宗
全
体
と
し
て
、

ま
た
私
ど
も
が
貫
く
規
範
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
故
に
使
命

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

口
称
念
仏
に
任
せ
切
る
こ
と
が
、
こ
の
四
句
を
貫
く
広
が
り
と
深

み
で
あ
り
、
そ
れ
が
共
生
（
と
も
い
き
）
＝T

O

―M
O

―I

―K
I

の
社
会
的
実
践
の
中
で
発
現
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
私

が
つ
く
っ
た
勝
手
な
言
葉
で
す
が
、
浄
土
宗
の
教
行
の
「
時
機
相
応

力
」
を
発
揮
す
る
こ
と
へ
と
方
向
付
け
で
き
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
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な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
変
わ
ら
ざ
る
も
の
と
変
わ
る
も

の
と
い
う
観
点
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
変
わ
ら
ざ
る
も
の
を
ど

の
よ
う
に
こ
の
変
わ
り
ゆ
く
時
代
に
活
か
し
て
い
く
か
、
ま
た
ど
の

よ
う
に
そ
れ
を
受
け
止
め
、
一
人
一
人
の
課
題
に
し
て
い
く
か
、
こ

れ
が
共
生
（
と
も
い
き
）
と
い
う
言
葉
が
は
ら
ん
で
い
る
深
み
と
言

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
具
体
的
な
実
践
に
関
し
ま
し
て
、「
開
教
」

に
つ
い
て
新
た
な
視
点
と
課
題
と
提
案
を
二
点
ば
か
り
話
題
に
い
た

し
ま
す
。
そ
の
場
合
に
も
、
一
人
一
人
の
現
実
を
じ
っ
と
見
て
い
く

「
愚
者
の
自
覚
」
か
ら
、
念
仏
す
る
心
の
構
え
が
で
き
て
く
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

実
は
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
を
社
会
的
実
践
の
課
題

と
し
て
捉
え
る
場
合
、
そ
こ
に
は
直
面
す
る
こ
と
と
し
て
、
風
土
・

習
俗
・
言
語
・
文
化
・
価
値
な
ど
の
狭
間
・
相
違
の
相
克
を
現
実
と

し
て
経
験
し
ま
す
。
こ
れ
は
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
の
レ
ベ
ル
を
超

え
て
、
そ
の
現
実
を
経
験
す
る
者
に
厳
し
い
試
練
を
与
え
ま
す
。

　

風
土
・
習
俗
・
言
語
・
価
値
な
ど
の
狭
間
・
相
違
を
感
じ
な
い
よ

う
に
見
え
る
場
合
に
お
い
て
も
、
実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
厳

密
に
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
、
こ
の
日
本
の
国
に
お
い
て
も
一
人
一

人
の
成
長
・
生
活
・
体
験
の
個
性
・
個
別
化
を
否
定
し
え
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
一
人
一
人
が
大
な
り
小
な
り
「
風
土
・
習
俗
・
言
語
・

文
化
・
価
値
な
ど
の
狭
間
・
相
違
」
体
験
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
各
々
が
そ
れ
に
気
づ
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

　

私
自
身
の
体
験
で
言
い
ま
す
と
、
私
は
瀬
戸
内
の
島
の
田
舎
の
お

寺
に
生
ま
れ
、
一
八
歳
ま
で
お
寺
で
育
ち
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
東
京

に
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
多
情
多
感
な
時
期
を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ

し
て
京
都
に
移
り
、
三
〇
年
近
く
を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
し
て
故
郷

に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
よ
く
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
帰
っ
た
ば
か

り
の
と
き
に
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
な
狭
間
と
い
う
か
、
体
験
と

い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
強
く
横
た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
貫
く
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
が
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
に
対
す
る
非
常
に
大
事
な

提
言
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
ま

し
た
よ
う
に
お
念
仏
、
口
称
念
仏
に
任
せ
切
る
と
か
、
私
自
身
の
そ

う
い
う
課
題
解
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
私
ど
も
は
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
つ
く
っ
て
、

自
己
と
他
者
、
国
の
内
と
外
と
い
う
区
別
的
な
場
に
立
つ
の
で
は
な

く
て
、
両
者
の
間
の
領
域
、
つ
ま
り
境
界
線
上
（on the 

boundary
）
の
現
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
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「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
際
に
大

事
な
点
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
私
ど
も
浄
土
宗
徒
と
し
て
、
一
つ
の
明
確
な
有
り
様
と
い

う
こ
と
で
、
先
生
方
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
口
称
念
仏

す
る
こ
と
が
も
た
ら
す
も
の
、
口
称
念
仏
で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い

事
柄
、
そ
れ
が
教
義
的
に
言
え
ば
、
所
求
・
所
帰
・
去
行
と
い
う
、

既
に
私
ど
も
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

究
極
的
に
私
た
ち
が
求
め
て
い
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
究
極

的
に
拠
り
所
と
す
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
何
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
こ
と
へ
と
到
達
し
、
ま
た
救
わ
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
こ
と
を
、
既
に
浄
土
の
教
え
は
伝
統
的
に
指
し
示
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
私
ど
も
が
最
も
特
化
す
べ
き
包
括
的
な
行
為
と
す
れ

ば
、
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
「
わ
が
耳
に
聞
こ

ゆ
る
ほ
ど
の
口
称
念
仏
」
の
心
構
え
と
実
践
行
が
一
歩
前
に
出
て
、

「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
と
い
う
こ
と
へ
と
開
か
れ
て
い

く
。
今
後
の
私
た
ち
の
有
り
様
を
決
め
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
三
つ
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

時
間
の
関
係
で
ま
た
後
ほ
ど
話
題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
超
過
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
も
す
み
ま
せ
ん
。

　

戸
松　

藤
本
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

先
生
方
、
も
っ
と
も
っ
と
お
話
に
な
り
た
い
こ
と
が
お
あ
り
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
時
間
の
都
合
で
お
許
し
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
一
〇
分
ほ
ど
休
憩
を
入
れ
て
、
そ
の
あ
と
私
か
ら
の
ご
質

問
に
お
答
え
い
た
だ
い
た
り
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
か
ら
コ
メ
ン

ト
を
い
た
だ
い
た
り
、
あ
る
い
は
先
生
方
同
士
で
お
話
を
い
た
だ
く

よ
う
な
形
で
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
（　

休　

憩　

）

　

戸
松　

そ
れ
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
ご
説
明
い
た
し
ま
し
た
進
め
方
と
少
々
変
更
し
て
、
ま
ず

は
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
か
ら
コ
メ
ン
ト
あ
る
い
は
質
問
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

五
分
ぐ
ら
い
の
勝
手
な
コ
メ
ン
ト
で
申
し
わ

け
な
い
の
で
す
が
、「
共
に
生
き
る
」
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
今
日
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の
話
を
聞
い
て
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
田
中
先
生
が
さ
れ
た
東
儀
先

生
の
話
で
す
。
私
、
東
儀
先
生
の
楽
団
に
一
年
間
入
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
、
筝
の
役
は
僕
だ
っ
た
。
越
天
楽
で
し
ょ
う
。
も
の

す
ご
い
楽
し
か
っ
た
。
不
思
議
な
も
ん
や
な
あ
。

　

東
儀
先
生
も
浄
土
宗
と
縁
が
あ
る
ん
で
す
か
。

　

戸
松　

ど
う
で
し
ょ
う
ね
え
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

そ
う
な
る
と
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
僕
の
法
然

と
の
出
会
い
は
東
儀
先
生
の
雅
楽
の
楽
団
が
初
め
て
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

　

も
う
一
つ
気
が
つ
い
た
の
は
、
前
島
先
生
が
共
生
は
簡
単
な
も
の

で
は
な
い
と
し
っ
か
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
私

は
大
学
の
教
授
と
し
て
う
ち
の
ワ
イ
フ
も
大
学
の
教
授
で
、
私
た
ち

の
生
き
て
い
る
世
界
は
藤
本
先
生
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
引
用
で
、
言

葉
が
家
で
す
。

　

そ
れ
こ
そ
言
葉
の
表
現
が
上
手
で
は
な
い
人
に
対
す
る
言
葉
が
最

も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
学
生
が
前
に
出
て
き
て
い
ろ
い
ろ

問
答
す
る
と
き
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
意
見
を
述
べ
な
さ
い
と
い

い
ま
す
が
、
や
は
り
大
学
の
レ
ベ
ル
で
は
な
か
な
か
表
現
で
き
な
い

人
が
い
ま
す
。
大
学
以
外
の
人
は
特
に
そ
う
で
す
。

　

で
も
、
言
葉
で
生
き
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
余
り
言
葉
に
こ
だ
わ

ら
な
い
人
も
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
言
葉
が
出
な

く
て
も
自
己
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
、
言
葉
に
頼
り
過

ぎ
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ど
う
や
っ
て
聞
こ
え
る
、
ど
う
や

っ
て
そ
う
い
う
こ
と
が
早
く
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ

て
は
宗
教
的
な
責
任
と
し
て
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
こ
そ
藤
本
先
生
の
「
時
機
相
応

力
」
と
い
う
言
葉
、「
時
機
」
に
「
相
応
力
」
と
い
う
言
葉
を
く
っ

つ
け
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
な
か
な
か
よ
か
っ
た
で
す
。

時
機
相
応
は
大
き
な
仏
教
の
貢
献
で
す
ね
。

　

特
に
最
近
、
私
が
悩
み
に
悩
ん
で
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
運
動
に
つ
い
て
で
す
。
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
も
あ
り
ま
す
か
。
あ
る
。

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
集
中
す
る
こ
と
で
す
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
の
元
々
の
仏
教
の
単
語
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
「sm

r

4 ti

」
で
す
。
つ
ま
り
「
念
仏
」
の
「
念
」
で

す
。
不
思
議
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
宗
教
を
超
え
て
い
る
運
動
と

し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
番
組
、
雑
誌
の
表
紙
で
も
ど
こ
で
も
み

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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特
に
、
大
き
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
会
社
、
グ
ー
グ
ル
と
か
ア
ッ
プ
ル

は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
よ
う
な
特
別
な
教
育
を
社
員
に
授
け
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
か
な
り
た
め
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
ま

っ
た
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
関
係
な
い
よ
う
な
一
般
的
な
会
社
で
も
、

余
り
に
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
会
社
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ

を
採
り
入
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

最
近
、
バ
ー
ク
レ
ー
で
は
小
学
校
で
も
教
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
バ
ー
ク
レ
ー
の
小
学
校
で
は
子
ど
も
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

の
授
業
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
子
ど
も
が
落
ち
着
か

な
い
で
し
ょ
う
。
気
が
短
い
わ
け
で
、
先
生
も
大
変
だ
し
、
子
ど
も

自
身
も
な
か
な
か
勉
強
が
続
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
に
よ
っ
て
集
中
す
る
こ
と
を
教
え
る
と
、
皆
、
静
か
に
し
て

く
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
る
か
と
言
う
と
、

ま
ず
静
か
に
座
っ
て
、「
何
も
考
え
な
い
で
」
と
い
う
わ
け
。
つ
ま

り
精
神
的
に
何
も
し
な
い
。
そ
れ
で
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
。

　

と
に
か
く
世
の
中
、
時
代
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
時
機

相
応
力
と
言
う
と
、
ア
ッ
プ
ル
が
世
界
で
一
番
大
き
な
会
社
に
な
っ

た
。
車
を
つ
く
っ
て
る
と
か
、
飛
行
機
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
単
な
る
携
帯
電
話
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
入
れ
た
と
い
う
発
想

が
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
誰
も
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。

　

私
は
ア
ッ
プ
ル
ユ
ー
ザ
ー
で
、
そ
の
よ
う
に
ア
ッ
プ
ル
が
大
会
社

に
な
っ
た
け
ど
、
問
題
は
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
、
日
本
は
ど
う
か
知

ら
な
い
け
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

若
い
お
か
あ
さ
ん
が
赤
ち
ゃ
ん
の
面
倒
を
見
て
い
る
と
き
に
、
電
話

に
友
達
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
来
る
と
、
子
ど
も
か
ら
目
を
そ
ら
し
て

電
話
を
見
る
わ
け
。
そ
し
た
ら
子
ど
も
の
面
倒
を
見
て
な
い
と
い
う

こ
と
に
気
づ
か
な
い
。
友
だ
ち
と
何
度
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
取
り

を
し
て
い
る
か
ら
。

　

僕
は
デ
ボ
ー
シ
ョ
ン
と
言
う
ん
だ
け
ど
も
、
そ
う
な
る
と
結
局
、

普
段
、
自
分
が
や
る
べ
き
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
は
ず
が
、
気
が
つ

か
な
い
う
ち
に
気
が
そ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
車
の
事
故
に
つ
な
が
っ
た
り
、
子
ど
も
が
ゆ
り
か
ご

か
ら
落
ち
て
し
ま
う
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
事
件
・
事
故
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
今
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
こ
う
い
う

問
題
が
ま
す
ま
す
悪
く
な
る
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

株
式
会
社
と
か
テ
レ
ビ
の
番
組
を
つ
く
っ
て
い
る
会
社
や
映
画
会

社
も
、
ど
う
や
っ
て
物
が
売
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
鋭
い
人
た
ち
が

集
ま
っ
て
い
る
か
ら
賢
い
で
す
。
ほ
ん
と
に
お
も
し
ろ
く
て
す
ご
く

儲
か
る
わ
け
だ
か
ら
、
な
か
な
か
無
視
で
き
な
い
時
代
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
こ
そ
時
機
相
応
力
を
こ
れ
か
ら
考
え
な
い
と
だ
め
で
す
。
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相
手
が
集
中
で
き
な
い
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ど
う

や
っ
て
集
中
し
て
も
ら
う
か
、
あ
る
い
は
集
中
し
て
も
ら
っ
た
と
し

て
も
た
か
が
知
れ
て
い
る
。

　

大
学
の
授
業
で
も
学
生
が
四
〇
人
に
な
る
と
も
う
ほ
ぼ
終
わ
り
。

僕
が
も
っ
て
い
る
仏
教
の
ク
ラ
ス
に
は
一
二
〇
人
ぐ
ら
い
の
学
生
が

来
て
る
。
そ
の
ク
ラ
ス
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
い
け
な
い
こ

と
に
し
た
。
電
話
も
使
っ
て
は
い
け
な
い
。
ノ
ー
ト
を
手
で
書
く
こ

と
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
電
話
が
出
て
く
る
と
、

ま
た
別
の
話
・
情
報
が
入
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
よ
そ
の
刺
激
が
入

っ
て
く
る
、
そ
れ
こ
そ
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
必
要
。
で
も
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
は
「
念
」
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
か

ら
は
念
仏
の
念
が
最
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
で
す
。

　

そ
こ
で
、
藤
本
先
生
に
限
ら
な
い
、
皆
さ
ん
に
時
機
相
応
力
は
、

こ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

戸
松　

先
生
方
、
ど
な
た
か
お
答
え
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　
　

で
は
、
前
島
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

前
島　

静
か
に
座
っ
て
何
も
し
て
な
い
で
は
い
か
ん
の
で
、
念
。

信
仰
が
私
た
ち
を
変
え
る
、
生
き
方
を
変
え
る
、
念
。
お
念
仏
が
生

き
方
を
変
え
る
。

　
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
は
、
法
然
上
人
の
生
き
方
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
、
先
ほ
ど
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
、

「
共
生
（
と
も
い
き
）」
が
法
然
上
人
の
生
き
方
で
あ
っ
た
と
思
え
る

よ
う
な
自
分
の
生
き
方
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
な
か

な
か
で
き
な
い
け
ど
も
、
静
か
に
座
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

自
分
を
つ
く
り
か
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
え
て
き
ま
す
。

　

そ
の
点
で
、
ハ
ッ
と
思
っ
た
視
点
に
な
る
新
聞
記
事
が
あ
り
ま
し

た
の
で
紹
介
を
し
ま
す
。
そ
の
方
は
七
三
歳
の
お
医
者
さ
ん
で
、
東

北
の
三
陸
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
。
気
仙
地
方
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
地

元
の
言
葉
の
研
究
に
取
り
組
ま
れ
て
、
新
約
聖
書
を
「
気
仙
語
」
に

訳
し
た
山
浦
玄
弦
と
い
う
先
生
で
す
。

　

こ
の
方
が
あ
の
震
災
に
つ
い
て
こ
う
言
わ
れ
た
。「
震
災
が
な
ぜ

起
こ
っ
て
き
た
か
と
問
う
こ
と
に
意
味
は
な
い
。
こ
こ
に
住
め
ば
三

〇
年
か
ら
四
〇
年
に
一
度
必
ず
津
波
を
体
験
す
る
。
そ
れ
は
仕
方
が

ね
え
こ
と
で
す
。
ど
う
せ
人
間
は
死
ぬ
。
理
不
尽
な
よ
う
に
で
き
て

い
る
。
家
流
さ
れ
、
親
が
死
ん
だ
。
子
ど
も
が
死
ん
だ
。
そ
い
つ
を

ぐ
っ
と
飲
み
込
ん
で
故
郷
を
再
建
す
る
し
か
ね
え
。
こ
の
世
は
神
様

が
つ
く
っ
た
。
何
か
の
た
め
に
自
分
は
つ
く
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ

い
つ
は
い
い
や
つ
だ
、
め
ん
こ
い
や
つ
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
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う
、
心
の
目
を
澄
ま
し
、
目
を
凝
ら
し
、
神
様
に
何
を
す
れ
ば
喜
ん

で
い
た
だ
け
る
か
を
考
え
、
行
動
す
る
ん
で
す
」

　

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
に
、
私
は
こ
の
「
神
様
」
を
阿
弥
陀
様
、
仏

様
、
法
然
上
人
に
言
い
変
え
て
そ
の
ま
ま
い
た
だ
い
た
。「
何
の
た

め
に
こ
の
私
は
こ
の
世
へ
送
ら
れ
、
つ
く
ら
れ
て
、
生
か
さ
れ
て
い

る
の
か
。
そ
ん
な
ら
、
お
ま
え
は
え
え
や
つ
や
、
め
ん
こ
い
や
つ
や

と
仏
様
に
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
自
分
の
心
の
目
を
澄
ま
し
、

目
を
凝
ら
し
、
仏
様
に
何
を
す
れ
ば
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
か
、
法
然

上
人
の
お
心
に
、
何
を
す
れ
ば
か
な
っ
て
お
る
か
と
考
え
な
が
ら
、

行
動
を
す
る
」。
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
、
お
念
仏
の
中
で
自
ら
が

一
歩
一
歩
と
育
て
ら
れ
、
生
か
さ
れ
、
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
自
分

が
変
わ
る
こ
と
か
ら
し
か
、「
と
も
い
き
」
は
進
ん
で
い
か
な
い
と

思
え
て
き
ま
す
。

　

戸
松　

な
る
ほ
ど
、
前
島
先
生
に
と
っ
て
、
時
機
相
応
力
は
お
念

仏
の
中
で
自
ら
育
て
ら
れ
、
生
か
さ
れ
、
変
わ
っ
て
い
く
私
た
ち
、

教
師
一
人
一
人
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
今
、
先
生
の
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
時
機
相
応
の
共
生
（
と

も
い
き
）
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。

　

前
島　

私
は
、
今
の
こ
の
時
代
に
時
機
相
応
に
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
私
へ
と
、
私
を
時
機
相
応
に
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
佐
藤
先
生
、

お
願
い
し
ま
す
。

　

佐
藤　

時
期
相
応
と
い
う
の
は
ど
う
も
私
に
は
無
理
な
よ
う
で
す

ね
。
絶
望
的
に
な
っ
て
く
る
。

　

な
の
で
、
ち
ょ
っ
と
違
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
、
マ
ー
ク
・

ブ
ラ
ム
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
に
黙
っ
て
座
っ

て
ろ
、
何
も
考
え
な
い
で
い
ろ
と
い
う
の
は
無
理
で
す
よ
。
絶
対
無

理
で
す
。

　

禅
宗
の
か
な
り
高
名
な
お
坊
さ
ん
に
同
じ
よ
う
な
質
問
を
し
た
ら
、

同
じ
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
禅
宗
の
無
念
無
想
と
い
う
の
は

一
〇
〇
％
嘘
で
頭
の
中
を
空
っ
ぽ
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
今
晩
一
杯

飲
み
た
い
な
、
き
れ
い
な
お
ね
え
ち
ゃ
ん
、
歩
い
て
こ
な
い
か
な
、

明
日
、
何
を
買
お
う
か
な
と
い
う
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。

　

そ
の
方
は
逆
説
的
に
、
い
ろ
い
ろ
な
有
念
有
想
が
出
て
く
る
と
い

う
こ
と
が
当
た
り
前
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
が
重
要
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で
、
そ
う
す
れ
ば
自
然
に
悟
り
と
は
何
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
も
、

お
酒
飲
み
た
い
な
と
同
じ
よ
う
に
出
て
く
る
と
言
う
ん
で
す
。
そ
う

思
っ
た
瞬
間
に
全
部
の
思
い
が
ぱ
っ
と
消
え
る
。
こ
れ
も
私
は
ち
ょ

っ
と
で
き
な
い
。

　

で
は
、
絶
望
的
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
の
世
の
中

に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
自
分
に
ど
う
い
う
雑
念
が
起
こ
る
か
と

い
う
こ
と
を
知
る
。
お
釈
迦
様
も
法
然
上
人
も
、
世
の
中
に
今
起
こ

っ
て
い
る
こ
と
は
全
部
そ
の
通
り
受
け
止
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

痛
い
と
思
っ
た
ら
痛
い
ん
で
す
。
と
き
ど
き
、
我
々
は
痛
い
と
言

う
の
は
い
や
だ
か
ら
、
痛
い
と
思
わ
な
い
よ
う
に
と
思
う
心
が
ど
こ

か
に
あ
り
ま
す
。
お
金
が
な
い
と
言
う
と
、
お
金
が
あ
っ
た
ほ
う
が

い
い
と
い
う
思
い
も
す
る
。

　

つ
ま
り
、
世
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
娑
婆
世
界
で
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
は
全
部
現
実
と
し
て
受
け
止
め
て
、
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し

よ
う
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

私
は
今
、
八
三
才
と
ち
ょ
っ
と
で
す
が
、
恐
ら
く
死
ぬ
ま
で
、
お
酒

は
そ
ん
な
に
い
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
お
い
し
い
物
が
食
べ
た
い

な
あ
と
思
い
続
け
て
死
ぬ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
田
中
先
生
。

　

田
中　

私
は
と
に
か
く
、
一
息
一
息
の
呼
吸
の
中
で
自
分
が
何
を

し
で
か
す
か
わ
か
ら
な
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
っ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
新
聞
紙
上
や
テ
レ
ビ
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
、
私

の
身
に
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら

上
は
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
下
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。

　

お
念
仏
を
離
れ
た
ら
、
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
ん
人
間
で
す
か

ら
、
お
念
仏
は
い
つ
で
も
時
機
相
応
で
あ
り
ま
す
。
唱
え
て
、
お
念

仏
を
申
し
て
い
く
と
い
う
生
活
を
離
れ
た
ら
、
も
う
何
を
し
で
か
す

か
わ
か
ら
ん
人
間
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

戸
松　

藤
本
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
特
に
藤
本
先
生
に
は
、

新
た
に
意
味
づ
け
す
る
概
念
と
し
て
の
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い

き
）
を
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
点
も
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
先
生
が
お
考
え
の
時
機
相
応
は
ど

う
い
う
こ
と
か
お
話
し
願
い
ま
す
。

　

藤
本　

は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
、
ま
ず
は
自

分
自
身
の
こ
と
と
し
て
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
媒
介
物
、
言
語
も
そ
う
で
す
し
、
行
動
も
そ
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う
で
す
。
今
、
は
っ
き
り
思
い
出
せ
な
い
の
で
す
が
、
法
然
上
人
の

お
言
葉
で
「
我
が
身
に
あ
て
お
き
て
人
の
思
い
を
知
る
べ
し
」
と
い

う
御
法
語
が
あ
っ
た
気
が
し
ま
す
が
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
今
日
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム

先
生
が
、
私
た
ち
は
一
つ
一
つ
の
言
葉
に
荷
物
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
私
は
、
言
葉
が
人
間
と
同
じ
よ
う
に
生
ま
れ
故
郷
へ
の

一
種
の
郷
愁
を
い
つ
も
持
っ
て
い
る
、
生
ま
れ
故
郷
を
持
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
時
機
相
応
と
い
う
場
合
に
一
方

と
も
う
一
つ
と
を
、
時
機
を
客
観
的
に
考
え
る
限
り
全
く
意
味
が
な

い
し
、
ま
た
解
説
し
て
も
仕
方
が
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
力
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
言
葉
が
存
在
の
家
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
語
る
人

が
そ
の
言
葉
の
中
に
住
む
。
こ
う
い
う
言
葉
感
覚
は
、
マ
ー
ク
・
ブ

ラ
ム
先
生
の
今
日
の
お
話
で
言
う
と
、
行
動
か
ら
言
葉
が
出
て
く
る

と
い
う
大
事
な
一
点
と
し
て
私
は
受
け
止
め
ま
し
た
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
時
機
相
応
力
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
言
い
得

る
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
私
ど
も
は
そ
れ
を
た
だ
法
然
上
人
の
時
代

に
は
時
機
相
応
で
あ
っ
た
と
し
て
、
距
離
を
置
い
て
、
い
つ
も
理
解

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
今
の
私
た
ち
の
問
題

で
も
あ
る
と
向
い
合
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ

れ
が
共
生
（
と
も
い
き
）
と
い
う
こ
と
へ
と
土
台
を
つ
く
っ
て
い
く

と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

い
や
、
こ
れ
非
常
に
単
純
な
ん
だ
け
ど
、

（
藤
本
）
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
よ
う
に
法
然
が
自
分
の
時
代
に

時
機
相
応
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
つ
い
て
伝
道
し
て
き
た
ん
だ
け
ど
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
時
機
に
適
応
す
る
浄
土
宗
を
つ
く
っ
た

わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
時
代
で
も
ま
た
浄
土
宗
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

い
い
で
す
か
。
今
ま
で
の
浄
土
宗
に
問
題
が
あ
る
か
ら
言
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
で
も
、
今
の
時
代
は
、
毎
日
、
今
ま
で
や

っ
て
き
た
こ
と
、
先
入
観
だ
け
で
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
る
意
味
で
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
学
生
さ
ん
の
気
が
そ
れ
る
と
同
じ

よ
う
な
恐
怖
感
が
私
に
は
あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
浄
土
宗
が
生
き
物
と
し
て
、
活
か
せ
る
た
め
に
こ

れ
か
ら
の
浄
土
宗
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
今
ま
で
や
っ
て
き
た

こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
上
に
社
会
を
見
て
、
自
分
の
理
解
を
見
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て
、
自
分
な
り
の
浄
土
宗
を
ど
ん
ど
ん
皆
、
活
躍
し
た
ら
、
私
は
あ

り
が
た
い
で
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
の
心
に
響
く
マ
ー

ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
の
思
い
で
し
た
。

　

さ
て
、
法
然
上
人
は
比
叡
山
か
ら
下
り
ら
れ
て
開
宗
し
、
配
流
さ

れ
て
も
命
を
賭
け
て
、
そ
の
決
意
を
も
っ
て
お
念
仏
を
ひ
ろ
め
ら
れ

た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
に
、
今
、「
共
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
を

私
ど
も
が
考
え
て
い
く
な
か
で
、
新
し
い
浄
土
宗
の
あ
り
方
、
あ
る

い
は
ご
自
身
の
僧
侶
と
し
て
の
あ
り
方
で
も
結
構
で
す
、
そ
の
あ
た

り
を
具
体
的
に
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

前
島　

時
機
相
応
に
関
わ
り
な
が
ら
、
私
た
ち
は
ど
う
動
く
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
お
念
仏
が
な
か
な
か
拡
ま
ら
な
い
と
い
う
か
、

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
と
お
も
い
ま
す
。
そ
の

点
に
関
し
て
二
つ
、
私
の
実
践
を
お
話
い
た
し
ま
す
。

　

一
つ
は
、
お
通
夜
や
お
葬
式
の
と
き
に
、「
他
宗
派
の
方
も
お
見

え
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
故
人
の
ご
縁
の
あ
る
人
た
ち
が
お
参
り
い

た
だ
い
た
の
で
す
か
ら
、
今
日
は
曲
げ
て
ど
う
ぞ
ご
一
緒
に
お
念
仏

を
お
称
え
い
た
だ
い
て
、
即
得
往
生
で
す
。
極
楽
浄
土
へ
お
送
り
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
」
と
言
っ
て
木
魚
で
お
念
仏

を
し
て
い
た
だ
く
、
お
十
念
も
一
緒
に
お
称
え
い
た
だ
く
と
い
う
こ

と
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
お
寺
で
お
葬
式
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

お
寺
に
木
魚
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
に
配
っ
て
、
一
緒
に

木
魚
を
持
っ
て
や
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
斎
場
で
や
る
お
葬
式
も
多
く

な
っ
て
い
ま
す
が
、
斎
場
で
は
、
皆
さ
ん
、
き
ち
っ
と
座
っ
て
お
ら

れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
こ
の
会
場
い
っ
ぱ
い
に
お
念
仏
を
お

称
え
し
て
、
故
人
の
お
心
を
思
い
、
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う

と
お
伝
え
す
る
と
、
皆
さ
ん
、
お
参
り
に
来
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
、
声
に
出
し
て
称
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
は
今
後
も
続
け
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
も
記
載
し
て
お
き
ま
し
た
。
平
成
二

三
年
（
二
〇
一
一
）
五
月
一
九
日
の
こ
と
で
す
。
シ
ュ
ン
カ
イ
く
ん

の
川
で
の
事
故
死
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
小
学
校
六
年
生
で
日
本
へ
や

っ
て
き
て
、
中
学
校
三
年
生
の
と
き
に
は
一
メ
ー
ト
ル
八
〇
セ
ン
チ

ま
で
背
が
伸
び
て
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
で
最
優
秀
選
手
に
も
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
最
優
秀
選
手
に
な
っ
た
翌
日
に
、
大
陸
の
子
で
泳
ぎ

が
得
意
で
は
な
い
の
に
、
三
人
の
友
達
と
川
へ
泳
ぎ
に
行
っ
て
亡
く
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な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

日
赤
病
院
か
ら
シ
ュ
ン
カ
イ
く
ん
を
私
と
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん

と
一
緒
に
車
に
乗
せ
て
帰
っ
て
き
て
、
お
寺
に
安
置
し
て
、
お
世
話

を
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
そ
の
時
期
は
中
間
試
験
に
入
っ
て
き
て
い
る

と
き
で
し
た
が
、
お
通
夜
に
友
達
・
先
生
方
を
含
め
て
一
六
〇
人
が

参
列
さ
れ
ま
し
た
。
本
堂
に
入
り
切
り
ま
せ
ん
か
ら
周
り
の
引
き
戸

な
ど
を
取
り
払
っ
て
、
な
ん
と
か
入
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

私
は
東
京
・
観
智
院
の
土
屋
光
道
先
生
の
教
え
子
で
も
あ
り
ま
し

て
、
そ
の
関
係
か
ら
ご
子
息
の
土
屋
正
道
上
人
に
も
い
ろ
い
ろ
お
教

え
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
観
智
院
さ
ん
へ
お
念
仏
を
さ
れ

に
西
浦
さ
ん
と
い
う
看
護
師
を
な
さ
っ
て
い
る
方
を
中
心
と
し
た
台

湾
人
の
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
が
お
ら
れ
ま
す
。
シ
ュ
ン
カ
イ
く
ん
の

お
通
夜
の
時
、
神
奈
川
県
か
ら
西
浦
さ
ん
が
か
け
つ
け
て
く
れ
ま
し

た
。
グ
ル
ー
プ
の
方
た
ち
は
、
日
本
に
来
て
い
る
台
湾
の
人
た
ち
の

中
に
、
ど
こ
か
で
ご
不
幸
が
あ
る
と
、
念
仏
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
お
宅
へ
う
か
が
い
夜
通
し
お
念
仏
を
さ
れ
る
の
で
す
。

在
家
の
方
々
だ
け
れ
ど
も
、
す
ご
く
よ
く
お
念
仏
を
さ
れ
ま
す
。

　

節
が
つ
い
た
、
哀
愁
を
持
っ
た
台
湾
の
お
念
仏
を
、
正
に
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
言
っ
て
る
ん
で
す
が
、
本
当
に
心
に
し
み
る
お
念
仏

を
徹
夜
で
称
え
ら
れ
る
。
西
浦
さ
ん
は
、
そ
れ
を
念
仏
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
称
し
て
回
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

私
が
こ
う
い
う
中
国
の
子
ど
も
た
ち
に
日
本
語
支
援
し
て
い
る
こ

と
を
す
ご
く
喜
ん
で
く
れ
て
い
て
、
応
援
も
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ン
カ
イ
く
ん
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
聞
き
つ

け
て
、
病
院
を
休
ん
で
お
通
夜
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
ん
で
す
。
お

通
夜
の
ご
回
向
が
済
ん
で
、
そ
の
あ
と
、
七
時
半
ぐ
ら
い
か
ら
で
し

ょ
う
か
、
西
浦
さ
ん
が
内
陣
に
上
が
ら
れ
て
「
一
緒
に
お
念
仏
を
し

ま
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、
一
六
〇
人
の
中
学
生
、
一
般
の
人
も

交
え
て
、
約
一
時
間
、
お
念
仏
を
お
称
え
し
ま
し
た
。

　

一
時
間
続
け
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
皆
が
涙
を
流

し
な
が
ら
、
皆
が
お
念
仏
に
呼
応
し
な
が
ら
、
続
け
て
、
続
け
て

…
…
。
中
間
テ
ス
ト
が
明
日
か
ら
始
ま
る
と
い
う
の
に
九
時
を
過
ぎ

て
き
た
。
中
学
校
の
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
帰
さ
な
い
と
い
か
ん
。

し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
立
ち
上
が
ら
な
い
。
私
は
お
念
仏
を
止
め

て
、
シ
ャ
ロ
ー
ム
の
歌
を
歌
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
お
別
れ
の
と
き
に

よ
く
歌
う
の
で
、
歌
い
な
が
ら
起
立
し
て
、
回
れ
右
し
て
、
シ
ャ
ロ

ー
ム
で
本
堂
か
ら
送
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
終
わ
っ
た
。

　

翌
日
も
彼
ら
は
試
験
が
終
わ
っ
て
、
昼
か
ら
の
お
葬
式
に
も
や
っ

て
来
た
。
引
導
作
法
、「
て
ら
こ
や
塾
」
の
子
ど
も
た
ち
の
別
れ
の

言
葉
、
校
長
先
生
の
別
れ
の
言
葉
が
終
わ
っ
た
あ
と
、「
何
か
シ
ュ
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ン
カ
イ
く
ん
に
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
皆
さ
ん
、
時
間
を
と

り
ま
す
か
ら
い
い
で
す
よ
、
話
し
す
る
人
は
い
ま
す
か
」
と
言
っ
て
、

マ
イ
ク
を
向
け
ま
し
た
。

　

そ
し
た
ら
、
一
人
、
一
人
、
ま
た
一
人
、
ク
ラ
ブ
の
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
部
だ
っ
た
子
た
ち
、
後
輩
、
ク
ラ
ス
の
子
た
ち
、
皆
、
立
ち
上
が

っ
て
語
っ
た
。
一
人
の
子
が
「
シ
ュ
ン
カ
イ
は
本
当
に
一
人
で
よ
う

頑
張
っ
て
、
日
本
語
を
覚
え
て
、
よ
く
や
っ
て
た
」
と
い
う
こ
と
を

言
い
な
が
ら
、「
た
だ
一
つ
残
念
な
の
は
、
シ
ュ
ン
カ
イ
か
ら
中
国

語
を
学
ぶ
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
」。

　

そ
れ
は
本
当
に
生
き
た
生
命
の
授
業
と
な
り
ま
し
た
。
お
葬
式
が

生
命
の
授
業
に
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
西
浦
さ

ん
が
や
っ
て
く
れ
た
お
念
仏
で
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
シ
ュ
ン
カ
イ
く
ん
の
死
を
そ
の
ま
ま
に
は
で
き
な
い

と
思
っ
て
、
彼
の
戒
名
を
光
山
俊
明
善
士
と
し
ま
し
た
。
翌
年
か
ら

俊
明
忌
を
つ
く
り
ま
し
て
、
午
前
中
法
要
を
行
い
、
午
後
か
ら
国
際

交
流
広
場
を
開
催
し
て
、
皆
で
楽
し
く
や
る
。
元
気
な
明
る
い
子
だ

っ
た
の
で
そ
れ
を
や
る
。
シ
ュ
ン
カ
イ
を
絶
対
に
忘
れ
な
い
と
。

　

そ
し
て
、
一
六
〇
人
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
毎
年
案
内
の
ハ
ガ
キ

を
出
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
も
、
高
校
一
年
生
、
二
年
生
、
三
年
生
、

そ
し
て
今
年
、
就
職
を
し
た
り
大
学
に
進
ん
だ
り
し
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
三
〇
人
ぐ
ら
い
は
来
ま
し
た
。
ず
っ
と
続
け
る
。
彼
ら
が
何
か

に
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
に
、
ハ
ガ
キ
が
届
い
て
、
そ
し
て
シ
ュ
ン
カ

イ
に
会
っ
て
こ
よ
う
。
あ
の
と
き
の
あ
の
お
念
仏
、
あ
の
と
き
の
皆

が
一
時
間
も
か
か
っ
た
、
お
葬
式
の
中
で
の
あ
の
言
葉
は
彼
ら
の
中

に
確
実
に
残
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

　

一
六
〇
人
が
一
〇
〇
人
に
減
っ
て
、
七
〇
人
、
三
〇
人
に
減
っ
た
。

だ
か
ら
や
め
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
。
続
け
て
続
け
て
、
続
け
て

い
っ
た
と
き
、
一
〇
年
経
っ
た
と
き
に
、
彼
ら
の
中
の
一
人
で
も
、

「
あ
、
シ
ュ
ン
カ
イ
に
会
い
に
い
こ
う
」
と
、
あ
の
と
き
の
お
念
仏

を
と
思
い
出
す
子
が
必
ず
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
続
け
て
い
く
の
だ
と
い
う
の
が
、

私
た
ち
「
て
ら
こ
や
塾
」
の
二
二
名
の
ス
タ
ッ
フ
の
合
言
葉
に
な
っ

て
い
ま
す
。
お
檀
家
さ
ん
は
そ
れ
に
協
力
し
て
く
れ
て
、
喫
茶
店
を

や
っ
て
い
た
高
石
さ
ん
と
い
う
ご
夫
婦
は
、
天
ぷ
ら
そ
ば
を
全
部
自

分
も
ち
で
や
っ
て
く
れ
る
。
皆
に
三
〇
〇
円
で
買
っ
て
も
ら
う
。
こ

れ
が
「
て
ら
こ
や
塾
」
の
財
源
に
も
な
っ
て
い
く
。

　

交
流
会
へ
来
た
研
修
生
、
実
習
生
の
人
た
ち
が
、「
て
ら
こ
や
塾
」

で
日
本
語
を
学
び
た
い
と
言
っ
て
く
れ
る
。
シ
ュ
ン
カ
イ
く
ん
は
卒

業
し
た
ら
、
私
た
ち
の
元
か
ら
離
れ
て
い
く
子
だ
っ
た
。
で
も
、
川

で
命
を
落
と
し
た
シ
ュ
ン
カ
イ
く
ん
は
、
こ
の
世
か
ら
は
命
を
落
と
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し
た
け
れ
ど
も
、
逆
に
慶
蔵
院
と
い
う
寺
に
残
っ
て
、
光
山
俊
明
善

士
と
し
て
毎
年
、
毎
年
、
皆
を
集
め
て
く
れ
る
大
き
な
力
を
私
た
ち

に
く
れ
て
い
る
と
思
え
ま
す
。

　

戸
松　

お
話
を
伺
い
た
か
っ
た
の
は
、「
新
し
い
浄
土
宗
」
の
あ

り
方
と
い
う
点
で
す
。
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

今
ま
で
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
こ
と
を
た
だ
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
て
、

法
然
上
人
が
さ
れ
た
よ
う
に
命
を
賭
け
て
、
現
代
に
合
っ
た
新
し
い

浄
土
宗
を
私
た
ち
は
ど
う
考
え
る
の
か
、
ど
う
伝
え
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

今
い
た
だ
い
た
お
話
で
は
、
檀
家
の
ご
葬
儀
を
頼
ま
れ
た
か
ら
行

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
ご
縁
の
あ
る

方
で
あ
れ
ば
、
檀
信
徒
で
な
く
て
も
ほ
か
の
国
籍
の
方
で
も
気
持
ち

を
込
め
て
皆
で
一
緒
に
ご
回
向
す
る
。
そ
う
い
っ
た
寺
院
の
あ
り
方

を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ご
葬
儀
の
あ
と
手
紙
を
出
し
た
り
、
回
忌
法
要
を
行
っ
た
り
す
る

な
か
で
、
恐
ら
く
多
く
の
人
た
ち
、
あ
る
い
は
ご
遺
族
や
ご
縁
の
あ

る
方
た
ち
の
悲
嘆
が
癒
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
ホ
ス
ピ
ス
や
日
本
の
病
院
で
も
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご

遺
族
を
ケ
ア
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
者
に
よ
る
グ
リ

ー
フ
ケ
ア
が
医
療
の
世
界
で
も
始
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

前
島
先
生
の
お
話
は
、
死
を
契
機
と
し
て
、
た
だ
檀
信
徒
の
方
た

ち
に
伝
統
的
・
形
式
的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
、

人
々
の
悲
し
み
に
寄
り
添
う
よ
う
な
こ
と
が
、
新
し
い
浄
土
宗
に
も

必
要
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
高
齢
化
で
多
死
社
会
に
な
る
わ
け
で
、

私
た
ち
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
実
践
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
理
解

し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

前
島　

そ
う
で
す
ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
佐
藤
先
生
、
お
願
い

し
ま
す
。

　

佐
藤　

法
然
上
人
の
念
即
称
、
つ
ま
り
お
念
仏
は
憶
念
の
念
で
は

な
く
て
、
唱
え
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
が
非
常
に
大
き
な
法

然
上
人
の
教
え
の
骨
格
を
な
す
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
お
通
夜
を
務
め
て
い
る
と
き
に
、
遺
族
は
皆
、
わ
あ
わ
あ
泣

く
。
私
は
「
わ
あ
わ
あ
泣
き
た
か
っ
た
ら
泣
き
な
さ
い
」
と
お
も
い

ま
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
悲
し
み
が
深
く
泣
き
声
が
大
き
い
と

き
に
は
お
経
を
止
め
て
、
少
し
落
ち
着
く
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。
外
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国
で
は
わ
ざ
わ
ざ
泣
き
女
を
雇
っ
て
泣
く
こ
と
も
あ
る
と
聞
き
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
「
ア
ッ
ラ
ー
ア
ク
バ
ー
ル
」
と
い

う
言
葉
を
お
念
仏
の
よ
う
に
繰
り
返
し
ま
す
。
意
味
は
「
ア
ラ
ー
は

偉
大
な
り
」
で
す
。

　

イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
場
合
に
オ
ー
ム
で
す
。
デ
リ
ー
大
学

の
寮
の
裏
庭
が
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
し
た
。
孔
雀
が
つ
つ
き
に
来
て
も
石

の
上
に
座
っ
て
、
オ
ー
ム
を
繰
り
返
す
。
こ
れ
は
実
は
非
常
に
大
変

な
こ
と
で
す
。

　

世
俗
的
な
こ
と
で
言
う
と
、
労
働
組
合
で
も
「
頑
張
ろ
う
」
と
掛

け
声
を
か
け
た
り
す
る
。
宗
教
的
な
レ
ベ
ル
と
世
俗
的
な
レ
ベ
ル
を

同
じ
に
し
て
比
較
し
て
は
申
し
わ
け
な
い
け
れ
ど
も
、
声
に
出
し
て

言
う
と
い
う
こ
と
は
、
連
帯
感
を
強
め
る
。
そ
し
て
ま
た
自
分
自
身

が
そ
こ
に
参
加
し
て
い
る
。
私
は
お
通
夜
の
と
き
に
、
わ
ざ
わ
ざ

「
わ
あ
わ
あ
泣
い
て
く
れ
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
が
非
常
に

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
法
然
上
人
が
念
即
称
、
口
に
出
せ
、
憶
念
の

念
は
だ
め
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
正
に
正
論
中
の
正
論
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
少
し
お
伺
い
し
た
い
こ

と
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
時
間
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ま
た
あ
と
の

時
間
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

で
は
、
田
中
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

田
中　

私
は
、
念
仏
を
申
せ
ば
体
が
丈
夫
に
な
る
。
健
康
が
維
持

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
す
る
意
味
で
も
、
各
ご
住
職
が
元
気

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
一
番
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
、
声
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
皆
様
が
も
う
少

し
関
心
を
払
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
声
と
か

悪
い
声
と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
両
親
か
ら
お
も
ら
い
に
な
っ

た
も
の
で
、
そ
の
中
で
ご
自
分
の
声
を
も
う
少
し
、
人
々
に
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
話
が
伝
わ
る
と
か
、
お
経
の
声
が
ホ
ー
ル
の
端
か
ら
端

ま
で
聞
こ
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
一
番
遠
い
方
に
聞
こ
え
な
い
と

だ
め
で
す
か
ら
。

　

そ
う
い
う
こ
と
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
法
式
の
ほ

う
で
皆
様
か
ら
よ
く
問
わ
れ
る
の
は
、「
形
式
が
始
ま
る
と
崩
壊
が

始
ま
る
」
と
い
う
一
句
で
す
ぐ
括
ら
れ
ま
す
。
形
を
整
え
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
真
実
か
ら
離
れ
て
い
く
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
う

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

法
式
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
だ
め
で
す
。
特
に
僧
階
が
上
が
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れ
ば
上
が
る
ほ
ど
だ
め
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
皆

さ
ん
、
よ
ほ
ど
考
え
な
い
と
だ
め
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
今
ま
で
の
使
命
、
今
は
も
う
何
と
言
っ
て
も
叱

ら
れ
る
年
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
田
中
先
生
は
、
宗
会
議
員
で

も
あ
ら
れ
る
わ
け
で
、
今
、
僧
侶
の
再
研
修
や
、
僧
侶
の
資
質
向
上

の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
い
ろ
い
ろ
と
実
現
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
藤
本
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

藤
本　

宗
議
会
に
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
関
連
質
問
に
な
り

ま
す
と
、
い
つ
矢
が
飛
ん
で
く
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
経
験
を
こ

の
と
こ
ろ
し
て
お
り
ま
す
。
話
の
流
れ
で
い
き
ま
す
と
、
私
が
新
た

な
意
味
に
よ
る
方
向
づ
け
と
い
う
、
新
し
い
言
葉
で
表
現
し
た
こ
と

に
発
端
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

実
は
、
私
た
ち
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
、
念
仏
す
る
、
信
仰
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
で
も
な
さ
れ
て
き
た
、
ま
た
今

も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
個
人
は
一
人

一
人
異
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
、
そ
の
方
に
新
し
さ
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
ま
さ
に
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

行
動
主
義
的
な
教
義
と
い
う
特
色
が
浄
土
の
教
え
で
は
な
か
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
改
め
て
、
新
た
な
意
味
に
よ
る
方
向
づ
け
と
申
し
ま
し
た

の
は
、
浄
土
宗
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
の
持
つ
ア
ピ
ー
ル
は
、
こ
れ

ま
で
の
浄
土
宗
の
伝
統
を
深
く
土
台
と
し
て
、
そ
こ
に
現
代
の
我
々

が
ど
う
行
動
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
ど
う
行
動
し
て

い
く
か
と
い
う
と
、
念
仏
を
申
す
、
阿
弥
陀
さ
ま
へ
の
信
仰
に
つ
い

て
は
、
い
つ
の
時
代
も
そ
れ
は
話
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え

て
、
私
ど
も
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
念
仏
・
信
仰
を
改
め
て

捉
え
直
し
て
い
く
、
ま
た
は
自
覚
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
常
に

“
自
分
自
身
の
中
に
”
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意

味
で
、「
新
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
時
間
に
な
り
ま

し
た
。

　

明
日
二
日
目
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
本
日
あ
げ
ら
れ
た
課
題
に

対
し
て
、
で
は
私
た
ち
は
ど
う
す
る
の
か
、「
世
界
に
共
生
（
と
も

い
き
）
を
」
の
具
現
化
に
向
け
て
私
た
ち
が
一
体
何
を
ど
う
し
た
ら
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よ
い
の
か
、
私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

具
体
的
に
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
、「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
進

め
る
な
か
で
、
そ
の
前
提
と
い
た
し
ま
し
て
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先

生
に
基
調
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
本
当
に
私
ど

も
に
は
皮
肉
な
話
で
す
が
、
今
、
世
界
的
に
仏
教
が
仏
教
国
以
外
で

ブ
ー
ム
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
事
実
を
伺
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
ブ
ー
ム
に
は
浄
土
宗
も
浄
土
真
宗
も
含
め

て
、「
浄
土
教
」
は
そ
こ
に
乗
っ
て
い
な
い
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し

た
。

　

そ
う
い
っ
た
現
状
の
な
か
で
、
法
然
上
人
の
お
念
仏
に
基
づ
く
教

え
を
少
し
で
も
多
く
の
方
に
伝
え
て
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
存
在
で

あ
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
の
か
、
そ
れ
は
時
期
相
応
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
明
日
は
具
体
的
に
私
た
ち
が
何
を
し

て
い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
ご
発
題
い
た
だ
い
て
、
ご
参
加
の
皆

様
に
し
っ
か
り
と
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
い
て
、
一
人
一
人
、
私
ど
も

が
そ
れ
を
考
え
て
少
し
で
も
実
践
で
き
る
よ
う
な
契
機
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
た
明
日
、
こ
の
続
き
を
議
論
い
た
し
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

司
会　

先
生
方
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
ご
発
表
、
ご
討
議

い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
、
マ
ー
ク
・

ブ
ラ
ム
先
生
、
午
前
中
か
ら
長
い
時
間
、
ご
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
て
、

ま
だ
長
旅
の
疲
れ
も
残
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
日
中
参

加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

先
生
方
へ
の
感
謝
も
込
め
ま
し
て
、
十
遍
の
お
念
仏
を
皆
さ
ま
と

ご
一
緒
に
お
称
え
を
い
た
し
ま
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
本
日
の
部

を
閉
会
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
〔
同
称
十
念
〕

　

先
生
方
に
い
ま
一
度
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍

手
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
（
了
）　
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司
会　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
、
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
二
日
目
を
開
始
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

〔
同
称
十
念
〕

　

そ
れ
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
を
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

戸
松
先
生
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

戸
松　

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を　

そ
の
社
会
的
実
践
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
昨
日
は
、
共
生
（
と
も
い

き
）
の
思
想
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
日
（
二
日
目
）
は
、

「
社
会
的
実
践
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
は
具
体
的
に
何
を
す
べ

き
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
日
は
、
最
初
の
発
題
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
昨
日
、
皆
様
か
ら

い
た
だ
き
ま
し
た
質
問
を
も
と
に
ご
意
見
を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
佐
藤
先
生
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
第
2
日
目

 
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を　

そ
の
社
会
的
実
践

 

■
パ
ネ
ラ
ー 

 

佐
藤
良
純

 
 

前
島
格
也

 
 

田
中
勝
道

 
 

藤
本
淨
彦

 

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

戸
松
義
晴

 

■
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー 

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
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佐
藤　

共
生
（
と
も
い
き
）
運
動
は
、
椎
尾
先
生
の
あ
と
は
、
増

上
寺
ご
法
主
藤
井
實
應
台
下
が
受
け
継
が
れ
、
ハ
ガ
キ
通
信
の
よ
う

な
も
の
を
お
出
し
に
な
っ
て
、
啓
蒙
に
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を

陰
か
ら
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
の
が
、
当
時
の
古
屋
教
学
局
長
さ

ん
な
ど
で
し
た
。
た
だ
、
共
生
運
動
は
、
基
本
的
に
現
在
組
織
的
に

は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

昨
日
、
お
話
し
し
た
黒
川
紀
章
先
生
が
い
ろ
い
ろ
世
界
的
に
共
生

（
と
も
い
き
）
運
動
に
つ
い
て
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
た
の
で
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
で
「
生
き
生
き
共
生
運
動　

全
て
の
社
員
が
信
頼
と

共
生
に
基
づ
き
互
い
に
認
め
合
い
、
自
己
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮

す
る
こ
と
の
で
き
る
企
業
・
文
化
・
風
土
に
向
け
て
」
を
二
〇
一
〇

年
よ
り
展
開
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
も
し
先
生
方
の
中
で
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本
で
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
で

し
た
ら
、
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
恐
ら

く
こ
れ
は
、
椎
尾
先
生
、
黒
川
先
生
の
物
を
読
ま
れ
て
か
、
あ
る
い

は
そ
う
で
な
く
て
、
独
自
に
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
、
そ
の
辺
は
定
か
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
、
共
生
（
と
も
い
き
）
に
関
連
し
て
、
主
に
環
境
問
題

を
取
り
扱
っ
て
い
る
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
（
一
九
一
二

年
～
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
一
九
七
三
年
に
「
デ
ィ

ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
（D

eep Ecology

）
／
シ
ャ
ロ
ー
・
エ
コ
ロ

ジ
ー
（Shallow

 Ecology

）」
と
い
う
概
念
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

直
訳
す
る
と
「
深
い
環
境
運
動
、
浅
い
環
境
運
動
」
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
ま
し
た
の
は
、
こ
の
あ
と
に
我
々
が
共
生

（
と
も
い
き
）
を
世
界
に
広
げ
て
い
く
場
合
に
二
つ
の
重
要
な
要
素

が
あ
る
た
め
で
す
。
一
つ
め
は
言
語
、
い
か
に
「
共
生
（
と
も
い

き
）」
と
い
う
概
念
を
、
外
国
語
を
も
っ
て
日
本
か
ら
伝
え
て
い
く

か
。
二
つ
め
は
そ
れ
が
実
践
運
動
と
し
て
、
昨
日
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
行
動
が
伴
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

こ
の
二
つ
が
な
け
れ
ば
、
共
生
（
と
も
い
き
）
運
動
は
世
界
に
広
が

っ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ア
ル
ネ
・
ネ
ス
氏
は
も
ち
ろ
ん
共
生
運
動
は
ご
存
じ
な
い
わ
け
で

す
。
一
例
と
し
て
氏
が
ど
う
い
う
用
語
を
使
っ
て
「
デ
ィ
ー
プ
・
エ

コ
ロ
ジ
ー
／
シ
ャ
ロ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
概
念
を
伝
え
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

シ
ャ
ロ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
考
え
に
従
っ
て
、
汚
染
問
題
と
資
源

の
枯
渇
は
だ
め
だ
、
だ
め
だ
と
反
対
す
る
運
動
を
起
こ
す
だ
け
で
は

だ
め
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
彼
の
文
章
を
訳
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し
て
み
ま
す
と
、「
現
在
の
地
球
環
境
問
題
は
近
代
以
降
、
人
間
が

自
然
に
対
し
誤
っ
た
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
自
然

は
近
代
人
が
考
え
て
き
た
よ
う
な
征
服
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
」
と

な
る
か
と
お
も
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
元
的
し

か
知
ら
な
い
人
の
発
言
に
し
て
は
驚
く
べ
き
も
の
で
す
。

　

我
々
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
発
言
は
、
今
更
こ
ん
な
こ
と
を
言

う
こ
と
す
ら
お
か
し
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
七
〇
年

代
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、「
人
間
は
自
然
を
征
服
す
る
」、「
動
物
は

我
々
に
食
べ
ら
れ
る
た
め
に
神
様
が
創
造
し
た
も
の
」
と
い
う
思
想

が
ま
だ
主
流
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
表
し
て
い
る
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ア
ル
ネ
・
ネ
ス
氏
の
運
動
も
大
き
な
波
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
そ
の
中
で
七
つ
ほ
ど
の
原
則
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
い
く
つ
か

お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
一
番
目
に
「
独
立
し
て
環
境
の
中
に
人
間

が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
網
の
目
の
ご
と
く
相
互
に
関
係

し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。「
網
の
目
の
ご
と
く
」
と
は
、
ご
存

じ
か
と
お
も
い
ま
す
が
「
イ
ン
ド
ラ
ネ
ッ
ト
」
で
す
。「
イ
ン
ド
ラ

網
」
と
い
う
譬
え
が
仏
教
教
典
に
は
二
五
〇
〇
年
前
か
ら
あ
る
わ
け

で
す
。

　

こ
の
世
の
中
は
網
の
目
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
は

光
る
玉
が
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
が
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
い
る
。
光
は
隣

の
光
と
反
射
し
合
っ
て
、
一
つ
の
キ
ラ
キ
ラ
光
る
網
、
こ
れ
は
帝
釈

天
の
網
と
言
う
。
ま
さ
に
世
の
中
は
縁
起
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
奇
し
く
も
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
氏
は
、「
網
の
目
の
ご
と
く
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

二
番
目
に
は
、
人
間
中
心
主
義
で
は
な
く
て
、
生
態
圏
平
等
主
義

（
バ
イ
オ
ス
フ
ィ
リ
ケ
ル
・
イ
ー
ガ
ー
リ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
）
と
い
う

言
葉
。

　

三
番
目
に
、
生
命
の
多
様
性
と
共
生
、
こ
の
場
合
、
多
様
性
は
ダ

イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（D

iversity

）
で
す
。
共
生
と
し
て
は
シ
ン
バ
イ

オ
シ
ス
（Sim

biosis

）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
が
よ
く
行
っ
て
お
り
ま
す
イ
ン
ド
は
、「
多
様
性
あ
る
統
一
性
」

が
建
国
の
モ
ッ
ト
ー
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
に

は
一
六
の
公
用
語
、
二
〇
〇
〇
か
ら
三
〇
〇
〇
の
地
方
語
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
文
化
を
ど
う
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
つ

ま
り
、
ユ
ニ
テ
ィ
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
（U

nitiy D
iversity

）
で

す
。
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
氏
の
な
か
に
も
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
シ
ン
バ
イ

オ
シ
ス
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
我
々
は
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
の
次
は
平
等
主
義
の
原
則
か
ら
、
反
階
級
制
度
の
姿
勢
、
ア
ン

テ
ィ
・
ク
ラ
ス
ポ
ス
チ
ュ
ア
リ
イ
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
南
北
間



─ 61 ─

の
経
済
格
差
の
問
題
も
含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
格
差
問
題
に
つ
い
て

も
関
係
し
て
い
る
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
、
コ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ラ
イ
ク
・
ノ
ッ

ト
・
コ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
バ
ッ
ト
・
コ
ン
プ
レ
ク
シ
テ
ィ

（Com
plication like not Com

plication but com
plexity

）、
つ

ま
り
「
混
乱
」
と
は
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
複
雑
性
を
認
め
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
現
在
の
世
界
を
見
る
と
そ
の
ま
ま
で

す
ね
。

　

そ
れ
を
「
混
乱
」
と
言
う
か
、「
複
雑
」
と
言
う
か
は
人
に
よ
っ

て
違
う
と
思
い
ま
す
が
、「
混
乱
」
で
は
な
く
て
「
複
雑
」
と
い
う

点
に
解
決
の
糸
口
を
認
め
よ
う
と
い
う
立
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
シ
ン

バ
イ
オ
シ
ス
と
い
う
言
葉
を
こ
こ
で
使
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
最
初
に
戻
り
ま
し
て
、
我
々
が
世
界
に
向
け
て
共
生

（
と
も
い
き
）
の
こ
と
を
お
話
し
す
る
た
め
に
、
ま
ず
用
語
の
問
題

が
ご
ざ
い
ま
す
。
何
と
言
っ
て
も
人
は
言
葉
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
す
る
。
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
口
に
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば

伝
わ
り
ま
せ
ん
。
以
心
伝
心
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
限
り
が
あ
り

ま
す
。

　

以
心
伝
心
だ
と
い
っ
て
も
、
欧
米
で
は
男
の
子
も
女
の
子
に
常
に

「
ア
イ
ラ
ブ
ユ
ー
」
と
口
に
出
す
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ム
先
生
に
は
申
し

わ
け
な
い
で
す
が
、
日
本
人
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
奥
さ
ん
に
「
ア
イ
ラ

ブ
ユ
ー
」
と
言
っ
て
な
い
で
す
。「
自
然
に
わ
か
る
で
し
ょ
」
と
言

う
の
が
日
本
人
で
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、

先
生
は
い
つ
も
奥
さ
ん
が
見
え
る
と
、
そ
っ
と
「
ア
イ
ラ
ブ
ユ
ー
」

と
言
っ
て
い
る
、
羨
ま
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
「
共
生
」
に
対
す
る
訳
を
記
載
し
ま
し
た
。

「C
oliv

ig

」、「C
oex

isten
se

」、「C
on

cu
rren

ce

」、

「Concom
itance

」、「Coincidence

」、「Sym
biosis

」、「Living 
T

ogether

」、「Living in Battle

」。

　
「Living T

ogether

」
と
「Living in Battle

」
は
反
対
語
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
主
な
出
処
は
、
シ
ソ
ー
ラ
ス
と
い
う
、
同
義
語
辞

典
か
ら
引
用
し
ま
し
た
。

　

結
論
的
に
は
、「
と
も
い
き
」、「
お
念
仏
」、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

は
、
訳
せ
な
い
。「
お
念
仏
」
は
「O

nem
butsu

」、「
悟
り
」
は

「Satori

」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
ま
ま
訳
さ
な
い
で
世
界
中
で
通
用

す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
、
あ
る
辞
典
が
出

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。「
デ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
・
オ
ブ
・
ア
ン
ト

ラ
ン
ス
レ
イ
タ
ブ
ル
」、「
翻
訳
で
き
な
い
言
葉
」
と
言
う
辞
典
で
、

二
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
厚
み
が
あ
り
ま
す
。
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主
に
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
と
イ
タ
リ
ア
語
の
関
係
で
す
。
ラ
テ
ン
語

が
語
源
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
イ
タ
リ
ア
語
で
意
味
が
全
く
違
う
例
が

既
に
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
直
系
の
イ
タ
リ
ア
語
で
す
ら
、
翻
訳
で
き
な

い
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
辞
典
が
出
る
く
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
あ
る
言
語
、

思
想
を
伝
え
る
た
め
に
ほ
か
の
言
語
に
訳
す
と
い
う
こ
と
は
、
極
端

に
言
う
と
、
不
可
能
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
だ
め
だ
、
だ
め
だ
と
言
う
だ
け
で

は
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い

の
で
、
な
る
た
け
近
い
意
味
を
持
っ
た
も
の
に
言
い
換
え
る
。
こ
れ

は
異
論
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
英
語
と
日
本
語
を
考
え
て
い
て
も
、

例
え
ば
、
私
は
「
蝶
々
が
フ
ラ
イ
ン
グ
、
飛
ん
で
い
る
と
言
っ
て
は

だ
め
だ
。
蝶
々
は
フ
ラ
ッ
タ
リ
ー
、
風
に
乗
っ
て
ふ
わ
ふ
わ
行
く
ん

で
す
」
と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
辺
の
語
感
は
、
我
々
、
英
語
を
母
国
語
に
し
て
い
な
い
者
に

は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
極
端
な
例
は
、「
歩
く
」
と
「
ウ
ォ
ー
ク

（w
alk

）」
は
違
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
酔
っ
払
っ
た
と
き
の
よ
ろ

よ
ろ
歩
き
、
そ
ぞ
ろ
歩
き
、
急
ぎ
歩
き
、
形
容
詞
を
つ
け
れ
ば
「
歩

く
」
で
い
い
の
で
す
が
、「
ウ
ォ
ー
ク
」
と
い
う
言
葉
自
身
は
、「
歩

く
」
と
は
違
い
ま
す
。

　

同
じ
こ
と
は
「
立
っ
て
い
る
」
と
「
ス
タ
ン
ド
」。「
ガ
ス
ス
タ
ン

ド
」、「
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
」、「
立
っ
て
い
る
」
の
と
「
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
」
と
は
違
う
。
こ
の
よ
う
に
言
語
は
極
端
に
申
し
ま
す
と
、
全

部
、
ア
ン
ト
ラ
ン
ス
レ
イ
タ
ブ
ル
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
、
こ
の
共
生
（
と
も
い
き
）
運
動
を
世
界
に
広

め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
言
語
を
な
る
た
け
日
本
の

意
思
に
近
い
も
の
に
す
る
。
た
だ
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
は
、
昨
日
も
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
は
、「
ホ
ー
リ
ー
パ
ス
は
だ

め
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
体
英
語
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

語
関
係
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
ベ
ー
ス
に
し
た
単
語
が
宗
教
用
語
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

下
手
を
す
る
と
、
例
え
ば
、「
ラ
ブ
（Love

）」。
仏
教
の
愛
は
渇

愛
で
す
。
だ
か
ら
退
け
る
べ
き
も
の
で
す
。
で
も
現
代
我
々
が
言
う

「
愛
（Love

）」
は
、
仏
教
的
概
念
で
い
え
ば
「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン

（Com
passion

）」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
戸
松
先
生
が

大
反
対
な
ん
で
す
が
。
つ
ま
り
「
愛
（Love

）」
に
対
し
て
は
「
コ

ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
（Com

passion

）」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。「
コ
ン

パ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
「
慈
悲
」
と
な
り
ま
す
。
仏
教
的
に
言
え
ば
、
ま

さ
に
仏
が
人
を
愛
す
る
は
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
言
葉
の
持
つ
意
味
、
響
き
と
い
う
も
の
は
、
我
々
が
外
国
語
で
伝
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え
る
も
の
と
一
〇
〇
％
反
対
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
違
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
雑
談
で
す
が
、「
ブ
ッ
ダ
」、
目
覚
め
た
人
と
い
う
言
葉
。

英
語
で
「
エ
ン
ラ
イ
ト
ン
メ
ン
ト
（Enlightenm

ent

）」
と
言
い

ま
し
た
ら
、
あ
る
イ
ン
ド
人
が
「
私
は
毎
朝
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
て
、
夕

方
に
な
る
と
ブ
ッ
ダ
で
は
な
く
な
る
」
と
。
つ
ま
り
毎
朝
起
き
て
、

夜
寝
る
か
ら
、
朝
は
ブ
ッ
ダ
で
夕
方
は
ブ
ッ
ダ
で
は
な
い
。
皆
さ
ん
、

笑
い
話
と
思
う
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
人
は
真
剣
に
そ
う
言
っ
た
ん
で

す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
一
つ
は
言
葉
の
問
題
、
も
う
一
つ
は
マ
ー

ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
強
調
さ
れ
た
行
動
主
義
。
つ
ま
り
、
我
々
が
い

か
に
生
き
て
い
る
か
、
い
か
に
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
か
。
よ
く
言

い
ま
す
。「
あ
の
人
、
言
う
こ
と
と
や
っ
て
る
こ
と
反
対
じ
ゃ
な
い

か
」。
こ
れ
は
絶
対
だ
め
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
我
々
が
で
き
る
だ
け
も
と
に
近
い
意
味
で
言
葉
を
発

す
る
。
そ
し
て
我
々
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
生
活
を
す
る
。
こ
れ
が
、

我
々
が
共
生
（
と
も
い
き
）
を
世
界
に
広
め
る
一
番
の
基
本
で
あ
り

ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
前
島
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

前
島　

失
礼
し
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

私
が
一
〇
年
間
で
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
は
「
て
ら
こ
や
塾
」
と

い
う
活
動
、
ベ
ト
ナ
ム
支
援
の
「
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
の
会
」、
ネ
パ
ー

ル
現
地
の
人
か
ら
Ｏ
Ｋ
バ
ジ
と
呼
ば
れ
て
い
る
垣
見
一
雅
さ
ん
が
支

援
し
て
い
る
村
と
の
関
わ
り
、
こ
の
三
つ
を
積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
た
ち
の
活
動
は
、
初
め
に
何
か
方
針
や
企
画
や
計
画
が
あ
っ
て

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
向
こ

う
か
ら
「
何
と
か
し
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
や
っ
て
き
た
こ
と
に
対

し
て
、
私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
一
緒
に
考
え
て
検
討
し
て
、

そ
の
事
態
を
受
け
止
め
て
、
や
れ
る
こ
と
か
ら
や
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
か
ら
す
べ
て
の
活
動
が
始
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

目
の
前
に
困
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
助
け
を
求
め
ら
れ
て
、
何
と

か
そ
れ
に
応
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
一
つ
考
え
な
が

ら
、
苦
し
み
な
が
ら
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
が
、
今
日
の
「
て
ら
こ

や
塾
」
を
つ
く
っ
て
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
て
ら
こ
や
塾
」
の
始
ま
り
は
、
元
々
、
二
〇
〇
八
年
三
月
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に
中
国
か
ら
来
た
単
意
と
い
う
中
学
校
三
年
生
の
女
の
子
の
高
校
進

学
の
相
談
を
受
け
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
彼
女
は
日
本
語
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
何
と
か
こ
の
子
に
無
料
で
日
本
語
を
教
え
て

あ
げ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
「
て
ら
こ
や
塾
」
が
始
ま
り
ま

し
た
。

　

す
る
と
、
ど
ん
ど
ん
と
中
国
の
子
ど
も
た
ち
が
来
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
学
校
の
勉
強
に
も
つ
い
て
い
け
る
よ

う
に
、
日
本
語
だ
け
で
は
な
く
て
学
校
の
教
科
の
勉
強
も
教
え
だ
し

た
と
こ
ろ
、
日
本
人
の
友
だ
ち
も
「
私
た
ち
も
教
え
て
ほ
し
い
」
と

や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

一
年
後
に
は
塾
へ
行
く
お
金
が
な
い
と
い
う
子
、
あ
る
い
は
い
ろ

い
ろ
な
事
情
が
あ
っ
て
学
校
の
勉
強
が
で
き
な
い
、
家
庭
の
事
情
が

あ
る
と
い
う
日
本
人
も
受
け
入
れ
て
、
学
習
支
援
を
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

現
在
、
外
国
人
の
子
ど
も
は
一
人
で
す
。
あ
と
は
研
修
実
習
生
、

地
域
の
人
た
ち
を
含
め
て
六
名
、
日
本
人
の
出
入
り
が
あ
り
ま
す
が

二
六
名
い
ま
す
。
三
〇
名
弱
の
日
本
人
、
外
国
人
、
大
人
が
学
ん
で

い
る
「
て
ら
こ
や
塾
」
で
す
。

　

ス
タ
ッ
フ
は
二
二
名
。
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
は
当
初
か
ら
有
償
、

費
用
弁
償
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
時
間
助
け
て
も
ら
っ
た
人
に
一

〇
〇
〇
円
を
お
返
し
す
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
形
で
進
め
て

き
ま
し
た
。
そ
の
費
用
を
ど
の
よ
う
に
捻
出
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
、

一
つ
ず
つ
積
み
重
ね
て
き
た
活
動
で
し
た
。

　

こ
の
「
て
ら
こ
や
塾
」
の
活
動
が
軌
道
に
乗
り
出
し
た
こ
ろ
、

「
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
の
会
」
を
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
横
井
久

美
子
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
つ
く
り
ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年
で
す
。
二

〇
一
一
年
か
ら
は
、
無
料
で
ベ
ト
ナ
ム
の
子
ど
も
た
ち
、
中
高
生
を

「
て
ら
こ
や
塾
」
へ
呼
ん
で
、
生
活
支
援
、
食
事
支
援
を
し
な
が
ら
、

六
月
、
七
月
の
六
週
間
、
向
こ
う
が
ち
ょ
う
ど
夏
休
み
な
の
で
、
二

〇
一
五
年
ま
で
で
二
三
名
の
生
徒
を
卒
業
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

　

ベ
ト
ナ
ム
へ
行
っ
て
試
験
を
し
て
、
四
級
レ
ベ
ル
の
日
本
語
能
力

を
持
っ
た
子
を
招
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
、
文
化
交
流
を
さ
せ
て
、

三
級
レ
ベ
ル
に
上
げ
て
戻
す
と
い
う
支
援
で
す
。
年
間
一
〇
〇
万
を

超
え
る
お
金
を
使
い
ま
す
。
今
年
が
一
〇
四
万
七
六
八
〇
円
か
か
り

ま
し
た
。
渡
航
費
が
四
人
で
四
〇
万
で
す
。

　

こ
の
費
用
の
資
金
と
し
て
は
、
共
同
代
表
の
横
井
久
美
子
さ
ん
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
以
来
ベ
ト
ナ
ム
に
ず
っ
と
関
わ
っ
て
き
て
い
た
方
で

す
が
、
こ
の
方
の
全
国
の
三
～
四
〇
〇
〇
人
の
フ
ァ
ン
の
方
が
支
援

を
し
て
く
れ
る
と
い
う
形
で
お
金
が
集
ま
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
不
思
議
な
ご
縁
で
、
私
の
教
え
子
が
、
う
ま
く
人
と
つ
き
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合
え
ず
、
会
社
勤
め
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

子
を
ネ
パ
ー
ル
に
い
る
垣
見
一
雅
さ
ん
、
Ｏ
Ｋ
バ
ジ
に
会
っ
て
こ
な

い
か
と
ネ
パ
ー
ル
に
送
り
出
し
た
こ
と
か
ら
ご
縁
が
つ
な
が
っ
て
、

垣
見
一
雅
さ
ん
の
活
動
と
も
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
一
〇
年
間
、「
て
ら
こ
や
塾
」、
ベ
ト
ナ
ム

支
援
、
ネ
パ
ー
ル
の
村
の
支
援
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
財

政
的
に
お
檀
家
さ
ん
や
、
私
の
昔
や
っ
て
い
た
教
員
仲
間
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
繋
が
り
で
「
て
ら
こ
や
塾
」
に
年
間
九
〇
万
円
ぐ
ら
い
は

支
援
し
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
現
在
、「
て
ら
こ
や
塾
」
で

一
年
間
二
〇
〇
万
円
を
使
い
ま
す
。

　

そ
れ
だ
け
の
お
金
を
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
発
展
の
中
で
財
政
活
動
を
ど
の
よ
う
に
し
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
英
語
教
室
、
茶
道
教
室
、
シ
ュ
ン
カ
イ
く

ん
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
か
ら
続
い
て
い
る
交
流
広
場
な
ど
を
毎
年
続

け
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
昨
年
か
ら
や
り
出
し
た
ニ
ン
ニ
ク
づ
く
り
で
す
。
ニ

ン
ニ
ク
を
つ
く
っ
て
、
黒
ニ
ン
ニ
ク
に
し
て
市
価
の
半
値
で
売
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
全
国
に
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
ま
す
。
お
檀
家
さ
ん
が

空
い
て
い
る
土
地
を
「
和
尚
さ
ん
、
何
に
使
っ
て
も
い
い
か
ら
」
と

言
っ
て
も
ら
っ
て
、
お
檀
家
さ
ん
の
力
も
借
り
な
が
ら
や
っ
て
い
ま

す
。

　

た
ま
た
ま
こ
れ
も
ご
縁
で
す
が
、
う
ち
の
お
檀
家
さ
ん
の
中
に
黒

ニ
ン
ニ
ク
を
ず
う
っ
と
一
五
年
、
研
究
し
て
き
た
人
が
い
ま
し
た
。

こ
の
人
と
提
携
を
し
て
や
っ
た
と
い
う
、
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
で
す

が
、
今
年
で
三
期
目
に
入
り
ま
す
。

　

今
年
の
六
月
に
収
穫
し
た
二
期
目
の
収
穫
は
、「
て
ら
こ
や
塾
」

の
子
ど
も
た
ち
、
保
護
者
を
含
め
て
お
檀
家
さ
ん
等
々
、
オ
ー
ナ
ー

制
も
つ
く
り
ま
し
た
か
ら
、
延
べ
二
〇
〇
名
の
人
た
ち
が
ニ
ン
ニ
ク

の
収
穫
に
関
わ
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
収
穫
祭
の
と
き
に
は
、
ベ
ト
ナ

ム
の
子
ど
も
た
ち
が
来
て
い
ま
す
か
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
の
子
ど
も
た
ち

と
も
一
緒
に
や
る
と
い
う
交
流
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と

い
う
と
、
最
初
に
出
会
っ
た
単
意
と
い
う
女
の
子
で
す
。
社
会
的
な

状
況
を
言
い
ま
す
と
、
二
〇
〇
八
年
、
単
意
が
や
っ
て
き
た
と
き
の

三
重
県
の
状
態
で
す
。

　

資
料
と
し
て
は
っ
き
り
出
て
い
る
の
は
、
津
に
住
む
外
国
人
の
小

学
生
、
中
学
生
、
就
学
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
が
六
〇
〇
人
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
約
三
％
に
当
た
る
一
七
人
が
公
立
学
校
に
も
外
国
人
学

校
に
も
通
っ
て
い
な
い
不
就
学
の
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
中
日
新

聞
』
が
発
表
し
た
も
の
で
す
。
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私
た
ち
が
調
べ
た
伊
勢
市
で
は
、
ず
っ
と
低
く
て
就
学
児
童
生
徒

は
一
六
人
で
し
た
。
一
〇
〇
〇
人
ぐ
ら
い
外
国
人
が
住
ん
で
い
ま
す

が
、
就
学
児
童
は
、
津
が
六
〇
〇
人
に
対
し
て
伊
勢
市
で
は
一
六
人

で
す
。
少
な
い
人
数
な
の
で
そ
れ
が
い
い
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
、

一
六
人
し
か
い
な
い
か
ら
、
教
育
委
員
会
は
手
う
す
で
、
し
っ
か
り

し
た
フ
ォ
ロ
ー
を
考
え
ず
学
校
へ
入
れ
て
し
ま
う
。
専
門
の
日
本
語

教
師
が
足
り
な
い
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
感
じ
て
、
何
と
か
し
た
い
と
申
し
出
て
い

く
と
、「
あ
ん
た
た
ち
、
外
国
人
の
こ
と
だ
け
考
え
て
い
る
だ
け
だ

ろ
う
。
自
分
た
ち
に
は
い
っ
ぱ
い
教
育
課
題
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う

状
態
で
し
た
。
こ
れ
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が

「
て
ら
こ
や
塾
」
初
期
の
私
た
ち
が
抱
え
て
き
た
問
題
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
津
に
住
む
ブ
ラ
ジ
ル
国
籍
の
一
七
歳
の
少
女
は
、
小
学

校
一
年
生
の
と
き
に
来
日
を
し
て
、
小
学
校
の
と
き
は
公
立
学
校
へ

通
っ
て
い
た
。
津
や
松
坂
、
四
日
市
、
鈴
鹿
、
大
き
な
都
市
は
外
国

人
が
多
い
で
す
か
ら
、
教
育
委
員
会
も
手
を
入
れ
て
い
る
。
小
学
校

の
と
き
に
は
、
こ
の
少
女
に
特
別
な
授
業
を
組
ん
で
く
れ
て
い
た
。

抜
き
出
し
授
業
と
か
日
本
語
を
教
え
る
専
門
の
先
生
を
つ
け
る
と
か
、

あ
る
い
は
教
育
委
員
会
で
そ
う
い
う
機
関
を
持
つ
と
か
、
や
っ
て
き

て
く
れ
た
。

　

し
か
し
、
彼
女
が
通
う
こ
と
に
な
っ
た
中
学
校
に
は
な
か
っ
た
。

や
が
て
、
勉
強
が
難
し
く
て
わ
か
ら
な
く
な
り
、
皆
に
笑
わ
れ
る
こ

と
が
嫌
で
学
校
へ
行
か
な
く
な
っ
て
、
半
年
ほ
ど
引
き
こ
も
り
に
な

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
派
遣
会
社
が
目
を
つ
け
て
、
一
三
歳

に
見
え
な
い
か
ら
働
か
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
彼
女
は
そ

れ
以
来
ず
っ
と
働
い
て
い
る
。
自
分
の
妹
が
小
学
校
二
年
生
に
な
っ

て
、
自
分
は
日
本
語
が
で
き
な
く
て
苦
し
ん
だ
か
ら
、
こ
の
子
は
何

と
か
し
て
や
り
た
い
と
思
う
優
し
い
子
で
す
。

　

単
意
の
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
は
、
彼
女
が
や
っ
て
く
る
七
、
八

年
前
に
伊
勢
市
へ
来
ま
し
た
。
中
国
料
理
店
で
働
い
て
い
ま
す
。
両

親
が
日
本
に
永
住
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
子
ど
も
を
呼
び
寄
せ
た

わ
け
で
す
。
で
も
、
単
意
に
し
て
み
れ
ば
、
日
本
語
が
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
親
が
来
い
と
言
う
か
ら
泣
く
泣
く
や
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
の
子
を
何
と
か
し
て
や
り
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
。
こ
の
子
は
よ
く
頑
張
り
ま
し
て
、
高
校
へ
入
っ
た
。
卒

業
式
で
は
答
辞
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
愛
知
学
院
大
学

の
グ
ロ
ー
バ
ル
英
語
学
科
に
入
っ
て
、
こ
の
四
月
に
卒
業
し
て
社
会

人
に
な
り
ま
し
た
。　

私
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
、
こ
の
「
て
ら
こ

や
塾
」
を
つ
く
っ
て
い
く
原
動
力
に
な
っ
た
子
で
あ
り
、
私
た
ち
に

幸
せ
を
く
れ
た
し
、
勇
気
を
く
れ
た
子
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
と
も
か
く
皆
が
力
を
寄
せ
合
っ
て
、
支

援
が
必
要
な
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
ま
た
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が

抱
え
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
、
貧
困
の
克
服
と
い
う
こ
と
も
含
め

て
、
人
の
力
、
地
域
の
力
を
信
じ
な
が
ら
、
私
た
ち
に
で
き
る
支
援

の
輪
、
助
け
合
い
の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　

思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
半
径
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
人
の
顔
が
見
え

る
地
域
に
、
例
え
小
さ
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
小
さ
な
単
位
を
よ
く

し
て
い
く
。
小
さ
な
積
み
重
ね
が
だ
ん
だ
ん
と
広
が
り
を
持
っ
て
い

く
。
半
径
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
目
を
向
け
て
、
そ
こ
に
「
共
生
（
と

も
い
き
）」
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
活
動
を
続
け
て
き
て
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
田
中
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

田
中　

お
疲
れ
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。
共
生
（
と
も
い
き
）
の
社

会
的
実
践
と
い
う
も
の
を
皆
様
に
お
伝
え
す
る
の
が
、
今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
の
方
か
ら
は
、
本
音
を
話
せ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
な
か
な
か
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

皆
様
、
平
成
三
六
年
に
は
開
宗
八
五
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
あ
と
九

年
後
に
迫
り
ま
し
た
。

　

今
日
、
例
え
て
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
直
葬
と
い
う
葬
儀
の
非
常
に

変
わ
っ
た
形
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
大
都
市
圏
で
、
か
な
り
と
は

言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
必
ず
地
方
に
波
及
し
て
ま
い
り
ま
す
。
三
割
ル
ー
ル
と
い

う
の
が
あ
る
そ
う
で
す
。
直
葬
を
望
む
方
が
三
割
を
超
え
た
ら
、
雪

崩
を
打
っ
た
よ
う
に
そ
ち
ら
に
傾
く
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
九
年
間

で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
よ
ほ
ど
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
私
も
平
成
三
六
年
の
開
宗
八
五
〇
年
は
、「
新
生
浄

土
宗
の
誕
生
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
全
宗
門
人
が
臨
ま
な
け
れ
ば
、

今
後
の
浄
土
宗
は
危
う
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
こ
れ
か
ら
息
子
に
住
職
を
譲
り
ま
す
が
、
こ
ん
な
荒
れ
た
状

態
に
し
て
、
今
ま
で
何
を
や
っ
て
き
た
ん
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ

と
に
な
っ
て
は
、
内
心
忸
怩
た
る
も
の
を
感
じ
ま
す
。
や
は
り
こ
こ

は
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。

　

今
ま
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
私
な
り
に
身
も
心
も
緩
ん
で
お
り
ま

し
た
。
こ
こ
で
し
っ
か
り
や
っ
て
い
く
た
め
に
一
つ
の
例
を
皆
様
に

お
話
し
い
た
し
ま
す
。
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こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
方
々
の
例
で
あ
り
ま
す
。
一
九
世
紀
後
半

の
フ
ラ
ン
ス
の
話
で
、
ア
フ
リ
カ
の
ほ
う
へ
キ
リ
ス
ト
教
の
開
教
に

若
い
神
父
さ
ん
た
ち
が
出
向
か
れ
た
そ
う
で
す
。
ア
フ
リ
カ
宣
教
に

赴
い
た
若
い
神
父
た
ち
が
次
々
と
土
地
の
部
族
に
殺
さ
れ
た
。
い
わ

ゆ
る
異
教
を
広
め
に
来
る
の
で
す
か
ら
、
外
敵
と
し
て
殺
さ
れ
て
し

ま
う
ん
で
し
ょ
う
。

　

出
発
前
、
彼
ら
は
特
別
に
書
き
込
ま
れ
た
宣
誓
書
に
署
名
し
て
い

た
。
そ
の
宣
誓
書
に
は
「
殉
教
を
覚
悟
し
て
」
と
い
う
一
文
が
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
に
皆
、
宣
誓
署
名
し
て
行
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し

て
そ
の
時
代
ほ
ど
志
願
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
な
い
。
私
は
こ
こ
に

打
た
れ
ま
し
た
。
行
け
ば
半
分
以
上
の
人
が
殺
さ
れ
る
。
そ
こ
へ
、

は
い
、
私
も
行
き
ま
す
、
私
も
行
き
ま
す
と
手
を
挙
げ
る
方
が
、
こ

の
時
代
ほ
ど
多
か
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　

こ
の
気
持
ち
を
今
の
浄
土
宗
は
こ
れ
か
ら
持
ち
続
け
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
普
段
の
生
活
の
な
か
で

「
死
」
を
忘
れ
て
い
て
も
、
皆
い
ず
れ
死
に
ま
す
。
我
々
が
死
ぬ
ま

で
に
や
る
こ
と
は
、
や
は
り
お
念
仏
の
教
え
を
し
っ
か
り
広
げ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
な
か
で
い
ろ
い
ろ
と
困
難
な
こ
と
、
非

常
に
自
分
の
身
に
辛
い
こ
と
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
。
今
皆
様
、
テ
レ
ビ
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
と
、
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
で
「
家
に
帰
れ
ば
～
何
と
か
ハ
ウ
ス
」
と
い
う
の
が
流

れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
今
度
、
家
を
建
て

る
方
の
た
め
に
広
告
費
を
何
十
億
と
打
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
は
、

そ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
こ
れ
か
ら
家
を
建
て
る
方
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
の
は
三
割
、
あ
と
の
七
割
は
、
今
ま
で
に
そ
の
会
社
で
家
を
建

て
た
方
が
「
こ
の
会
社
で
家
を
建
て
た
の
で
安
心
だ
」、「
い
い
も
の

を
建
て
て
よ
か
っ
た
ね
」、「
少
々
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
や
っ
ぱ
り
こ
こ

で
よ
か
っ
た
ね
」
と
思
わ
せ
る
た
め
に
や
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

昨
日
も
少
し
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」、
摂

取
し
て
捨
て
給
わ
ず
と
い
う
こ
と
を
、
今
ま
で
の
布
教
教
化
の
結
果
、

浄
土
宗
の
檀
信
徒
に
な
ら
れ
た
方
々
に
対
し
て
、
浄
土
宗
は
皆
様
お

一
人
が
い
な
く
な
ら
れ
る
ま
で
布
教
教
化
を
続
け
ま
す
と
い
う
意
思

を
、
新
聞
の
全
面
広
告
で
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
今
ま
で
の
方
々
に
「
浄
土
宗
は
最
後
ま
で
見
捨
て

な
い
ん
だ
な
」
と
い
う
こ
と
が
意
識
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
か
な
り

大
き
い
効
果
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
に
し
た
っ
て

過
疎
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
地
域
の
状
況
を
止
め
る
こ
と
は
我
々
に

は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
こ
と
を
大
々
的

に
銘
打
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
た
檀
信
徒
の
方
は
、

宗
門
に
対
す
る
信
頼
度
を
増
し
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
先
ほ
ど
の
殉



─ 69 ─

教
を
覚
悟
す
る
視
点
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
布
教
に
つ
い
て
も
費
用
対
効
果
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
、
人
口
が
少
な
い
過
疎
地
域
の

よ
う
な
と
こ
ろ
は
撤
収
す
る
こ
と
に
な
り
、
残
さ
れ
た
一
人
一
人
の

と
こ
ろ
に
温
か
な
血
が
届
く
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
う
い
う
覚
悟
が
薄
ら
い
で
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
今
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

　

同
時
に
皆
様
、
お
念
仏
を
そ
れ
ぞ
れ
に
お
伝
え
に
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
ご
自
身
が
お
勤
め
に
な
る
と
き
も
お
念
仏
を
木
魚
で
打

た
れ
る
と
き
に
は
合
間
打
ち
を
な
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
よ
く
、

檀
信
徒
と
一
緒
で
は
合
間
打
ち
は
で
き
な
い
か
ら
頭
打
ち
で
や
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
合
間
打
ち
の
意
味
を
も
う
一
度
考
え
直
し
て
い
た
だ
き

た
い
の
で
す
。
合
間
打
ち
に
い
た
し
ま
す
た
め
に
は
、
六
字
の
「
ナ

～
ム
ア
～
ミ
ダ
～
ブ
」
と
、
声
を
伸
ば
し
て
唱
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。「
ナ
」
の
あ
と
に
は
長
く
な
っ
て
母
音
の
「
ア
」
が
出
る
、

「
ム
」
の
あ
と
に
は
「
ウ
」
の
母
音
が
出
る
、
と
い
う
よ
う
に
声
を

長
く
伸
ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

声
を
長
く
伸
ば
す
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
勢
い
、
肺
活
量
も
か

か
り
ま
す
。
心
肺
能
力
も
鍛
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、

間
に
犍
稚
が
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
念
仏
の
声
を
犍
稚
、
打
物
に

よ
っ
て
消
さ
な
い
と
い
う
効
果
が
こ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
念
仏
を
こ
の
よ
う
に
合
間
打
ち
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
も
う

一
つ
は
、
一
人
の
方
が
「
ナ
～
ム
ア
～
ミ
ダ
～
ブ
」
あ
る
い
は
同
称

十
念
で
「
同
称
十
念
」
と
「
ナ
～
」
と
同
じ
音
の
高
さ
で
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
声
で
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
音
楽
用

語
で
言
う
と
斉
唱
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
が
非
常
に
ま
た
人
々
に
感
化

す
る
と
い
う
か
、
シ
ン
パ
シ
ー
を
与
え
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
難
し
い
と
思
い
ま
す
の
は
、
女
性
教
師
が
増
え

て
ま
い
り
ま
し
た
。
女
性
教
師
は
、
意
外
と
音
が
低
い
の
で
す
。
皆

様
、
カ
ラ
オ
ケ
に
行
く
と
経
験
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
女
性
歌
手

の
歌
を
歌
お
う
と
す
る
と
、
私
た
ち
男
性
は
音
高
を
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
苦
労
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
女
性
教
師
が
混
じ
っ
た
と
き
で
も
同
じ
音
域
で
お
念

仏
を
申
す
と
な
る
と
、
他
人
の
こ
と
を
気
遣
う
、
周
り
の
こ
と
を
気

遣
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
お
念
仏
の
声
を
犍
稚
で
消

さ
な
い
、
次
に
音
の
高
さ
は
同
じ
よ
う
に
す
る
、
そ
し
て
速
度
も
同

じ
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
一
人
の
お
念
仏
で
は
考
え
な

い
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
れ
は
人
の
つ
き
合
い
の
中
で
も
周
り
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
ど
ん
な
よ
い
こ
と
で
も
独
り
よ
が
り
で
は
広
が
っ

て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
音
楽
家
の

方
々
に
、「
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
は
非
常
に
協
調
性
が
あ
り
ま
す
ね
」

と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
お
念
仏
を
唱
え
る
に
つ
い

て
も
こ
こ
ま
で
配
慮
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
の
合
間
打
ち
。
檀
信
徒
の
方
々
に
は
合
間
打
ち
は
で
き
な
い
と

お
思
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
頃
か
ら
合

間
打
ち
で
法
要
の
と
き
に
臨
ん
で
い
た
だ
け
ば
、
だ
ん
だ
ん
で
き
る

も
の
で
す
。

　

も
し
そ
う
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ご
住
職
が
頭
打
ち
に
な
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
々
は
増
上
寺
の
法
式
修

練
道
場
へ
お
い
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
直
し
て
差
し
上
げ

ま
す
。
合
間
打
ち
が
お
で
き
に
な
ら
な
い
の
は
、
浄
土
宗
の
お
坊
さ

ま
と
し
て
は
少
し
勉
強
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
訓
練
で

必
ず
直
り
ま
す
。
直
ら
な
い
方
は
今
ま
で
に
お
ら
れ
な
い
の
で
す
。

必
ず
直
り
ま
す
。

　

合
間
打
ち
の
お
念
仏
を
そ
う
重
く
思
わ
な
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
が
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
実
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。

い
ろ
い
ろ
と
周
り
の
こ
と
が
あ
っ
て
初
め
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
共
生
（
と
も
い
き
）
の
社
会
的
実
践
に
つ
き
ま
し
て
も
、

大
き
な
覚
悟
を
も
っ
て
、
そ
の
方
々
の
た
め
に
伝
え
て
い
く
ん
だ
と

い
う
思
い
で
も
っ
て
、
必
ず
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
唱
え
を
す
る

こ
と
を
お
伝
え
い
た
だ
く
。

　

そ
し
て
、
皆
様
、
同
称
十
念
を
、
檀
家
さ
ん
に
、
四
遍
、
四
遍
、

二
遍
と
お
伝
え
な
さ
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
と
お
唱
え
に
な
っ

て
、「
四
遍
、
続
か
な
か
っ
た
方
、
あ
り
ま
す
か
」
と
手
を
挙
げ
て

も
ら
い
ま
す
。
手
を
挙
げ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
り
し
た
ら
、

「
そ
の
方
は
お
寺
へ
来
る
前
に
医
者
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
何
か
心

肺
に
特
段
の
ご
病
気
が
な
い
限
り
、
普
通
は
四
遍
続
き
ま
す
。
こ
れ

が
続
か
な
い
の
は
、
何
か
お
あ
り
に
な
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
笑
わ

せ
な
が
ら
、
お
寺
は
い
い
と
こ
ろ
だ
な
と
、
来
て
い
た
だ
く
。

　

と
に
か
く
お
念
仏
の
中
に
生
活
を
整
え
て
い
た
だ
く
。
皆
さ
ん
、

暇
が
で
き
た
ら
お
念
仏
と
言
っ
て
い
た
の
で
は
、
暇
は
で
き
な
い
で

す
。
一
体
、
い
つ
暇
が
で
き
る
ん
で
す
か
。
そ
れ
は
火
葬
場
へ
行
く

ま
で
で
き
な
い
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
お
念
仏
の
中
に
日
々
の
生
活
を
打
ち
立
て
る
と
い
う

こ
と
を
、
い
つ
も
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
と
に
か
く
繰
り
返
し
し
か

な
い
で
す
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
お
伝
え
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
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お
念
仏
の
声
が
満
ち
て
く
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
す
べ
き
か
。
一

宗
な
ら
何
を
す
べ
き
か
。
ご
住
職
な
ら
何
を
す
べ
き
か
。
寺
庭
の
方

な
ら
何
を
す
べ
き
か
。
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
使
命
と
い
う
も
の
が
お
わ

か
り
に
な
り
、
お
気
づ
き
に
な
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
勤
め
て
い
き
た
い
な
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

戸
松　

田
中
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
藤
本
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

藤
本　

実
践
と
い
う
こ
と
を
本
日
の
話
題
に
す
る
と
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
を
お
開
き
い
た
だ
い
て
、
始
め
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

昨
日
、
時
機
相
応
力
と
い
う
話
題
を
提
供
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と

に
関
し
て
現
在
の
時
代
を
ど
う
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
代
日
本
は
国
際
化
を
経
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
世
界
で
あ
る
。
国

際
化
と
い
う
着
眼
点
に
は
国
（nation

）
と
か
言
語
（language

）、

そ
し
て
地
理
・
風
土
な
ど
が
意
識
化
さ
れ
て
、
各
々
の
身
元
・
同
一

性
（identity

）
が
保
持
さ
れ
る
人
間
の
営
み
が
優
位
を
占
め
る
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
、
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い

う
着
眼
点
は
、
政
治
・
経
済
の
営
み
に
価
値
観
を
置
く
、
調
整
・
平

均
化
、
数
字
化
が
優
位
を
占
め
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
、

言
語
、
風
土
、
地
理
な
ど
の
具
体
的
な
身
元
、
同
一
性
へ
の
意
思
、

い
わ
ゆ
る
「
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な
解
決
」、「
生
き
る
こ
と
の
意

味
」、「
宗
教
的
欲
求
」
が
二
次
的
に
な
り
、
希
薄
化
さ
れ
て
い
る
方

向
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
折
り
に
こ
そ
、「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
は
、

非
常
に
大
事
な
、
我
々
が
掲
げ
る
課
題
で
す
。
そ
こ
で
五
つ
の
観
点

を
用
意
し
な
が
ら
捉
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
言
葉
」
と
そ
れ

に
よ
る
「
人
間
の
存
在
」、「
文
化
」。
そ
れ
ら
に
土
台
を
置
き
ま
し

て
、
私
ど
も
浄
土
宗
徒
に
と
っ
て
当
然
の
営
み
で
あ
り
ま
す
お
念
仏

が
あ
り
ま
す
。

　

①
我
々
が
用
い
る
言
葉
は
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
「
そ
の
生
ま
れ

故
郷
へ
の
一
種
の
郷
愁
を
持
っ
て
い
る
」。
そ
う
い
う
言
語
感
覚
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昨
日
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
単
語
に
は
私
た
ち
一
つ
一
つ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
か
ら

だ
と
い
う
こ
と
に
通
じ
る
と
思
い
ま
す
。

　

②
「
言
葉
は
存
在
の
家
で
あ
る
、
言
葉
を
語
る
人
が
そ
の
言
葉
の
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中
に
住
ん
で
い
る
」
と
い
う
指
摘
で
す
。
こ
れ
は
言
葉
が
言
葉
だ
け

で
浮
遊
す
る
の
で
は
な
く
、
行
動
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
う
い
う
理

解
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
宗
教
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
場
合
、
③
岸
本
英

夫
先
生
の
定
義
で
は
「
人
間
が
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
究
極
的
な

意
味
、
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な
解
決
に
関
わ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
④
西
谷
啓
治
先
生
は
、
人
間
の
持
つ
「
宗
教
的

な
欲
求
」
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
が
、
言
葉
、
人
間
が
存
在
す
る
、

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
も
う
一
つ

加
え
ま
し
て
、
文
化
で
す
。
⑤
「
宗
教
は
文
化
の
実
体
で
あ
り
、
文

化
は
宗
教
の
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
文
化
は
宗
教
の
表
現
で
あ
る
。

　

私
ど
も
に
は
宗
教
者
と
し
て
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
な
五
つ
の
点

を
土
台
と
し
な
が
ら
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
と
い
う
非

常
に
具
体
的
な
行
動
が
実
践
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
実
践
に
は
、
直
接
的
な
実
践
と
間
接
的
な
実
践
が
あ
る
と
考

え
ま
す
。
例
え
ば
、
言
語
の
翻
訳
は
間
接
的
な
実
践
で
す
。
大
変
大

き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
社
会
的
な
営
み
と
し
て
、
慈
悲
の

心
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
形
で
実
践
す
る
こ
と
は
、
直
接
的
な
実

践
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
二
つ
に
分
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
仏
教
は
伝
播
、
つ
ま
り
、
伝
わ
っ
て
き
た
、
伝

え
ら
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。
そ
れ
を
一
つ
一
つ
見
て
い
き
ま
す
と
、

非
常
に
明
確
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
も

私
ど
も
の
日
本
仏
教
も
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
国

の
「
風
土
・
習
俗
・
言
語
・
文
化
・
価
値
な
ど
」
に
溶
け
込
み
、
入

り
込
ま
な
け
れ
ば
、
人
々
に
「
生
き
る
こ
と
の
究
極
的
な
意
味
」
を

教
え
た
り
、「
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な
解
決
」
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
日
本
仏
教

は
非
常
に
特
色
を
持
ち
、
ま
た
力
強
い
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
、「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）

を
」
と
い
う
最
前
線
を
、
浄
土
宗
は
「
使
節
」「
伝
道
」
を
意
味
す

る
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（m

ission

）」
と
呼
ば
ず
に
「
開
教
」
と
呼
び
、

皆
様
方
、
ご
存
じ
の
と
お
り
に
展
開
し
て
き
ま
し
た
。

　

開
教
を
ど
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
か
。『
浄
土
宗
布
教
伝
道

史
』
に
は
「
無
仏
教
の
地
に
浄
土
宗
の
教
え
を
種
ま
き
し
広
め
る
」

と
定
義
し
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
精
神
が
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い

き
）
を
」
に
重
な
る
と
思
い
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
現
在
で
は

南
米
開
教
区
、
北
米
開
教
区
、
シ
カ
ゴ
教
会
、
ハ
ワ
イ
開
教
区
、
オ
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ー
ス
ト
ラ
リ
ア
開
教
区
、
フ
ラ
ン
ス
開
教
区
の
五
開
教
区
一
教
会
で

「
開
教
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
国
内
で
は
、
過
密
人
口
地
域
と
浄
土
宗
寺
院
不
在
の

地
域
に
向
け
て
の
国
内
開
教
が
語
ら
れ
ま
す
。
実
は
国
外
で
も
国
内

で
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
昨
日
申
し
ま
し
た
「
風
土
・
習
俗
・
言

語
・
文
化
・
価
値
な
ど
の
狭
間
・
相
違
」
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
、

“
一
歩
出
て
会
う
”
と
い
う
営
み
で
す
。
一
歩
出
て
会
う
、
エ
ン
カ

ウ
ン
タ
ー
で
す
。
単
な
る
カ
ウ
ン
タ
ー
で
な
く
、
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー

が
実
践
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

現
代
日
本
に
お
き
ま
し
て
は
、
社
会
状
況
な
ど
を
見
ま
す
と
、
法

務
省
の
統
計
で
は
、
二
〇
一
四
年
末
現
在
の
外
国
人
登
録
者
は
一
八

五
万
人
に
な
る
。
二
〇
〇
万
人
近
く
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
分
別
を
記

載
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
浄
土
宗
の
信
者
さ
ん
が
何
人
だ
ろ
う
が
、

外
国
人
登
録
者
が
こ
れ
ほ
ど
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
ど
も
が
こ

の
日
本
に
い
な
が
ら
今
言
う
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
の

課
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
う
い
う
方
々
に
、

先
ほ
ど
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
な
意
味
と
、
昨
日
、
具
体
的
に
手
立
て

を
講
ず
る
こ
と
が
先
生
方
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、「
世
界

に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
と
い
う
の
は
、
私
ど
も
の
足
元
の
現
状

で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
し
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
の
課
題
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
私
は
四
つ
の
開
教
を
提
示
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
つ
ま
り
、「
無
仏
教
の
地
に
浄
土
宗
の
教
え
を
種
ま
き
広
め

る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
極
端
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現

代
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
は
そ
れ
ぐ
ら
い
の
覚
悟
が
要
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

四
つ
の
う
ち
の
第
一
は
、
国
外
開
教
の
た
め
の
開
教
使
の
役
割
、

第
二
に
は
過
密
人
口
地
域
と
浄
土
宗
寺
院
不
在
の
地
域
に
向
け
て
の

開
教
、
第
三
に
在
日
さ
れ
て
い
る
外
国
人
へ
の
開
教
、
第
四
は
も
う

既
に
切
実
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
檀
家
制
度
の
中
で
の
開
教
。

こ
の
四
つ
が
非
常
に
大
事
な
実
践
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
四
つ

の
開
教
が
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
を
醸
成
し
、
造
り
上

げ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
場
合
、
重
要
か
つ
基
本
的
な
考
え
方
と
姿
勢
が
あ
り
ま
す
。

宗
祖
法
然
上
人
の
ご
生
涯
を
辿
り
、
そ
れ
を
知
る
。「
な
ぜ
法
然
上

人
が
往
生
浄
土
の
教
え
を
打
ち
立
て
た
の
か
」
と
い
う
問
い
で
す
。

そ
こ
に
は
法
然
上
人
の
時
代
の
状
況
が
あ
り
ま
す
が
、
我
々
の
社
会

の
状
況
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
相
対
的
・
客
観
的
に
で
は
な
く
、
私

ど
も
の
課
題
と
し
て
取
り
組
み
、
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
僧
侶
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の
大
事
な
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。
宗
祖
を
遠
い
と
こ
ろ
に
置
い
て
解

説
す
る
態
度
で
は
な
く
、
私
ど
も
の
課
題
と
衝
突
さ
せ
る
と
言
っ
て

も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
ど
も
が
浄
土
宗
の
僧
侶
で
あ
る
限
り
、

そ
の
よ
う
に
申
し
て
も
ご
無
礼
で
は
な
い
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、“
宗
祖
へ
の
な
ら
い
”
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
、
私

も
四
〇
年
近
く
佛
教
大
学
で
教
鞭
を
取
り
、
浄
土
宗
僧
侶
養
成
課
程

の
授
業
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
法
然
上
人
の
御
伝
記
を

初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
き
っ
ち
り
と
読
ん
だ
学
生
は
数
え
る
ほ
ど
し

か
い
な
い
。
つ
ま
り
、
法
然
上
人
の
伝
記
に
は
こ
う
い
う
も
の
が
あ

り
、
あ
ん
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
述
を
比
べ
た
ら
ど
ち
ら
の

記
事
が
正
し
い
か
、
ど
ち
ら
が
資
料
的
に
古
い
の
か
な
ど
、
知
識
・

学
問
的
な
こ
と
は
話
題
に
し
ま
す
が
、
法
然
上
人
の
ご
生
涯
に
直
接

触
れ
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
な
か
し
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
ご
生
涯
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
、
浄
土
宗
に
お
け
る
実
践
力
を

増
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
と
思
い
、
実
は
今
、

私
は
反
省
し
な
が
ら
お
話
し
し
て
お
り
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
昨
日
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
「
人
間
法
然
」
と
い
う
点
に
つ
な
が
り
ま
す
。
宗
祖
と
し
て
の
法

然
、
私
ど
も
浄
土
宗
で
は
教
団
人
と
し
て
は
、
こ
れ
は
絶
対
に
大
事

な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
現
代
が
求
め
て
い
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
に
敏
感
に
な
る
こ
と
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
人

間
法
然
」
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、
そ
う
い
う
目
線
で
ま

と
め
ら
れ
た
本
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

今
申
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
実
践
し
な
が
ら
、「
世
界
に
共
生

（
と
も
い
き
）
を
」
は
、
風
俗
・
習
慣
・
言
語
・
文
化
・
価
値
な
ど

に
お
い
て
、
そ
こ
に
浸
透
し
て
い
く
法
然
仏
教
だ
と
思
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
問
題
で
あ
り
、
言
葉
の
問

題
で
あ
り
、
文
化
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
突
破
口
を
、
私
ど
も
が
持

つ
と
い
う
こ
と
が
実
践
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

次
に
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
ま
し
た
（
１
）
先
祖
供
養
に
留
ま
ら
な
い
。

儀
式
を
儀
式
で
終
え
な
い
。
儀
式
の
意
味
と
意
義
の
説
き
示
し
に
よ

っ
て
宗
教
性
・
倫
理
性
・
道
徳
性
の
中
に
入
り
込
み
、
人
と
し
て
の

生
き
方
の
原
理
を
提
示
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
生
老
病
死
の
器
で

あ
る
人
間
の
問
題
を
提
示
す
る
。

　

儀
式
は
人
間
の
情
感
的
な
切
り
口
に
お
い
て
体
験
す
る
導
き
で
す

が
、
説
明
を
十
分
に
尽
く
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
説
明
責
任

を
果
た
す
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
目
で
見
ま
す
と
「
一
百
四
十
五
箇

条
問
答
」
の
よ
う
な
法
然
上
人
の
言
葉
は
、
特
に
私
ど
も
の
問
題
意

識
の
中
で
読
み
返
し
な
が
ら
、
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
（
２
）
現
代
社
会
は
参
加
型
社
会
で
す
。
念
仏
す
る
と
い
う
実
践
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が
も
た
ら
す
特
色
を
僧
俗
共
に
味
わ
う
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
昨
日
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
も
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
私
は
、
禅
仏
教
に
対
す
る
念
仏
仏
教
を
提
唱
い
た
し

ま
す
。
つ
ま
り
、
共
に
念
仏
す
る
と
い
う
興
味
の
差
し
向
け
方
が
、

お
寺
と
い
う
空
間
に
お
い
て
実
践
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

　

実
は
、
三
〇
年
ぐ
ら
い
前
、
私
は
京
都
に
住
ん
で
お
り
ま
し
て
、

京
都
の
お
寺
さ
ん
は
月
に
一
回
、
お
念
仏
の
例
会
を
持
た
れ
て
、
ご

講
師
様
を
お
呼
び
に
な
ら
れ
た
り
、
そ
こ
に
多
く
の
僧
俗
の
方
が
参

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
ど
も
も
そ
う
い
う
お
参
り
に
一
人
で
、
ま
た

家
族
で
参
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
急
激
に
な
く
な
っ
て
き
た
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
私
の
個
人
的
な
意
見
で
す
が
、
寺
院
が
家
族
的
に
な
り
過

ぎ
た
。
つ
ま
り
、
一
般
の
家
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
寺
院
の
開
放
と
い
う
こ
と
と
念
仏
す
る
道
場
に

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
私
ど
も
の
足
元
で
あ
る
べ
き
実
践
だ
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
か
ら
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
念
仏
道
場
を
開
い
て

い
く
と
い
う
こ
と
の
手
応
え
を
、
昨
日
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
（
３
）
対
機
説
法
で
す
。
こ
れ
は
ま
ず
相
手
を
受
け
入
れ
る
こ
と

で
す
。
自
ら
の
生
活
体
験
と
念
仏
体
験
を
、
習
慣
・
風
俗
・
言
語
・

文
化
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
具
体
的
に
言
葉
化
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
言
葉
化
す
る
と
き
に
は
面
と
向
か
っ
て
相
手
が
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
対
機
で
あ
り
、「
自
行
化
他
」
の
実
践
以
外
の
何
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
、
相
手
の
関
心
や
興
味
を
引
っ
張
り
出
す
柔
軟
性
を
培
い
、

実
践
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
柔
軟
性
と
い
う
こ
と
と

「
共
に
」
と
い
う
こ
と
は
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
問
答
を
解
読
し
ま
す
と
、
私
た
ち
は
そ
の
問
答
の
文

字
面
だ
け
を
見
よ
う
と
し
ま
す
が
、“
誰
に
何
を
ど
の
よ
う
に
”
お

答
え
に
な
っ
た
か
と
い
う
目
線
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

読
み
取
る
読
み
方
に
よ
っ
て
大
変
な
こ
と
を
教
わ
る
と
思
い
ま
す
。

　
（
４
）
宗
教
の
役
割
が
問
わ
れ
ま
す
。
安
心
と
希
望
と
人
と
し
て

生
き
る
道
筋
は
、
究
極
的
な
関
心
で
あ
り
、
い
か
な
る
人
に
と
っ
て

も
大
事
な
こ
と
で
す
。
人
種
、
言
語
、
文
化
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て

異
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
誰
も
が
、
そ
う
い
う
も
の
を

常
に
希
求
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
浄
土
宗
の
教
義
で
あ
り
ま
す
往
生

浄
土
を
求
め
る
「
所
求
」、
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
「
所
帰
」、
そ
し

て
念
仏
申
す
と
い
う
「
去
行
」
が
、
人
と
し
て
生
き
る
道
筋
の
究
極
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を
指
し
示
し
て
く
れ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
提
示
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
場
合
に
私
は
い
つ
も
言
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

濃
縮
ジ
ュ
ー
ス
の
よ
う
な
も
の
で
、
濃
縮
ジ
ュ
ー
ス
を
、
相
手
を
見

ず
に
そ
の
ま
ま
出
し
て
も
誰
も
お
い
し
く
味
わ
っ
て
は
く
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
苦
痛
か
も
知
れ
な
い
。
大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ
を
差
し
上

げ
る
方
が
味
つ
け
を
し
て
、
こ
の
方
に
は
こ
う
い
う
味
で
、
こ
の
方

に
は
こ
う
い
う
味
で
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
お
も
て
な
し
で
あ
り
、

御
接
待
で
あ
り
、
教
化
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
究
極
的
な
と
こ
ろ
の
所
求
・
所
帰
・
去
行
を

そ
の
ま
ま
提
示
す
る
の
は
、
濃
縮
ジ
ュ
ー
ス
を
差
し
出
し
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
、
な
か
な
か
飲
み
込
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
私
ど
も
は
教

化
者
と
し
て
僧
侶
と
し
て
、
味
つ
け
を
す
る
。
そ
の
た
め
に
対
機
説

法
の
大
事
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
対
機
説
法
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
実
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
一
紙
小
消
息
」
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
そ
の
方
そ
の

方
の
ご
理
解
で
提
示
し
て
み
る
こ
と
が
、
相
手
に
響
き
ま
す
。
受
け

売
り
の
言
葉
は
響
か
ず
、
そ
こ
に
は
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
は
な

い
と
思
い
ま
す
。

　
（
５
）
次
の
よ
う
に
定
型
化
す
る
と
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
人
間

と
隔
絶
し
て
い
るGod

の
絶
対
性
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
に
憑
む

（nam
o

）
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
（am

ida-buddha

）
と
共
に

生
き
る
生
活
と
阿
弥
陀
仏
の
迎
え
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
死
の
安
穏

さ
を
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
い
く
ら
解
説
し
て
も
意
味
が
な
い

の
が
お
名
号
で
す
。
称
え
る
こ
と
に
よ
る
意
味
は
あ
と
で
言
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
国
際
語
だ
と
言
え
ま
す
。

　
“
南
無
阿
弥
陀
仏
の
称
名
念
仏
を
通
し
て
生
き
る
こ
と
”
を
縦
軸

と
し
て
共
生
（
と
も
い
き
）
が
実
践
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は

つ
ま
り
、
浄
土
仏
教
の
最
高
の
特
化
性
で
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
人

類
が
希
求
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
を
お
許
し
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
後
に
３
つ
、
ま
と

め
の
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う

か
。

　

戸
松　

は
い
。

　

藤
本　

す
み
ま
せ
ん
、
急
ぎ
ま
す
。（
１
）
共
に
生
き
る
こ
と
を

一
歩
進
め
る
宗
教
的
情
熱
と
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
使
命
が
あ
り
ま

す
。
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
な
ど
、
い
か
な
る
具

体
的
宗
教
の
真
実
を
も
、
柔
軟
に
対
立
な
く
包
み
込
む
こ
と
が
で
き
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る
。
そ
れ
が
ロ
ー
カ
ル
、
個
人
・
習
慣
・
風
俗
・
言
語
・
文
化
を
足

場
と
し
て
普
遍
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
が
、
口
称
す
る
南
無
阿
弥
陀

仏
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツnam

o-am
ida-

buddha

」
と
い
う
国
際
語
で
あ
る
。
こ
の
口
称
一
行
の
念
仏
に
任

せ
て
、
お
お
ら
か
さ
と
確
信
を
も
っ
て
何
事
に
も
出
会
っ
て
い
く
。

そ
こ
に
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
自
然
に
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
少
し
楽
観
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
（
２
）
そ
の
口
称
念
仏
は
、
私
ど
も
の
身
業
・
口
業
・
意
業
の
三

業
に
お
い
て
体
得
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
音
声

を
発
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
身
体
と
心
意
と
に
深
く
関
わ
り
浸
透

し
て
い
く
。「
万
徳
が
帰
入
し
内
に
証
し
外
へ
と
働
く
名
号
の
功
徳

を
獲
得
す
る
」
と
『
選
択
集
』
で
力
強
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
を
、「
た
だ
一
向
に
念
仏
す
る
こ
と
」
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る

法
然
上
人
、
そ
れ
を
私
ど
も
は
実
行
し
て
い
く
。
法
然
上
人
の
「
生

け
ら
ば
念
仏
の
功
積
り
、
死
な
ら
ば
浄
土
へ
参
り
な
ん
、
と
て
も
か

く
て
も
此
の
身
に
は
、
思
い
煩
う
こ
と
ぞ
な
き
、
と
思
い
ぬ
れ
ば
生

死
と
も
に
煩
い
無
し
」
と
い
う
言
葉
、
実
は
人
生
の
縦
糸
と
な
る
共

生
（
と
も
い
き
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
（
３
）
は
私
の
願
い
で
す
。「T

O

―M
O

―I

―K
I

」
を
国
際
語
に

し
て
全
世
界
に
発
信
し
よ
う
。
二
〇
〇
万
人
近
い
在
住
外
国
人
の
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
ま
た
外
国
人
観
光
客
二
〇
〇
〇
万
人
を
日
本
は

目
標
に
し
て
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
寺
院
を
訪
問
・
参
拝
し
、
そ
の
方
々
が
念
仏
す
る
機
会
を

提
供
す
る
場
を
、
私
ど
も
は
用
意
す
る
使
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
住
職
も
寺
族
も
迎
え
る
意
識
を
培
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
言

語
に
よ
る
「
法
然
上
人
お
よ
び
浄
土
宗
の
歴
史
・
教
義
・
現
状
」
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
「
日
常
勤
行
式
」
な
ど
を
、
全
国
津
々
浦
々
の
浄

土
宗
寺
院
の
本
堂
や
参
詣
受
付
に
常
備
す
る
。
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
み
教
え
の
真
実
を
、
世
界
に
共
に
生
き
る
方
々
へ
発

信
す
る
こ
と
が
、
二
十
一
世
紀
現
代
の
法
然
末
裔
で
あ
る
、
私
ど
も

の
時
機
相
応
の
責
任
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松
先
生
に
お
願
い
し
て
、
時
間
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
私
は
全
て

語
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た　

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

昨
日
、
皆
様
か
ら
の
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
添
っ

て
パ
ネ
ラ
ー
の
方
に
少
し
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

質
問
を
い
た
だ
い
た
中
で
一
番
多
か
っ
た
の
は
、
お
念
仏
に
関
す
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る
こ
と
で
す
。
お
念
仏
の
理
念
的
な
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
具
体
的

に
今
に
合
っ
た
念
仏
と
別
時
念
仏
を
考
え
ら
れ
な
い
か
。
共
に
生
き

る
と
い
う
こ
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事
で
、
私
た
ち
に
と

っ
て
は
念
仏
そ
の
も
の
が
一
番
大
事
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は

な
い
で
す
か
と
い
う
ご
意
見
。

　

ご
自
坊
に
は
墓
地
が
な
く
て
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
が
お
話
に

な
ら
れ
た
念
仏
セ
ン
タ
ー
の
可
能
性
を
常
々
考
え
て
い
ら
し
た
。
特

に
、
一
般
の
別
時
念
仏
で
す
と
、
お
檀
家
の
方
に
ご
高
齢
の
方
が
多

い
と
感
じ
ら
れ
て
い
て
、
と
り
わ
け
若
い
方
に
何
と
か
参
加
し
て
も

ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
プ
チ
修
行
会
の
よ
う
な
も
の
で
い

い
か
ら
、
若
い
方
に
参
加
し
て
も
ら
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
新
し
い

今
に
合
っ
た
念
仏
会
、
別
時
念
仏
が
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
ご
質
問

が
来
て
お
り
ま
す
。

　

先
生
方
、
ど
な
た
で
も
結
構
で
す
。

　

ま
た
、
田
中
先
生
に
は
、
ご
指
名
で
「
同
称
十
念
と
言
っ
て
も
、

皆
さ
ん
、
余
り
一
緒
に
称
え
な
い
の
で
、
ご
一
緒
に
ど
う
ぞ
と
一
言
、

添
え
て
お
り
ま
す
が
、
問
題
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
も
含
め

て
、
新
し
い
別
時
念
仏
会
と
か
、
お
念
仏
の
あ
り
方
と
か
、
お
話
し

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

田
中　

別
時
念
仏
は
、
ど
こ
の
お
寺
で
も
、
こ
れ
か
ら
勤
め
て
い

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
公
に
す
る
。
何
月
何
日

の
何
時
か
ら
、
毎
月
お
決
め
に
な
れ
ば
定
例
の
別
時
念
仏
会
と
い
う

こ
と
で
、
お
決
め
に
な
れ
ば
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ご
都
合

が
あ
っ
て
お
出
に
な
れ
な
い
と
き
は
何
か
方
法
を
考
え
る
と
い
う
こ

と
で
、
と
に
か
く
自
分
の
身
に
課
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

ど
う
し
て
も
毎
月
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
お
朝
時
を

六
時
か
ら
勤
め
ま
す
。
こ
の
と
き
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。
時
間
は

二
〇
分
で
す
か
ら
、
早
く
お
い
で
に
な
ら
な
い
と
終
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
れ
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
な
れ
ば
、
起
き
て
、
必
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
何

か
、
自
分
に
課
し
て
、
そ
れ
を
公
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
自
分

を
追
い
込
ん
で
い
く
。
お
寺
で
は
こ
の
時
間
は
必
ず
や
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
お
朝
時
を
別
時
念
仏
化
さ
れ
る
の
も
一
つ
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
毎
月
の
定
例
二
五
日
に
す
る
の
も
一
つ
で
す
。
何
か
そ

う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
だ
く
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

別
時
念
仏
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
必
ず
合
間
打
ち
で
勤
め
て
く
だ

さ
い
。
こ
の
合
間
打
ち
で
勤
め
る
こ
と
は
初
め
は
難
し
い
と
思
い
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
表
打
ち
と
い
う
の
か
、
頭
打
ち
の
な
む
・
あ
み
・
だ
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ぶ
・
な
む
・
あ
み
・
だ
ぶ
。
こ
の
お
念
仏
は
非
常
に
自
分
自
身
の
信

仰
が
深
ま
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、
弱
点
が
あ
り
ま
す
。
独
り
よ

が
り
の
お
念
仏
に
な
り
や
す
い
の
で
す
。

　

先
人
が
合
間
打
ち
に
決
め
た
と
い
う
と
こ
ろ
の
意
味
を
今
少
し
深

く
お
考
え
い
た
だ
き
ま
し
て
、
合
間
打
ち
で
お
勤
め
を
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

共
々
に
同
称
十
念
を
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ご
一
緒
に
ど
う
ぞ

と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
大
変
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
と
き
も
、

初
め
、
儀
式
の
と
き
は
本
尊
様
に
向
か
っ
て
お
ら
れ
て
、
多
分
、
お

通
夜
な
ど
で
は
振
り
返
っ
て
か
ら
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
共
々
に
お
十

念
申
し
ま
し
ょ
う
と
言
う
と
き
は
、
必
ず
会
葬
者
に
向
か
い
、
あ
る

い
は
檀
信
徒
に
向
か
っ
て
や
っ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

　

よ
く
ご
一
緒
に
申
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
か
ら
、
本
尊
様
に
振
り

返
る
方
が
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
誤
り
で
す
。
結
縁
の
お
念
仏

で
す
か
ら
、
必
ず
檀
信
徒
に
向
か
っ
て
い
た
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
あ
り
が
た
い
こ
と
が
伝
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
お
受
け
止
め
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
同
称
十

念
を
お
勧
め
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
タ
イ
ミ
ン
グ
が
難
し
ゅ

う
ご
ざ
い
ま
す
ね
。「
そ
れ
で
は
皆
様
、
ご
一
緒
」
に
と
い
う
言
葉

を
加
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、「
同
称
十
念
、
そ
れ
で
は
皆
様
、
ご
一
緒
に
」
と
言

っ
て
、
間
髪
に
、
間
を
明
け
な
い
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
う
ま
く
続

か
な
い
の
は
間
が
悪
い
の
で
す
。
間
が
悪
い
と
い
う
の
は
、
聞
い
て

ら
し
て
、
間
が
悪
い
ね
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
間
が
悪
い
と
間
抜
け
と

い
う
こ
と
で
、
こ
の
間
が
と
て
も
大
事
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
お
十
念
が
ど
う
も
皆
さ
ん
、
つ
い
て
こ
な
い
な
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
研
究
の
余
地
が
お
あ
り
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
、
そ
の
よ
う
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

戸
松　

い
か
が
で
す
か
。

　

前
島　

私
も
一
〇
年
前
に
住
職
を
拝
命
し
て
、
一
人
で
は
な
か
な

か
続
か
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ご
法
語
の
中
に
あ
る
「
ひ
と

り
、
こ
も
り
い
て
、
申
さ
れ
ず
ば
、
同
行
と
共
行
し
て
申
す
べ
し
」

を
実
践
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
に
月
二
回
の
写
経
会
を
始
め

ま
し
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
く
れ
て
一
緒
に

や
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
年
間
計
画
で
水
曜
日
の
夜
を
定

例
に
し
ま
し
た
。
七
時
半
か
ら
で
す
。
第
一
水
曜
は
寅
さ
ん
の
映
画
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を
見
ま
す
。
第
二
週
は
念
仏
会
、
第
三
週
が
詠
唱
で
、
長
い
こ
と
詠

唱
を
や
っ
て
み
え
た
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
が
八
〇
歳
に
な
っ
て
、
四
名

に
な
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
若
い
人
が
入
ら
な
い
ん
で
す
。
み
な
さ

ん
上
手
で
す
。
私
は
下
手
で
す
か
ら
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
と
一
緒
に

は
な
か
な
か
で
き
な
い
の
で
、
私
は
男
性
御
詠
歌
詠
唱
隊
を
呼
び
か

け
ま
し
た
。
私
は
ま
だ
五
級
で
す
か
ら
…
。

　

楽
譜
で
一
日
二
曲
ず
つ
や
り
ま
し
た
。
テ
ー
プ
を
聴
き
な
が
ら
で

す
が
、
一
緒
に
大
き
な
声
で
。
今
、
男
性
ば
か
り
八
名
、
六
〇
代
の

方
々
が
う
わ
あ
っ
と
一
時
間
半
歌
い
ま
す
。
台
所
ま
で
声
が
聞
こ
え

て
、
す
ご
い
な
あ
と
い
う
感
じ
。

　

す
る
と
、
お
檀
家
さ
ん
の
中
か
ら
、
や
っ
と
っ
た
ら
ち
ょ
っ
と
詠

唱
隊
の
大
会
も
見
学
に
行
っ
て
こ
よ
う
と
か
、
リ
ン
を
入
れ
よ
う
と

か
、
リ
ン
ま
で
は
ち
ょ
っ
と
よ
う
や
ら
ん
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見

が
出
ま
す
が
、
意
見
が
ま
と
ま
る
ま
で
は
こ
れ
で
い
き
ま
し
ょ
う
と

や
っ
て
い
ま
す
。

　

第
四
週
は
、
読
経
会
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
し
ょ
に
勤
行
を
勤
め
る
。

　

こ
れ
ら
を
ず
っ
と
続
け
て
い
ま
す
。
毎
年
一
〇
月
末
に
は
来
年
一

年
間
分
の
年
間
計
画
を
決
め
て
お
檀
家
に
お
渡
し
す
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

　

劈
頭
宣
言
が
出
て
か
ら
は
、
二
五
日
に
戦
没
者
慰
霊
を
や
っ
て
い

ま
す
。
一
二
時
に
鐘
を
撞
い
て
い
ま
す
。

　

朝
参
り
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
時
間
が
早
か
っ
た
り
、
や
ら
な
か

っ
た
り
、
遅
く
な
っ
た
り
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
も
う
二
年
半
前

に
な
り
ま
す
か
、
六
時
に
決
め
ま
し
た
。
自
分
が
続
き
出
し
た
の
で

お
檀
家
さ
ん
に
も
呼
び
か
け
た
ら
、
今
、
月
曜
日
だ
け
来
る
と
い
う

人
も
含
め
て
で
す
が
、
毎
日
、
来
て
お
ら
れ
る
人
が
五
名
。
若
い
方

も
い
ま
す
。
と
き
ど
き
、
高
校
生
も
て
ら
こ
や
の
子
も
来
ま
す
。

　

た
だ
、
今
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
は
、
合
間
打
ち
に
し
て
い
な
い

の
で
す
。
独
り
よ
が
り
の
念
仏
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
私

の
息
の
続
く
こ
と
に
檀
家
さ
ん
が
挑
戦
し
て
き
ま
す
。
和
尚
さ
ん
、

今
日
は
一
息
、
一
六
回
で
終
わ
っ
た
と
か
、
ち
ょ
っ
と
体
の
調
子
が

悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ま
た
皆
と

相
談
し
な
が
ら
挑
戦
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
て
、
何
か
を
や
ら
ね
ば
な

ら
ん
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
て
、
自
分
の
修
行
と
し
て
や
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
、
四
月
か
ら
お
墓
で
辻
説
法
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
誰

も
聞
い
て
な
く
て
も
ご
先
祖
様
に
聞
い
て
も
ら
え
ば
い
い
。
水
曜
日

の
朝
八
時
に
立
っ
て
、
一
五
分
お
念
仏
を
し
て
、
一
五
分
し
ゃ
べ
る
。

五
分
ぐ
ら
い
延
長
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

　

風
の
日
も
雨
の
日
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
ま
で
で
誰
も
い
な
か
っ
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た
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
（
九
月
一
六
日
）
は
水
曜
日
で
す
が
、

出
張
し
て
ま
す
の
で
辻
説
法
は
お
休
み
で
す
。
で
も
、
私
の
代
わ
り

に
家
内
が
本
堂
を
開
け
て
お
灯
明
を
あ
げ
、
お
檀
家
さ
ん
が
勤
め
て

く
れ
ま
す
か
ら
、
朝
参
り
は
年
中
無
休
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

毎
月
つ
く
っ
て
い
る
「
い
ち
ょ
う
」
と
名
づ
け
た
新
聞
で
は
、
ど

ん
ど
ん
来
て
く
だ
さ
い
。
い
つ
で
も
や
っ
て
ま
す
か
ら
と
い
う
呼
び

か
け
を
し
て
、
ぼ
つ
ぼ
つ
人
が
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
全
部
、
自
分
の
修
行
の
つ
も
り
で
や
っ
て
き
ま
し
た
し
、

今
も
そ
の
つ
も
り
で
す
。
私
一
人
で
や
っ
て
い
た
ら
、
こ
ん
な
こ
と

は
絶
対
続
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
お
檀
家
さ
ん
が
一
人

で
も
二
人
で
も
来
て
く
れ
る
。
そ
れ
で
自
分
は
こ
こ
ま
で
続
け
て
こ

ら
れ
た
。

　

一
〇
年
、
お
念
仏
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
自
分
が
少
し
ず
つ
で
も

変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
思
い
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

戸
松　

藤
本
先
生
い
か
が
で
す
か
。

　

藤
本　

お
寺
と
い
う
の
は
、
寄
り
合
い
の
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

寄
り
合
い
の
場
所
に
は
バ
リ
ア
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
来
、
お
寺
は

そ
う
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
共
生
（
と
も
い
き
）、
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
の
言

葉
は
親
し
さ
の
度
合
い
だ
と
思
い
ま
す
。
親
し
さ
で
す
。
で
す
か
ら
、

我
々
の
教
義
で
言
う
な
ら
ば
、
三
縁
で
す
。
親
縁
、
近
縁
、
増
上
縁

と
い
う
阿
弥
陀
様
と
親
し
い
と
い
う
浄
土
教
の
一
つ
の
柱
は
、
大
事

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
周
り
の
方
と
の
親
し

さ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
の
お
寺
で
は
、
檀
家
さ
ん
が
よ
く
お
見
え
に
な
り
ま
す
。
そ
う

し
ま
す
と
、
ま
ず
こ
ち
ら
か
ら
「
○
○
さ
ん
」
と
相
手
の
姓
を
呼
び

声
を
掛
け
ま
す
。
そ
し
て
良
寛
さ
ん
の
言
葉
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

「
喫
茶
去
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
ま
あ
お
茶
で
も
飲
ん
で
い

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
初
め
は
難
儀
な
こ
と
で
す
が
、「
共
に
」
と
い
う
こ
と
は
、

今
生
き
て
い
る
私
ど
も
の
日
常
茶
飯
事
に
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ

こ
の
と
こ
ろ
を
一
つ
一
つ
直
面
し
な
が
ら
、
私
ど
も
は
こ
の
言
葉
が

広
く
広
く
、
深
く
深
く
な
っ
て
い
く
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

別
時
と
い
う
こ
と
も
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、
か
な
り
頻
繁
に

な
さ
っ
て
お
い
で
の
ご
寺
院
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も
、
き
っ

ち
り
と
な
さ
っ
て
い
る
ご
寺
院
さ
ん
も
あ
ら
れ
ま
す
。
私
は
、
そ
こ
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に
お
邪
魔
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

取
り
も
直
さ
ず
、
自
坊
で
人
が
来
る
と
か
来
な
い
と
か
で
は
な
く

て
、
阿
弥
陀
様
と
親
し
く
な
る
そ
の
機
縁
を
住
職
が
ま
ず
実
践
し
頂

く
つ
も
り
で
、
別
時
を
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
お
寺
も
毎
月
二
五
日
に
は
半
日
か
け
て
、
そ
れ
を
や
っ
て
い

ま
す
。
寄
り
合
い
で
す
。
そ
こ
で
お
念
仏
を
申
す
。
阿
弥
陀
様
の
御

前
で
皆
が
共
に
過
ご
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
気
が
つ
き
感
じ
取
る

こ
と
が
“
共
生
”
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
に
二
つ
質
問
が
き
て
お
り
ま
す
。
一
つ
は
、

仏
教
の
他
教
団
が
ア
メ
リ
カ
で
布
教
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
経
済

支
援
や
人
間
的
支
援
、
要
す
る
に
、
ほ
か
の
仏
教
の
団
体
が
実
際
に

ア
メ
リ
カ
で
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
、
社
会
的

に
見
れ
ば
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
も
恐
ら
く
つ
な
が
る
と
い
う

こ
と
。

　

も
う
一
つ
は
、
言
葉
と
し
て
、
世
界
に
「
共
生
（
と
も
い
き
）」

を
伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、
英
訳
も
大
事
だ
け
ど
も
、
ま
ず
現
代
の

人
に
現
代
語
訳
を
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
意
味
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と

も
同
じ
よ
う
に
大
事
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
何
に
気
を
つ
け
な
け
れ

ば
い
け
な
い
か
。

　

そ
の
二
点
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

言
葉
の
問
題
は
確
か
に
大
き
い
で
す
。
佐
藤

先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
無
理
だ
と
い
う
こ
と
も
思
い
ま
す
。

　

一
つ
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
生
き
物
と
し
て
こ
ろ

こ
ろ
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
自
身
も
、
自
分
も
そ
う
だ
け
ど
、

自
分
が
一
〇
年
前
に
書
い
た
論
文
を
読
む
と
、
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し

い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

発
想
よ
り
も
言
葉
遣
い
と
か
、
特
に
、
僕
が
翻
訳
を
や
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
割
に
多
い
し
、
自
分
の
翻
訳
は
必
ず
で
き
あ
が
っ
た
と
こ

ろ
で
出
す
前
に
、
最
初
か
ら
全
部
、
読
ん
で
直
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
翻
訳
自
体
も
英
語
と
し
て
は
、
何
か
こ
の
と
こ
ろ
曖
昧

だ
と
思
っ
た
ら
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
原
文
を
見
て
、
原
文
の
理
解
も
足

り
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
英
語
の
単
語
、
昨
日
申
し

上
げ
た
荷
物
の
問
題
で
連
想
す
る
単
語
で
は
ち
ょ
っ
と
誤
解
を
招
く

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
と
、
ま
た
考
え
直
す
わ
け

で
す
。

　

特
に
、
も
う
一
つ
言
い
た
い
こ
と
は
、
日
本
の
仏
教
用
語
は
漢
文
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か
ら
き
て
い
る
。
漢
文
の
漢
字
の
使
い
方
が
日
本
語
に
な
っ
て
し
ま

う
と
当
て
字
が
多
い
。
例
え
ば
、「
悪
」
と
い
う
言
葉
は
「
あ
し
」

か
「
わ
ろ
し
」
で
意
味
が
若
干
違
う
で
し
ょ
う
。
悪
行
、
悪
人
と
言

う
と
ま
た
意
味
が
違
う
。
だ
か
ら
、
僕
自
身
、
特
に
共
著
、
単
著
に

限
ら
ず
、
翻
訳
、
英
語
専
門
に
関
し
て
、
不
満
が
非
常
に
多
い
で
す
。

　
「
悪
」
と
い
う
語
を
辞
書
で
引
い
て
、「
イ
ー
ブ
ル
」
だ
っ
た
ら

「
イ
ー
ブ
ル
」
に
し
ま
し
ょ
う
と
。「
悪
人
」
だ
と
「
イ
ー
ブ
ル
・
パ

ー
ス
ン
」
に
な
る
。
一
〇
〇
年
前
の
英
語
の
宗
教
論
文
で
は
よ
く

「
イ
ー
ブ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
今
、

「
イ
ー
ブ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
私
た
ち
、
今
、
心
理
学
の
時
代
に
来

て
い
る
。
心
理
学
の
時
代
に
は
犯
人
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
ひ
ど
い
こ

と
を
や
っ
て
い
た
人
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
、「
イ
ー
ブ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
そ
の
人
が
よ

け
い
に
落
ち
込
む
わ
け
で
、
よ
け
い
に
表
現
で
き
な
く
な
る
し
、
よ

け
い
に
話
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

　

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
聖
書
の
教
義
か
ら
、
文
化
的
に
も
と
て
も
広

ま
っ
て
き
て
い
る
「
イ
ー
ブ
ル
」
と
い
う
言
葉
は
「
邪
悪
」
と
い
う

意
味
で
、
救
わ
れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
欧
米
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
強

い
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
英
語
の
「
イ
ー
ブ
ル
」
は
日
本
語

の
「
悪
」
と
い
う
言
葉
と
は
全
く
違
い
ま
す
。
全
く
違
う
と
言
っ
て

も
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
は
な
い
で
す
。
重
な
っ
て
い

る
意
味
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
す
る
か
、

そ
れ
と
も
別
の
単
語
に
す
る
か
、
そ
の
選
択
は
微
妙
に
大
事
な
と
こ

ろ
で
す
。

　

前
の
看
板
に
出
て
し
ま
っ
た
け
ど
、「
念
仏
」
の
綴
り
で
も
「
念
」

を
「nem

」
で
書
く
か
、「nen

」
で
書
く
か
と
い
う
こ
と
も
大
き

な
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
、
綴
り
は
、
単
な
る
発
音
に
過
ぎ
な
い
け
ど
、

念
仏
を
「nenbutsu

」
と
書
く
と
、「
念
」
と
「
仏
」
で
す
ね
。
で

も
「
念
」
を
「nem

」
と
表
記
す
る
と
そ
れ
に
あ
た
る
意
味
が
日
本

語
も
英
語
も
な
い
で
す
。
そ
う
す
る
と
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
機
縁
す

る
要
因
で
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「nem

」
と
書
く
か
、
ひ

ら
が
な
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
も
小
さ
な
こ
と
だ
け
ど
、
か
な
り
影
響

が
高
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
大
正
・
昭
和
の
初
め
ご
ろ
戦
前
の
人
で
、
バ
フ
チ

ン
と
い
う
ロ
シ
ア
の
言
語
学
者
が
、「
ダ
イ
ア
ロ
ジ
ッ
ク

（dialogic
）」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
学

に
か
な
り
影
響
し
て
い
る
。
ま
た
応
用
言
語
学
に
も
随
分
影
響
し
て
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い
ま
す
。

　

ど
う
い
う
も
の
か
言
う
と
、「
ダ
イ
ア
ロ
グ
（dialog

）」
は
会

話
・
対
話
で
す
。「
ダ
イ
ア
ロ
ジ
ッ
ク
」
は
ダ
イ
ア
ロ
グ
を
形
容
詞

に
す
る
。
ど
う
い
う
こ
と
が
ダ
イ
ア
ロ
ジ
ッ
ク
か
と
言
う
と
、
人
間

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
根
本
的
に
は
ダ
イ
ア
ロ
ジ
ッ
ク
。
だ
か

ら
、
私
の
「
言
葉
」
と
は
相
手
の
「
言
葉
」
か
ら
絶
え
ず
影
響
を
受

け
て
い
る
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
言
葉
、
僕
は
テ
キ
ス

ト
を
見
て
、
何
か
こ
れ
を
英
語
に
す
る
。
原
文
で
読
ん
で
い
る
知
識
、

言
葉
の
把
握
と
そ
れ
を
英
語
に
表
現
す
る
知
識
、
両
方
と
も
ダ
イ
ア

ロ
ジ
ッ
ク
的
に
考
え
な
け
れ
ば
だ
め
な
ん
で
す
。

　

つ
ま
り
、
僕
の
知
っ
て
る
原
文
の
理
解
も
人
の
会
話
の
上
に
で
き

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ま
た
自
分
の
表
現
す
る
こ
と
も
人
と
の
対
話
の

上
に
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
言
っ
て
い

る
こ
と
、
自
分
の
表
現
す
る
こ
と
は
、
相
手
の
反
応
を
見
て
、
そ
の

影
響
を
受
け
て
、
あ
る
意
味
で
は
想
像
し
て
考
え
な
い
と
だ
め
で
す
。

　

だ
か
ら
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
翻
訳
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と

は
自
分
の
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
他
の
言
葉
で
も
自
分
の
言
葉
で

も
な
い
ん
で
す
。
私
個
人
の
翻
訳
な
の
で
僕
の
名
前
が
本
に
載
っ
て

い
る
け
ど
、
僕
の
も
の
で
も
何
で
も
な
い
ん
で
す
。
単
な
る
周
り
の

対
話
的
、
談
話
的
、
会
話
的
な
流
れ
が
私
に
も
流
れ
て
い
る
。
あ
る

い
は
僕
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
も
の
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
翻
訳
し
た
も
の
は
あ
と
一
〇
年
か
二

〇
年
し
た
ら
、
ま
た
誰
か
に
や
り
直
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
英
語
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
し
、
ま
た
原
文
の
理

解
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
辺
で
は
、
当
て
に
な

る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、『
大
無
量
寿
経
』
に
は
同
じ
無
量
寿
経

が
七
回
ほ
ど
翻
訳
さ
れ
た
。

　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
中
国
・
日
本
仏
教
の
違
う
と
こ
ろ
、
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
場
合
は
経
典
が
翻
訳
さ
れ
て
ま
だ
し
ば
ら
く
し
て
、
二
回
目
、

三
回
目
に
翻
訳
さ
れ
た
ら
、
前
の
翻
訳
は
捨
て
て
し
ま
う
。
で
も
、

漢
文
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
残
す
わ
け
。
全
部
残
っ
て
い
る
。

そ
う
な
る
と
、
ど
の
無
量
寿
経
に
す
る
か
、
大
き
な
問
題
で
す
。

　

で
も
、
問
題
な
い
み
た
い
。
親
鸞
、
法
然
、
皆
、
い
ろ
い
ろ
な
無

量
寿
経
の
訳
を
自
由
に
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
表
現
が
こ
の

翻
訳
に
出
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
別
の
翻
訳
に
出
て
い
る
。
合
わ
な

い
。
そ
う
し
た
ら
無
量
寿
経
は
何
か
。
何
が
無
量
寿
経
か
。
な
か
な

か
答
え
ら
れ
な
い
。
で
も
、
全
て
が
無
量
寿
経
と
い
う
こ
と
は
、
多

面
的
・
多
側
面
的
に
経
典
も
私
た
ち
も
考
え
な
い
と
だ
め
だ
と
い
う

こ
と
。
こ
れ
も
ダ
イ
ア
ロ
ジ
ッ
ク
で
す
。

　

例
え
ば
、
山
本
晃
紹
と
い
う
真
宗
の
お
坊
さ
ん
が
ハ
ワ
イ
に
し
ば
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ら
く
住
ん
で
い
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
涅
槃
経
を
翻
訳
し
た
け
ど
、

誰
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
英
語
に
翻
訳
し
た
。
実
は
漢
文
か
ら
の
英

訳
で
は
な
く
て
、『
国
訳
一
切
経
』
を
英
訳
し
た
。
そ
れ
で
も
、
私

は
そ
の
人
の
翻
訳
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
。
あ
る
い
は
漢
文

の
い
ろ
い
ろ
な
書
き
下
し
も
日
本
人
の
昔
か
ら
の
、
常
盤
大
定
（
一

八
七
〇
―
一
九
四
五
）
と
か
い
ろ
い
ろ
な
書
き
方
の
解
釈
と
し
て
読

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
全
部
そ
れ
も
把
握
し
て

考
え
て
な
い
と
、
翻
訳
す
る
こ
と
は
無
責
任
だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま

す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
言
葉
に
す
る
こ
と
は
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
と

い
う
こ
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。
非
常
に
複
雑
で
、
不
安
定
な
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
や
り
が
い
が
あ
る
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
時
間
が
押
し
て
い
ま
す
。

他
に
も
大
事
な
質
問
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
休
憩
の
あ
と
で
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
共
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
、
浄
土
宗
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
お
念
仏
を
共
に
し
て
同
じ
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
の

間
な
の
か
、
そ
れ
と
も
異
文
化
で
あ
り
、
違
っ
た
価
値
観
で
あ
り
、

違
っ
た
宗
教
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
対
し
て
も
、
共
に
生
き
る
と
い

う
こ
と
を
私
た
ち
は
や
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
質
問
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
に
は
ご
指
名
で
、
仏
教
の
他
教
団
が
ア
メ

リ
カ
で
布
教
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
経
済
的
支
援
や
人
間
的
な
支

援
、
共
生
（
と
も
い
き
）
の
よ
う
な
具
体
例
を
お
話
し
い
た
だ
け
ま

す
か
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

伝
統
的
な
日
系
関
係
の
教
団
は
、
互
助
会
が

普
通
で
す
。
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
新
し
い
セ
ン
タ
ー
で
す
。
つ

ま
り
、
東
洋
系
で
な
い
お
寺
が
い
ろ
い
ろ
あ
ち
こ
ち
に
で
き
て
い
る
。

そ
の
場
合
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

互
助
会
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
別
時
念
仏
み
た
い
な
感
じ
で
道

場
を
つ
く
っ
て
、
月
に
一
度
、
定
期
的
に
集
中
的
な
実
践
を
や
る
た

め
に
人
に
来
て
も
ら
っ
て
、
お
金
を
納
め
る
。
結
局
、
お
金
は
手
数

料
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
、
一
万
円
、
二
万
円
も

に
な
る
。
そ
れ
も
お
金
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

禅
セ
ン
タ
ー
の
場
合
は
、
山
の
上
に
道
場
が
あ
る
。
そ
こ
の
道
場

は
非
常
に
環
境
が
き
れ
い
で
、
温
泉
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
、
半
年

間
ぐ
ら
い
、
普
通
の
宿
泊
の
温
泉
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
。
そ
こ
に

住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
お
客
さ
ん
に
お
手
当
す
る
わ
け
。
そ
し
て
、
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皆
が
お
金
を
払
っ
て
、
お
寺
と
関
係
な
い
人
が
お
金
を
払
っ
て
温
泉
、

仏
教
と
温
泉
の
経
験
に
行
き
ま
す
。

　

私
、
こ
の
夏
に
行
っ
て
き
て
、
三
〇
年
間
、
毎
年
来
て
い
る
人
が

何
人
も
「
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
そ
こ
の
溜
ま
っ
て
い
る
お
金
で
禅
セ
ン
タ
ー
が
三
つ
の

場
所
を
応
援
す
る
に
十
分
で
す
。

　

戸
松　

多
分
、
質
問
の
意
味
は
、
ア
メ
リ
カ
で
浄
土
宗
以
外
の
宗

教
団
体
が
、
具
体
的
に
経
済
的
支
援
な
の
か
、
何
か
人
間
に
関
す
る

支
援
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
か
募
金
な
ど
い
ろ
い
ろ
や

り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合

は
、
定
期
的
に
毎
週
、
来
て
も
ら
っ
て
る
か
ら
こ
そ
、
行
く
た
び
に

あ
る
程
度
の
お
金
を
納
め
る
習
慣
に
な
っ
て
る
か
ら
。
そ
の
う
え
に

難
民
の
問
題
で
、
今
日
は
こ
う
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
や
っ
て
ま
す

か
ら
お
願
い
し
ま
す
と
、
牧
師
さ
ん
が
言
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
非

常
に
多
い
で
す
。

　　

戸
松　

わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
異
な
っ
た
宗
教
、
異
文
化
、

そ
う
い
う
な
か
で
の
共
生
（
と
も
い
き
）
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
な
た
か
、
パ
ネ
ラ
ー
の
方
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
藤
本
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

藤
本　

今
年
の
四
月
頃
の
新
聞
文
化
欄
で
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
に
、
イ
ス
ラ
ム
の
い
ろ
い

ろ
話
題
に
な
っ
て
い
る
考
え
方
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
質
問
に

対
し
て
、「
そ
れ
で
も
対
話
を
必
要
と
し
ま
す
」
と
。
こ
の
言
葉
が

や
は
り
一
つ
の
信
念
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
の
を
一
つ
の
象
徴
的
な
こ
と
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で

す
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
言
語
の
問
題
、
そ
れ
か
ら
人

間
が
存
在
、
生
き
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
文
化
の
捉
え
方
を
ち

ょ
っ
と
変
え
て
、
私
ど
も
が
、
こ
ち
ら
が
バ
リ
ア
ー
を
作
ら
な
け
れ

ば
、「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
は
現
実
に
広
ま
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
折
り
に
私
ど
も
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
の
宗
教
と
し
て
お

念
仏
を
申
す
こ
と
に
託
す
、
そ
れ
が
全
て
だ
と
思
い
ま
す
。
私
も
そ

う
い
う
こ
と
で
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
休
憩
い
た
し
ま
す
。
質
問
用
紙
を
お
書
き
に

な
っ
た
方
は
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
休
憩
後
お
答
え
し
ま
す
。

残
り
ま
し
た
質
問
で
幾
つ
か
大
事
な
こ
と
も
、
例
え
ば
、
格
差
、
貧

困
を
解
消
す
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
質
問
も
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
パ
ネ
ラ
ー
の
方
に
ご
質
問
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（　

休　

憩　

）

　

戸
松　

そ
れ
で
は
、
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
ほ
ど
、
お

話
し
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
昨
日
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
質
問
で
ま

だ
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
お
伺
い
し
て
い
な
い
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。

加
え
て
今
い
た
だ
い
た
も
の
も
併
せ
て
と
い
う
こ
と
で
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

ま
ず
一
つ
に
は
、
共
生
（
と
も
い
き
）
に
は
、
多
面
的
な
意
味
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
単
純
な
対
語
、
そ
れ
に
対
す
る
言
葉
と
し
て

共
に
生
き
る
の
逆
に
共
に
死
な
な
い
、
共
に
殺
さ
な
い
と
い
う
言
い

方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
面
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
ま
す
か
。
今
ま
で
そ
の
こ
と
は
共
生
（
と
も
い
き
）
を
考
え
る

な
か
で
は
研
究
さ
れ
て
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

で
き
れ
ば
、
藤
本
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

藤
本　

非
常
に
難
し
い
問
題
か
と
も
思
い
ま
す
。
共
生
（
と
も
い

き
）
と
い
う
言
葉
を
日
常
用
語
と
し
て
使
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
、

場
面
に
そ
れ
が
広
が
っ
て
い
く
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
ど
も

は
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
、
そ
し
て
お
念
仏
を
申
す
教
団
の
者
と

し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
共
に
死
な
な
い
、
共
に
殺
さ
な
い
と
い
う
点

よ
り
も
、
む
し
ろ
「
殺
さ
な
い
」
と
い
う
の
が
、「
授
戒
」
の
と
き

に
私
ど
も
が
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

共
に
死
な
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、『
無
量
寿
経
』

で
は
「
独
り
生
れ
、
独
り
死
、
独
り
去
り
、
独
り
来
る
（
略
）
代
わ

る
者
あ
ら
ず
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
「
諸
行
無
常
」
で
も
、「
是
生

滅
法　

生
滅
滅
己　

寂
滅
為
楽
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

田
中　

一
言
い
い
で
す
か
。
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戸
松　

は
い
、
ど
う
ぞ
。

　

田
中　

こ
の
問
題
を
考
え
ま
す
と
き
に
、
一
番
初
め
に
「
共
生
」

と
い
う
言
葉
を
出
さ
れ
た
椎
尾
台
下
の
お
言
葉
に
戻
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

椎
尾
台
下
に
質
問
す
る
方
は
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
台
下

に
「
仏
教
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
聞
く
と
、「
生
き
る
こ

と
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
常
に
「
生
き
る
」、「
生
き

る
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
死
ん
で
も
生
き
る
。
生

き
る
こ
と
に
尽
き
る
。
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
か
、
生
か
さ
れ
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
言
葉
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
こ

も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
。
ほ
か
の
先
生
方
、
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
次
の
質
問
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
と
い
う
す
ば
ら
し
い
理
念
を

具
現
化
す
る
た
め
に
は
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
行
動
し
な
い
と
だ
め

だ
と
思
い
ま
す
。
格
差
社
会
、
特
に
経
済
的
な
意
味
で
の
格
差
を
解

消
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
何
を
行
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち

の
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
い
う
問
題
を
解
決
す
る
に
は
何
を
し

て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
質
問
で
す
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
前
島
先
生
、
い
か
が
で
す
か
。

　

前
島　

は
い
。
一
つ
一
つ
、
目
の
前
に
あ
る
具
体
的
な
経
済
的
格

差
を
見
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
私
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
、

そ
れ
か
ら
そ
の
子
た
ち
と
出
会
っ
た
日
本
の
子
ど
も
た
ち
。
母
子
家

庭
で
あ
っ
た
り
生
活
保
護
家
庭
で
あ
っ
た
り
、
不
登
校
の
子
で
あ
っ

た
り
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
の
師
匠
の
よ
う
な
方
で
し
た
が
、
子
ど
も
が
な
く

て
奥
さ
ん
と
二
人
暮
ら
し
だ
っ
た
沢
野
さ
ん
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
奥
さ
ん
を
亡
く
し
て
、
写
経
に
参
加
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
七
年
間
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
月
二
回
の
写
経
皆
出
席
、
毎

日
一
枚
は
書
く
。
写
経
の
と
き
に
そ
れ
を
持
っ
て
み
え
て
、
納
経
す

る
。
七
年
続
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ガ
ン
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
一

旦
、
全
部
摘
出
し
て
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
喉
頭
ガ
ン
で
お
亡
く
な

り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
人
暮
ら
し
の
人
は
檀
家
の
中
に
七
軒
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
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は
、
大
き
な
立
派
な
老
人
ホ
ー
ム
へ
行
く
お
金
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自

分
が
病
気
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
と
い
う
こ
と
も
話
し
合
い
、
私
が

「
心
配
す
る
な
、
何
か
考
え
る
か
ら
」
と
言
っ
て
、
時
間
が
経
ち
ま

し
た
。

　

沢
野
さ
ん
が
ガ
ン
だ
と
わ
か
っ
た
と
き
に
、
今
年
中
に
、
何
と
し

て
も
彼
が
元
気
な
う
ち
に
、
例
え
ば
、
空
家
を
借
り
て
何
人
か
の
人

と
一
緒
に
皆
が
助
け
合
っ
て
、
ホ
ー
ム
ホ
ス
ピ
ス
と
言
い
ま
す
か
、

在
宅
ケ
ア
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
お
寺
と
し
て
つ
く
り

た
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
、
檀
家
に
空
家
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
四
月

号
の
新
聞
で
訴
え
ま
し
た
。
そ
れ
が
三
軒
、
今
、
四
軒
、
空
い
て
い

る
か
ら
貸
し
て
く
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
中
の
経
済
学
者
が
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
て
、
私
た
ち
が
地
域
の
中
に
い
て
、
目
の
前
で
自
分
が
直
接
檀

家
、
半
径
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
顔
の
見
え
る
檀
家
の
中
で
、
そ
の
人

た
ち
が
何
に
直
面
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
そ
こ
か
ら

何
が
で
き
る
か
と
考
え
る
。
何
に
よ
っ
て
問
題
を
突
破
し
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
は
、
ご
縁
や
人
と
の
関
係
が
い
り
ま
す
。
自
分
一
人
で

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
協
力
を
訴
え
る
。

　

私
が
そ
の
こ
と
を
新
聞
に
書
き
ま
し
た
。
す
る
と
五
月
に
在
宅
医

療
を
や
っ
て
い
る
遠
藤
先
生
が
私
の
と
こ
ろ
へ
研
修
生
を
連
れ
て
飛

ん
で
き
て
く
れ
ま
し
た
。
喫
茶
店
に
行
っ
た
ら
「
先
生
、
こ
ん
な
こ

と
書
い
て
る
で
、
う
ち
の
和
尚
さ
ん
が
」
と
言
わ
れ
た
の
を
聞
い
て
、

先
生
が
私
の
と
こ
ろ
へ
来
て
く
れ
た
。

　
「
前
島
さ
ん
、
伊
勢
で
一
〇
年
か
か
っ
て
在
宅
の
ホ
ス
ピ
ス
を
つ

く
っ
た
人
が
い
ま
す
。
ご
存
じ
で
す
か
」。
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

何
が
困
難
だ
っ
た
か
と
言
う
と
、
家
を
貸
し
て
も
ら
う
こ
と
が
困
難

だ
っ
た
と
言
う
わ
け
で
す
。
で
も
、
お
寺
が
、
私
が
こ
う
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
る
か
ら
貸
し
て
と
言
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
三
軒
、
四
軒
、

パ
ッ
と
集
ま
る
。「
先
生
、
う
ち
は
空
い
て
ま
す
か
ら
」、「
じ
ゃ
、

お
盆
が
過
ぎ
た
ら
…
…
」「
こ
の
こ
と
を
ぜ
ひ
年
内
に
具
体
化
し
て

い
く
た
め
に
力
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
」
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

何
で
そ
れ
が
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
な
と
思
う
と
、
あ
あ
、
私
が

や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
仏
様
の
心
に
か
な
っ
て
お
り
、
沢
野
さ

ん
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
け
ど
、
沢
野
さ
ん
の
こ
と
を
思
っ
て
こ

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
っ
た
こ
と
を
、
沢
野
さ
ん
も
向
こ
う
か
ら
後

押
し
し
て
く
れ
る
ん
だ
な
と
思
う
と
、
も
う
南
無
阿
弥
陀
仏
し
か
な

い
。
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
、
ど
な
た
か
、
い
か
が
で
す
か
。
具
体
的
な
共
に
生
き
る
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と
い
う
こ
と
を
弱
い
立
場
の
方
、
困
っ
て
い
る
方
、
そ
う
い
う
方
た

ち
の
と
こ
ろ
で
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
ど
う
や
っ
て

格
差
を
私
た
ち
の
生
き
方
か
ら
変
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
で
す

が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
私
か
ら
少
し
。

　

ベ
ト
ナ
ム
出
身
の
詩
人
で
あ
り
僧
で
あ
る
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ

ン
が
提
唱
し
た
社
会
に
関
わ
る
仏
教
、
あ
る
い
は
行
動
す
る
仏
教
と

い
う
「
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

な
ぜ
格
差
社
会
、
貧
困
が
起
き
て
い
る
の
か
。
も
し
そ
う
い
う
社
会

が
あ
る
な
ら
社
会
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
生
き
方
と
し

て
も
深
く
見
て
い
き
、
自
分
た
ち
と
そ
の
関
係
が
わ
か
っ
て
き
た
ら
、

自
分
た
ち
の
生
き
方
で
変
え
て
い
け
る
よ
う
な
、
要
す
る
に
無
駄
な

物
は
買
わ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
格
差
を
埋
め
る
よ
う
な
、
な
る
べ

く
加
担
を
し
な
い
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
く
。

　

そ
れ
に
ど
う
気
づ
か
さ
れ
て
い
く
か
と
い
う
と
、
宗
教
に
よ
っ
て

違
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
場
合
は
、
や
は
り
お
念
仏
を
唱
え
て
、
凡

夫
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
。
そ
し
て
自
分
の
生
き
方
を
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
実
践
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
く
こ

と
が
問
題
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
と
、
私
は
感
じ
て
お
り

ま
す
。

　

次
の
質
問
に
ま
い
り
ま
す
。
シ
リ
ア
の
難
民
に
つ
い
て
ニ
ュ
ー
ス

で
も
毎
日
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
何
万
人
、
何
十
万

人
と
難
民
が
動
い
て
（
移
動
し
て
）
お
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
そ
う
い
う
難

民
に
対
し
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
問
題
に
対
し
て
、
私
た

ち
は
何
か
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
と
い
う
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

前
島　

戦
後
、
戦
災
孤
児
が
一
〇
万
人
い
ま
し
た
。
そ
の
子
ど
も

た
ち
を
長
野
県
の
円
福
寺
の
和
尚
さ
ん
が
お
寺
に
連
れ
て
帰
っ
て
、

八
人
を
預
か
っ
た
。
ほ
か
の
皆
の
お
寺
で
も
一
人
ず
つ
そ
の
よ
う
な

子
た
ち
を
預
か
れ
ば
、
戦
災
孤
児
を
救
え
る
で
は
な
い
か
と
日
本
中

に
訴
え
て
取
り
組
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
が
今
の
里
親
制
度
の
元
に
な
っ
た
。「
希
望
舞
台
」
と
い
う

地
方
を
回
っ
て
い
る
劇
団
が
そ
れ
を
「
焼
け
跡
か
ら
」
と
い
う
劇
に

し
て
、
公
演
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
今
年
の
三
月
七
日
に
実
行
委
員
会

で
五
〇
〇
名
を
入
れ
て
、
教
え
子
た
ち
と
一
緒
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

こ
れ
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
劇
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
元
に
な
っ
た

円
福
寺
の
和
尚
さ
ん
の
存
在
を
知
っ
た
こ
と
も
大
き
い
で
す
。

　

世
界
が
あ
ん
な
ふ
う
に
動
い
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
が
自
分
の
で
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き
る
と
こ
ろ
か
ら
や
ろ
う
と
し
て
、
う
ち
で
は
何
が
で
き
る
か
を
考

え
、
実
行
す
る
、
外
国
人
を
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
こ
と
を
皆
で
や

っ
て
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
で
き
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
ま
た
こ
の
質
問
を
考
え
な
が
ら
、
直
接

私
た
ち
の
身
近
で
な
い
も
の
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
け
る
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
仏
教
界
全
体
で
は
仏
教
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活

動
と
支
援
の
取
り
組
み
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
浄
土
宗
で
は
、
公
益
財
団
法
人
浄
土
宗
と
も
い
き
財
団

が
ご
ざ
い
ま
す
。
公
益
財
団
法
人
と
い
う
国
か
ら
公
益
性
を
認
定
さ

れ
た
法
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
も
い
き
財
団
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に

寺
子
屋
の
設
立
を
行
っ
た
り
、
日
本
の
各
地
域
で
も
地
域
創
生
・
活

性
化
を
お
寺
が
中
心
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
す
る
た
め
に
支

援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
社
会
に
対
し
て
私
ど
も
浄
土
宗
が

や
っ
て
い
る
共
生
（
と
も
い
き
）
の
実
践
の
形
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。

　

多
く
の
非
包
括
寺
院
の
ご
住
職
や
、
あ
る
い
は
そ
こ
の
檀
信
徒
の

皆
様
に
も
、
ぜ
ひ
こ
の
と
も
い
き
財
団
の
事
業
活
動
等
を
知
っ
て
い

た
だ
き
、
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
積
極
的
に
お
伝
え
い
た

だ
き
た
い
。
具
体
的
に
こ
う
い
う
問
題
が
起
き
て
い
る
と
き
に
浄
土

宗
で
は
こ
う
い
う
活
動
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
す
る
。

こ
う
い
う
こ
と
も
、
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
具
現
化
の
一
つ
の

形
か
な
と
、
お
話
を
う
か
が
っ
た
り
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
感
じ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

次
の
ご
質
問
で
す
が
、
多
く
の
先
生
が
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
も

含
め
て
、「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
と
い
う
社
会
的
実
践

で
も
そ
の
根
幹
に
は
お
念
仏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
皆
様
、
非
常
に

熱
く
語
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
お
念
仏
が
共
生
（
と
も
い

き
）
の
活
動
の
根
幹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
思
い

ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
念
仏
行
も
本
願
念
仏
思
想
も
、
そ
れ
は
昔
に
言
わ
れ

た
こ
と
で
す
が
、
も
う
一
度
そ
れ
を
現
代
的
な
共
生
（
と
も
い
き
）

と
い
う
形
で
理
解
し
な
い
と
、
な
か
な
か
広
ま
っ
て
い
か
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
ご
質
問
で
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
先

生
方
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム　

私
は
や
っ
ぱ
り
集
中
的
な
別
時
念
仏
の
と
こ

ろ
に
興
味
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
話
を
ち
ょ
っ
と
し
た
い
の
で
す
が
。

　

別
時
念
仏
、
今
、
浄
土
宗
で
は
や
っ
て
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
し
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ょ
う
か
。
あ
ま
り
聞
か
な
い
で
す
ね
。
昔
は
、
江
戸
時
代
で
も
徹
夜

し
て
、
三
日
間
で
も
一
週
間
で
も
本
当
に
禅
宗
の
ほ
う
の
や
り
方
と

ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
で
や
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
禅
セ
ン
タ
ー
の
温
泉
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
、
新
し

い
集
中
的
な
念
仏
の
実
践
の
方
法
も
考
え
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
歩
き
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
と
か
、
お
寺
を

回
っ
て
き
て
ね
。

　

そ
う
い
う
こ
と
も
見
た
こ
と
は
な
い
け
ど
、
あ
る
い
は
三
日
間
、

ど
こ
か
お
寺
に
泊
ま
っ
て
、
温
泉
に
つ
か
っ
て
、
五
時
間
ぐ
ら
い
念

仏
し
て
温
泉
に
入
っ
て
、
あ
ぁ
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
と
か
。
今
ま
で

や
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
考
え
て
も
悪
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
っ
き
言
っ
た
僕
の
好
き
な
行
動
主
義
、
ま
ず
念
仏
を
や
っ
て
、

し
ば
ら
く
や
っ
て
み
て
か
ら
教
義
的
な
興
味
が
あ
る
人
に
は
そ
の
話

を
す
る
こ
と
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
に
や
っ
た
こ
と
が
な

い
こ
と
を
や
っ
た
ほ
う
が
目
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
人
か
ら
聞
い
た
話
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
不
思
議
と
禅
宗

の
坐
禅
を
や
っ
て
る
の
は
若
い
人
が
多
い
で
す
。
同
じ
よ
う
に
ア
メ

リ
カ
で
も
念
仏
を
し
に
若
い
人
が
来
な
い
か
と
い
う
と
、
す
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
場
所
が
な
い
。
誰
も
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
っ
て

な
い
ん
で
す
。

　

日
本
で
も
何
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
や
る
の
だ
っ
た
ら
、
若
い
人

が
集
ま
っ
て
く
る
も
の
が
い
い
。
お
寺
に
行
く
と
、
残
念
な
が
ら
お

年
寄
り
の
人
が
多
い
で
す
ね
。
日
系
人
の
ア
メ
リ
カ
も
や
っ
ぱ
り
お

年
寄
り
が
多
い
で
す
。
だ
け
ど
若
い
人
が
興
味
な
い
こ
と
は
な
い
。

　

最
近
、
僕
の
大
学
の
仏
教
ク
ラ
ス
も
い
っ
ぱ
い
で
、
一
二
〇
人
ぐ

ら
い
で
す
が
、
ま
だ
ウ
エ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
若

い
人
の
興
味
が
非
常
に
深
い
。
そ
れ
も
実
践
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ

ば
、
台
湾
で
も
中
国
で
も
ど
こ
で
も
参
加
し
ま
す
。
一
〇
年
ほ
ど
前

か
ら
台
湾
の
佛
光
山
で
、
主
に
欧
米
人
の
学
生
さ
ん
が
一
ヶ
月
お
寺

の
生
活
を
経
験
で
き
る
よ
う
に
す
る
「W

ooden Fish

（
ウ
ー
デ

ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ　

※
「
木
魚
」
の
英
訳
）」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
で
き
ま
し
た
。
飛
行
機
代
は
自
分
持
ち
で
あ
と
は
全
部
お
寺
が
持

つ
。
こ
れ
も
す
ご
い
人
気
で
、
な
か
な
か
入
れ
な
い
。
そ
れ
が
余
り

に
も
人
気
が
あ
る
の
で
、
第
二
の
ウ
ー
デ
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
を
つ
く

れ
ば
、
絶
対
に
多
く
の
人
の
参
加
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

戸
松　

ど
う
ぞ
。

　

佐
藤　

昔
か
ら
、
光
明
会
が
非
常
に
熱
心
な
別
時
念
仏
会
を
開
催

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
異
端
と
言
わ
れ
た
の
は
、
先
ほ
ど
田
中
先
生
が
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ご
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
お
念
仏
が
頭
打
ち
な
ん
で
す
ね
。
さ
ら
に

見
仏
を
も
の
す
ご
く
強
調
し
て
、
と
に
か
く
唐
沢
山
の
道
場
で
お
念

仏
を
し
な
ら
が
、
仏
さ
ん
が
見
え
た
か
、
見
え
た
か
と
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ

う
や
る
ん
で
す
。
一
応
異
端
と
は
御
当
局
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
が
、

私
は
浄
土
宗
義
か
ら
す
れ
ば
や
っ
ぱ
り
異
端
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
を
実
践
さ
れ
た
の
が
跡
見
学
園
の
創
始
者
の
跡
見
花

蹊
先
生
で
す
。
こ
の
方
の
自
伝
を
見
ま
す
と
、
弁
栄
上
人
の
お
念
仏

を
よ
く
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
日
記
が
ご
ざ
い
ま
す
。
晩
年
の

一
〇
年
ぐ
ら
い
、
毎
朝
毎
朝
お
念
仏
を
す
る
と
、
必
ず
仏
様
が
目
の

前
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
非

常
に
影
響
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

あ
ま
り
見
仏
と
頭
打
ち
は
だ
め
だ
と
い
う
の
で
、
そ
の
流
れ
を
汲

む
土
屋
光
道
先
生
が
眞
生
運
動
を
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
長
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
世
界
同
時
に
同
じ
時
間
に
、
東
京
で
も

パ
リ
で
も
京
都
で
も
大
阪
で
も
、
そ
れ
か
ら
鎌
倉
の
大
仏
様
の
お
庭

で
一
晩
中
お
念
仏
を
申
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
い
う
今
の
流
行
り
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
つ
ま
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ

ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
お
念
仏
を
す
る
。
こ
れ
は
誰
で
も
参

加
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
お
互
い
に
顔
が
見
え

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
や
や
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
。

　

山
崎
弁
栄
上
人
の
『
ミ
オ
ヤ
の
光
』
に
は
英
訳
が
あ
り
ま
す
。
浄

土
宗
の
方
は
ほ
と
ん
ど
ご
存
じ
な
い
の
で
す
が
、
全
部
で
５
冊
ぐ
ら

い
あ
り
ま
す
。
そ
の
翻
訳
が
い
い
か
悪
い
か
は
別
に
し
て
、
ど
こ
か

心
の
端
に
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
佐
藤
先
生
が
異
端
と
い

う
言
葉
を
使
わ
れ
て
、
正
直
、
私
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
し
た
。
浄

土
宗
で
は
お
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
集
約
さ
れ
て
、
宗
教

体
験
は
個
々
別
々
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
個
人
的
に
は
正
統
も
異
端
も
な
く
て
、
仏
様
に
出

会
え
る
方
、
見
え
る
方
、
会
わ
な
く
て
も
、
お
念
仏
を
称
え
れ
ば
そ

れ
に
集
約
さ
れ
る
の
が
法
然
上
人
の
お
考
え
か
と
思
い
ま
す
。
藤
本

先
生
、
い
か
が
で
す
か
。

　

藤
本　

そ
う
い
う
こ
と
（
正
統
と
か
異
端
と
い
う
よ
う
な
レ
ッ
テ

ル
）
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
く
、
発
言
し
た
い
の
で
す
が
、「
選
択

本
願
念
仏
」
と
い
う
法
然
上
人
の
お
念
仏
は
、「
内
証
外
用
万
徳
所

帰
の
称
名
念
仏
」
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
限
り
、

共
生
（
と
も
い
き
）
と
い
う
私
ど
も
の
有
り
様
、
ま
た
課
題
は
つ
な
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が
っ
て
き
ま
す
。
念
仏
の
再
解
釈
は
ま
っ
た
く
必
要
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

私
は
、
劈
頭
宣
言
の
「
愚
者
の
自
覚
」
か
ら
「
世
界
に
共
生
（
と

も
い
き
）
を
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
は
す
べ
て
念
仏
を
す
る
と
い

う
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
、
念
仏
申
す
こ
と
を
土
台
と
し
て
成
立
し

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）

を
」
が
語
ら
れ
る
と
い
う
受
け
止
め
方
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

先
般
、（
平
成
二
七
年
）
九
月
二
日
に
浄
土
宗
青
年
会
の
全
国
大

会
が
山
口
教
区
で
開
か
れ
ま
し
た
。
私
も
講
師
と
し
て
出
講
い
た
し

ま
し
た
。
私
の
話
が
始
ま
っ
て
一
〇
分
ぐ
ら
い
経
ち
ま
し
た
ら
、
火

事
に
な
り
ま
し
た
。
ボ
ヤ
で
す
が
。

　

そ
れ
で
四
二
〇
～
三
〇
人
の
方
々
が
整
然
と
避
難
さ
れ
ま
し
た
。

ホ
テ
ル
は
何
も
誘
導
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
三
〇
分
ほ
ど
経
ち

ま
し
て
再
開
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
大
会
を
運
営
す
る
方
が
、

「
お
念
仏
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
り
一
〇
分
ば
か
り
皆
で
お

念
仏
を
そ
れ
ぞ
れ
の
席
で
申
し
ま
し
た
。

　

大
変
な
落
ち
着
き
と
、
ま
た
今
、
申
し
て
い
る
よ
う
な
お
念
仏
を

申
す
と
い
う
こ
と
の
味
わ
い
を
、
青
年
僧
は
感
じ
た
の
で
は
な
い
か

と
私
は
確
信
し
ま
し
た
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

前
島　

そ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
。
私
は
恩
師
が
土
屋
光
道
先
生
で

す
。
大
正
大
学
で
伝
道
学
を
習
っ
た
。
三
二
年
間
、
高
校
の
教
師
で

現
場
を
回
っ
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
先
生
と
年
賀
状
も
交
わ
す
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

高
校
を
退
職
し
ま
し
た
ら
な
ぜ
で
す
か
ね
、
ど
う
い
う
ご
縁
か
ら

か
、
先
生
が
『
お
念
仏
に
生
か
さ
れ
て 

お
念
仏
を
喜
ぶ
人
に
』
と

い
う
本
を
出
さ
れ
て
、
送
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
五

回
読
み
返
し
て
、
大
学
時
代
に
引
き
戻
さ
れ
た
。
そ
れ
が
一
〇
年
前

の
私
の
住
職
の
始
ま
り
だ
っ
た
。

　

す
ぐ
観
智
院
さ
ん
に
お
伺
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
ま
た
中
野
善

英
上
人
の
大
念
仏
に
も
出
会
わ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
毎
月
、
第

一
土
曜
、
第
一
日
曜
に
比
叡
山
の
坂
本
の
松
禅
院
で
や
ら
れ
て
い
る
。

私
は
大
念
仏
に
、
人
数
は
少
な
い
で
す
が
檀
家
さ
ん
を
連
れ
て
出
か

け
さ
せ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
、
私
が
こ
の
一
〇
年
間
住
職
を
務
め

さ
せ
て
い
た
だ
く
お
念
仏
の
原
点
を
育
て
て
も
ら
っ
た
。

　

今
度
、
八
回
目
に
な
り
ま
す
。
一
一
月
一
日
で
す
が
、
慶
蔵
院
大

念
仏
と
い
う
こ
と
で
、
土
屋
正
道
上
人
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
ご
指

導
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。



─ 95 ─

　

そ
の
間
に
、
正
道
上
人
が
二
四
時
間
念
仏
を
増
上
寺
で
始
め
ら
れ
、

ま
た
今
度
は
九
月
に
清
浄
華
院
さ
ま
で
四
回
目
を
や
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
も
、
僅
か
な
が
ら
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
の
お
念
仏
へ
の
道
を
、
三
二
年
の
時
空
を
超
え
て
恩
師

の
光
道
先
生
が
ぽ
ん
と
あ
の
本
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
不
思
議
な

御
縁
を
感
じ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
お
念
仏
の
道
を
ず
う
っ
と
つ
な
い
で
い
た
だ

い
た
。
関
谷
喜
与
嗣
上
人
と
は
入
れ
違
い
の
よ
う
に
し
て
お
会
い
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
辻
説
法
に
毎
回
、
中
野

善
英
上
人
の
お
言
葉
を
印
刷
し
て
配
り
な
が
ら
、
墓
に
立
っ
て
、
お

伝
え
を
し
て
い
ま
す
。

　

集
ま
る
人
は
一
人
二
人
、
一
〇
人
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
い
っ
ぱ

い
余
る
。
そ
れ
を
本
堂
に
置
い
て
お
い
て
、
来
た
人
に
持
っ
て
い
っ

て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
二
〇
〇
回
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
勇

気
や
力
と
言
い
ま
す
か
、
続
け
る
支
え
は
本
当
に
お
念
仏
か
ら
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

戸
松　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
時
間
が
ま
い
り
ま

し
た
が
、
ま
だ
一
つ
質
問
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
平
和
の
問

題
で
今
の
安
保
法
案
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
と
で
私
が

責
任
を
も
っ
て
お
答
え
を
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
時
間
が
ご
ざ
い

ま
せ
ん
の
で
渇
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
私
の
と
こ
ろ
へ
い

ら
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
年
度
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
に
は
基
調
講
演
を
い
た
だ
い
て
、

な
お
か
つ
昨
日
と
本
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
つ

き
合
い
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
の
お
話
で
は
、
世
界
的
に
は
仏
教
が
一
つ

の
ブ
ー
ム
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
浄
土
教
は
残
念
な
が
ら
そ
こ
に
乗

っ
て
い
な
い
、
特
に
法
然
上
人
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
そ

れ
は
英
語
の
文
献
、
要
す
る
に
言
葉
で
伝
え
る
も
の
の
数
が
圧
倒
的

に
少
な
い
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
で
翻
訳
作
業
を
進

め
て
お
り
ま
す
。
皆
様
も
海
外
に
行
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
少
し
で
も

ぜ
ひ
法
然
上
人
の
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
く
、
あ
る
い
は
私
ど
も
に

も
叱
咤
激
励
を
い
た
だ
い
て
、
さ
ら
に
翻
訳
が
進
ん
で
い
く
よ
う
に

努
力
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
は
、
念
仏
を
す
る
と
い
う
こ
と
、

浄
土
真
宗
の
ア
メ
リ
カ
の
お
寺
さ
ん
に
行
っ
て
念
仏
し
ろ
と
言
う
ぐ

ら
い
、
ず
っ
と
勉
強
を
さ
れ
て
確
信
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は

多
分
私
た
ち
に
対
す
る
一
つ
の
叱
咤
激
励
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
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を
も
う
一
度
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
く
大
事
な
機
会
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

二
日
間
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
総
括
い
た
し
ま
す
と
今
大
会

の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
の
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を 

そ
の
社

会
的
実
践
」
に
あ
る
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
の
具
現
化
に
は
念
仏

を
称
え
る
と
い
う
こ
と
が
活
動
の
根
幹
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
集
約

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
実
践
し
て
い
か
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
本
日
、
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
願
わ
く
は
浄
土
宗

の
個
々
の
お
寺
が
檀
家
や
信
者
、
一
般
の
方
に
も
お
念
仏
に
出
会
え

る
場
を
積
極
的
に
提
供
し
て
い
く
。
そ
れ
こ
そ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、

今
日
お
寺
で
お
念
仏
を
し
た
い
と
思
っ
た
ら
、
で
き
る
浄
土
宗
の
お

寺
が
探
せ
る
よ
う
な
努
力
を
私
た
ち
が
し
て
、
形
に
し
て
い
く
こ
と

が
、
恐
ら
く
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
の
ま
ず
社
会
的
実

践
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
藤
本
先
生
が
具
体
的
に
実
践
の
中
に
展
望
と
し
て
、

三
つ
の
取
り
組
み
を
お
示
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
そ
の
前
に
ご

提
案
い
た
だ
い
た
五
つ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
、
私
は
こ
れ
を
読
み

ま
し
て
、
本
当
に
必
要
な
取
り
組
み
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
身
近
で
は
な
い
が
、
社
会
的
な
問
題
に
対
し
て
は
、
浄
土

宗
と
も
い
き
財
団
と
い
う
、
そ
れ
を
具
体
的
に
実
践
し
て
い
る
公
益

財
団
と
し
て
認
め
ら
れ
た
組
織
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
「
世
界
に

共
生
（
と
も
い
き
）
を
」
は
、
私
ど
も
が
一
人
一
人
、
少
し
で
も
と

も
い
き
財
団
に
関
わ
っ
て
、
さ
ら
に
具
体
的
な
形
で
伝
わ
る
よ
う
に

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

四
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
、
私
、
無
理
を
お
願
い
い
た
し
ま

し
て
、
い
た
だ
い
た
レ
ジ
ュ
メ
を
も
と
に
理
念
や
概
念
を
発
題
い
た

だ
く
の
で
は
な
く
、
な
る
べ
く
ご
自
身
の
経
験
に
も
と
づ
い
た
お
考

え
や
見
解
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
失
礼
が
あ
っ
た
か

と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　

ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
に
も
、
本
当
は
フ
ロ
ア
か
ら
も
直
接
で

質
問
を
受
け
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
限
り
あ
る
時
間
で
あ
り
ま
し
た

の
で
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
二
日
間
、
長
時
間
に
わ
た
り
ご
一
緒
に

こ
の
問
題
を
お
考
え
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
も
っ
て
「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を　

そ
の
社
会
的

実
践
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

司
会　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
二
日
間
に
わ
た
り
ま
し
た
シ
ン
ポ
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ジ
ウ
ム
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
い
ま
一
度
、
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
の
戸
松
先
生
は
じ
め
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
大
き
な
拍
手

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

（
了
）　



─ 98 ─

貞
享
以
前
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

遠　

藤　

聡　

明

一　

基
本
資
料
、
参
考
資
料

　

年
来
江
戸
時
代
の
青
森
県
西
部
（
旧
津
軽
領
）
の
浄
土
宗
諸
寺
院

の
動
向
を
調
査
し
た
中
で
、
言
及
し
て
い
な
い
、
見
落
と
し
て
い
た
、

ま
た
は
触
れ
ず
に
き
た
事
項
が
多
々
あ
る
。
貞
享
以
前
（
～
一
六
八

四
）
と
言
っ
て
も
遡
り
得
る
の
は
永
禄
年
代
（
一
五
五
八
～
）
に
と

ど
ま
る
。
資
料
の
性
格
に
起
因
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
ず
『
弘
前
藩
庁
日
記
）
（
（

』（
以
下
『
國
日
記
』）
の
記
録
は
寛
文
元

年
（
一
六
六
一
）
に
始
ま
る
も
の
で
、
貞
享
末
年
以
前
の
分
は
三
十

年
に
満
た
な
い
。
し
か
も
宗
派
に
関
わ
ら
ず
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七

〇
）
の
遊
行
上
人
来
訪
ま
で
は
、
寺
院
関
係
の
記
述
は
簡
略
で
あ
っ

た
。

　

以
前
こ
の
年
代
区
分
で
概
観
し
た
際
、『
永
禄
日
記
）
（
（

』『
平
山
日

記
）
（
（

』
を
参
考
と
し
た
。
そ
の
後
に
『
津
軽
編
覧
日
記
）
（
（

』『
本
藩
明
實

録
）
（
（

』
が
、
閲
覧
し
や
す
い
形
で
資
料
提
供
さ
れ
た
の
で
、
今
回
は
こ

れ
ら
も
参
考
と
し
た
。
た
だ
し
い
ず
れ
も
後
年
の
編
纂
物
で
、
し
か

も
『
永
禄
日
記
』
を
参
照
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
記
載
の
重
複
や

記
年
の
不
一
致
も
あ
る
が
、
同
一
内
容
に
言
及
す
る
記
事
の
比
較
に

よ
り
、
お
お
よ
そ
の
状
況
が
知
ら
れ
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　

二　

大
光
寺
村
三
重
塔
、
貞
昌
寺
、
誓
願
寺

　

大
光
寺
村
は
平
川
市
中
心
部
の
西
側
に
位
置
す
る
。
豪
族
下
國
氏

の
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
撤
退
以
降
は
滝
本
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ

た
が
、
津
軽
氏
初
代
と
な
る
為
信
に
よ
り
平
定
さ
れ
、
津
軽
左
馬
助

建
広
（
妻
は
為
信
の
娘
富
）
の
居
城
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
地
に
三
重
塔
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
諸
文
献
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
。
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
の
『
浄
土
宗
諸
寺
院
縁
起
）
（
（

』

の
冒
頭
、
貞
昌
寺
の
沿
革
は
次
の
よ
う
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
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開
山
圓
蓮
社
笈
禎
法
庵
上
人
者
出
所
京
城
之
人
也
、
當
初
太
守

於
二
當
国
大
光
寺
之
地
一
建
二
一
塔
一
給
時
、
自
二
京
都
一
招
下
而

為
二
開
眼
供
養
師
一
、
且
任
二
別
當
職
一
而
別
立
二
一
寺
一
而
令
レ
住

レ
彼
云
々

こ
の
文
は
問
題
が
二
点
あ
る
。
こ
の
大
光
寺
村
の
塔
は
、
貞
昌
寺
や

そ
の
開
山
笈
禎
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
文
に
先

行
事
実
が
記
さ
れ
て
お
り
、
縁
起
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
貞
昌
寺
の
開
創
に
関
す
る
『
浄
土
宗
諸
寺
院
縁
起
』
の
、

永
禄
三
庚
　　

申
歳
三
月
八
日
、
前
太
守　

守
信
公
之
御
臺
御
逝
去
、

則
以
二
法
庵
和
尚
一
為
二
引
導
師
一
而
令
レ
葬
之
、
謚
奉
號
二
桂
屋

貞
昌
大
禪
定
尼
一
、
故
世
普
唱
呼
二
貞
昌
寺
一
、
自
而
為
二
寺
号
一

因
以
二
法
庵
上
人
一
為
ス
ヿ

二
開
基
師
一
然シ
カ
リ

也
、

と
の
一
五
六
〇
年
に
関
す
る
記
述
は
概
ね
正
当
で
あ
る
。
若
干
補
足

す
る
な
ら
為
信
の
義
母
の
葬
儀
を
京
極
誓
願
寺
五
八
世
笈
山
上
人
に

願
い
出
た
と
こ
ろ
、
弟
子
の
笈
禎
法
庵
が
遣
わ
さ
れ
、
大
光
寺
村
の

貞
昌
寺
開
山
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
首
肯
さ
れ
る
。
笈
禎
法

庵
は
の
ち
に
隠
居
し
て
、
近
隣
に
誓
願
寺
を
開
く
。『
浄
土
宗
諸
寺

院
縁
起
』
で
は
「
慶
長
元
年
丙
　　

申

右
京
太
守
為
信
公
御
代　

圓
蓮
社

笈
禎
法
庵
上
人
建
焉
」
と
、
そ
の
開
創
を
一
五
九
六
年
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
大
光
寺
村
の
塔
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
の
こ
と
と
し
て
『
本
藩
明
實
録
』
に
は
、「
為
信
公
御

願
ニ
て
為
御
菩
提
大
工
河
原
三
右
衛
門
と
申
者
御
下
し
、
大
光
寺
等

へ
三
重
の
塔
被
成
御
建
候
）
（
（

」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
そ
の
性
格
を

知
り
得
な
い
。『
永
禄
日
記
』
に
は
い
く
ぶ
ん
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

（
上
略
）
大
光
寺
城
跡
御
普
請
被
成
、
左
馬
頭
様
御
住
居
被
成

候
所
、
御
奥
方
様
病
死
被
成
候
。

大
工
河
原
三
左
衛
門
と
申
者
下
り
申
候
。
右
者
左
馬
守
奥
方
御

病
死
被
成
候
処
、
為
信
公
御
歎
き
被
遊
、
為
御
菩
提
大
光
寺
之

御
寺
ニ
三
重
之
塔
御
立
可
被
遊
由
ニ
而
、
町
わ
り
屋
敷
割
御
座

候
）
8
（

。

超
宗
派
的
施
設
と
し
て
塔
だ
け
を
建
て
た
の
で
は
な
く
、
左
馬
助
の

菩
提
寺
の
境
内
に
三
重
塔
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が

ど
こ
か
を
知
り
得
る
の
が
『
津
軽
編
覧
日
記
』
で
、
畑
山
解
読
本
に
、

四
月
廿
一
日
大
光
寺
左
馬
助
殿
御
奥
方
富
姫

君

御
遠
行
被
成
、
長

雲
山
藤
先
寺
江
葬
る
御
法
名
、 

然
慶
妙
悠
大
姉
、
此
時
寺
領
七
石
を

増
し
為
御
菩
提
為
信
公
よ
り
大
光
寺
に
お
ゐ
て
三
重
之
宝
塔
を

御
建
立
被
遊
、
年
を
経
て
成
就
す
）
9
（

。

と
あ
る
。
つ
ま
り
藩
主
為
信
が
、
病
没
し
た
娘
の
菩
提
を
と
む
ら
う

べ
く
大
光
寺
村
の
曹
洞
宗
藤
先
寺
に
、
三
重
塔
の
建
設
を
始
め
た
の

が
慶
長
八
年
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
寺
は
耕
春
院
（
現
在
の
宗
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徳
寺
）
の
末
寺
で
あ
り
、
特
別
な
法
要
が
あ
れ
ば
本
寺
の
住
職
が
導

師
を
務
め
る
の
が
常
態
で
あ
る
。
さ
き
に
貞
昌
寺
や
笈
貞
法
庵
の
関

与
を
否
定
し
た
所
以
で
あ
る
。

　

そ
の
後
は
ど
う
か
。『
津
軽
編
覧
日
記
』
畑
山
解
読
本
、
慶
長
一

〇
年
（
一
六
〇
五
）
に
み
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。

七
月
去
々
年
よ
り
御
取
立
被
成
候
大
光
寺
之
塔
成
就
、
棟
梁
江

戸
大
工
川
原
佐
右
衛
門
其
外
大
工
三
拾
人
に
て
成
就
す
。
八
月

十
五
日
、
大
光
寺
塔
成
就
之
供
養
有
之
）
（0
（

。

着
工
か
ら
二
年
後
に
落
慶
法
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
棟
梁

名
の
不
一
致
は
音
写
の
問
題
で
、
無
視
し
て
差
し
支
え
な
い
。

　

こ
れ
か
ら
数
年
後
、
藤
先
寺
も
貞
昌
寺
も
誓
願
寺
も
、
弘
前
城
の

造
営
に
と
も
な
い
城
下
に
移
転
さ
せ
ら
れ
る
。
同
地
の
三
重
塔
は
後

年
落
雷
で
焼
失
す
る
が
『
本
藩
明
實
録
』
は
寛
永
七
年
（
一
六
三

〇
）
と
す
る
も
同
一
〇
年
に
も
同
記
事
が
あ
り
、『
永
禄
日
記
』
で

は
同
九
年
、
後
年
の
藩
撰
史
書
『
津
軽
一
統
誌
』
で
は
同
八
年
と
し

て
い
る
。
こ
の
ば
ら
つ
き
は
、
最
も
記
録
の
確
度
を
問
わ
れ
る
一
件

で
あ
る
。

三　

在
方
の
諸
寺
院
、
弘
前
城
下
へ

　
『
永
禄
日
記
』
は
、
慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
）
の
こ
と
と
し
て

い
る
。弘

前
城
建
立
大
光
寺
館
等
引
上
堀
越
並
在
々
之
寺
院
宮
々
、
弘

前
御
城
下
へ
引
越
被
仰
付
候
間
、
段
々
引
移
申
候
）
（（
（

。

大
光
寺
や
堀
越
等
の
出
城
を
廃
し
弘
前
に
本
格
的
な
城
を
構
え
る
政

策
が
、
翌
年
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
在
方
寺
社
が

城
下
に
集
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は
複
数
の
寺
院
街
を
形
成
す
る
。　

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、
弘
前
城
南
西
の
茂
森
山
を
削
平
し
て
曹

洞
宗
の
「
長
勝
寺
構
」
三
三
か
寺
が
取
り
立
て
ら
れ
た
。
前
述
の
藤

先
寺
も
こ
の
一
角
へ
の
移
転
で
あ
る
。
浄
土
宗
、
真
宗
、
日
蓮
宗
は

連
立
す
る
形
で
、
城
の
東
側
に
寺
町
を
形
成
し
た
。
天
台
宗
と
真
言

宗
は
ほ
と
ん
ど
が
特
別
な
神
社
の
別
当
寺
院
で
あ
り
、
当
該
神
宮
と

境
内
を
と
も
に
し
て
、
寺
町
に
名
を
連
ね
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

変
わ
っ
た
例
が
誓
願
寺
で
、
城
の
西
側
、
新
町
へ
の
移
転
で
あ
る
。

以
前
、『
國
日
記
』
の
修
復
願
の
出
さ
れ
方
か
ら
強
引
に
そ
う
推
測

し
た
が
、
正
保
年
代
の
『
津
軽
國
弘
前
城
之
絵
圖
）
（（
（

』
に
よ
り
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
境
内
に
は
専
求
院
、
龍
泉
寺
、
不
退
院
が
侍
し
て
い
た
。

　

誓
願
寺
は
『
本
藩
明
實
録
』
に
よ
る
と
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一

四
）
に
は
弥
陀
大
仏
安
置
と
あ
り
、
移
転
後
の
整
備
の
早
さ
が
う
か

が
わ
れ
る
。
同
じ
く
『
本
藩
明
實
録
』
寛
永
六
年
（
一
六
三
〇
）
に

は
、「
十
月
十
二
日
、
誓
願
寺
大
堂
六
ケ
年
ニ
て
成
就
、
入
仏
供
養
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有
之
候
）
（（
（

」
と
あ
る
。
こ
の
文
に
続
き
、「
今
年
無
量
山
正
覚
寺
開
基
」

と
あ
る
。　

当
時
の
新
興
都
市
青
森
の
町
割
り
に
よ
り
寺
院
も
置
か

れ
、
誓
願
寺
塔
頭
龍
泉
寺
開
山
の
良
故
龍
呑
が
正
覚
寺
を
開
山
し
て

い
る
。

　
「
元
」
寺
町
時
代
の
浄
土
宗
寺
院
関
係
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

活
動
の
状
況
を
知
り
得
な
い
。
弘
前
は
城
や
諸
寺
院
に
よ
る
空
前
の

建
設
ラ
ッ
シ
ュ
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
仮
普
請
で
し
の
い
で
い
た

寺
院
も
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

四　

新
寺
町
寺
院
街
の
成
立

　

寺
町
の
寺
院
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）、
横
町
（
東
長
町
）
算

盤
屋
久
兵
衛
を
火
元
と
す
る
火
災
で
延
焼
し
た
。
同
三
年
の
こ
と
と

す
る
文
献
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
再
建
は
断
念
さ
れ
南
溜
池
の
南
側
に

「
新
」
寺
町
を
設
置
、
再
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
地

が
選
ば
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、『
本
藩
明
實
録
』
の
次
の
記
事
が
明

快
で
あ
る
。

四
月
新
寺
町
地
割
有
之
同
所
派
町
仕
立
候
ニ
付
住
居
被
仰
付
候
、

寺
院
ハ
北
の
方
春
日
の
辺
ニ
御
沙
汰
も
有
之
候
処
、
毎
度
南
風

御
城
下
へ
強
く
吹
当
り
候
ニ

付
、
風
防
ぎ
に
林
仕
立
可
然
旨
ニ

て
南
の
方
ニ
地
割
被
仰
付
候
）
（（
（

。

問
題
は
こ
れ
が
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
寺

町
の
火
災
は
そ
れ
以
後
で
あ
る
。
そ
の
他
の
同
文
献
の
記
事
内
容
は

ほ
ぼ
首
肯
で
き
る
も
の
で
、
少
々
列
記
す
る
。

慶
安
四
（
一
六
五
一
） 

九
月
九
日
、
遊
行
上
人
着
、
此
年
貞
昌
寺
造

営

承
応
元
（
一
六
五
二
）
四
月
廿
六
日
、
貞
昌
寺
本
堂
棟
上
新
規
成
就

明
暦
元
（
一
六
五
五
） 

七
月
十
五
日
よ
り
廿
四
日
迄
、
貞
昌
寺
千
部

法
会
有
之

万
治
元
（
一
六
五
八
） 

七
月
於
貞
昌
寺
御
先
祖
桂
屋
貞
昌
大
禅
定
尼
、

百
年
御
法
会
千
部
供
養
あ
り

こ
こ
ま
で
は
『
國
日
記
』
記
録
開
始
以
前
の
も
の
で
、
貴
重
で
あ
る
。

　
『
國
日
記
』
以
降
で
も
『
本
藩
明
實
録
』
の
記
述
は
示
唆
に
富
む
。

そ
も
そ
も
『
國
日
記
』
は
特
定
寺
院
の
内
部
事
情
を
記
録
す
る
性
格

の
も
の
で
は
な
く
、
藩
政
当
局
が
関
与
し
な
い
事
項
は
記
さ
れ
な
い
。

い
ま
少
し
、『
本
藩
明
實
録
』
の
記
事
を
追
っ
て
い
く
。

寛
文
一
〇
（
一
六
七
〇
）
同
（
四
月
）
十
八
日
、
遊
行
上
人
、
同
勢

ハ
拾
人
計
ニ

而
南
部
口
よ
り
着　
（
下
略
）

五
月
廿
日
、
法
立
寺
（
日
蓮
宗
）
棟
上

同
一
二
（
一
六
七
二
） 

四
月
七
日
、
本
行
寺
（
日
蓮
宗
僧
禄
）
本
堂

供
養
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七
月
五
日
、
貞
昌
寺
阿
弥
陀
入
仏
、

延
宝
元
（
一
六
七
三
）
真
教
寺
（
真
宗
僧
禄
）
鐘
鋳
、

同　

三
（
一
六
七
五
）
閏
四
月
、
貞
昌
寺
石
塔
供
養
有
之
候

天
和
元
（
一
六
八
一
）
貞
昌
寺
寝
釈
迦
供
養
有
之
、

同　
　
　
　
　
　
　
　

 
三
月
二
日
、
本
行
寺
焼
失
（『
永
禄
日
記
』

二
月
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
貞
昌
寺
は
新
寺
町
へ
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

寺
院
の
中
で
は
、
い
く
ぶ
ん
良
好
な
再
出
発
が
で
き
て
い
る
。

　

異
色
の
記
事
が
『
永
禄
日
記
』
に
み
ら
れ
る
。
延
宝
八
年
（
一
六

八
〇
）、「
萬
日
念
仏
堂
願
主
言
語
坊
死
ス
）
（（
（

」
と
あ
る
。
こ
の
時
期
に

は
土
手
町
大
橋
下
東
方
に
あ
っ
た
白
道
院
の
開
山
浄
誉
欣
求
で
あ
る
。

　

さ
て
先
年
、
前
述
『
津
軽
國
弘
前
城
之
絵
圖
』
の
寺
町
の
「
門
徒
、

天
台
、
法
華
、
法
華
、
浄
土
、
門
徒
、
門
徒
、
門
徒
」
と
い
う
配
置

に
つ
き
、
新
寺
町
移
転
時
に
北
側
の
門
徒
寺
と
天
台
寺
を
入
れ
替
え

て
と
い
う
私
見
）
（（
（

を
記
し
た
。
同
絵
図
と
、『
國
日
記
』
記
録
開
始
の

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
時
点
の
比
較
で
あ
れ
ば
こ
の
愚
論
も
成
立

し
よ
う
が
、
絵
図
の
正
保
年
代
に
は
天
台
宗
報
恩
寺
が
ま
だ
存
在
し

な
い
。
つ
ま
り
寺
町
に
報
恩
寺
は
な
く
、
他
の
天
台
宗
寺
院
も
既
述

の
事
情
で
寺
町
に
な
い
。
で
は
同
絵
図
の
「
天
台
寺
」
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。「
天
台
宗
寺
院
建
設
予
定
地
」
と
の
仮
説
を
た
て
ざ
る
を

得
な
い
。

五　

天
台
宗
報
恩
寺
の
創
建

　

本
稿
の
標
題
と
は
無
縁
な
立
稿
で
あ
る
が
、
新
寺
町
寺
院
街
の
成

立
と
い
う
観
点
か
ら
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

正
保
元
年
（
一
六
四
四
）、
南
溜
池
の
南
東
に
大
円
寺
が
開
か
れ

る
。
境
内
西
側
の
寺
沢
川
を
は
さ
ん
で
修
験
司
頭
の
大
行
院
が
あ
り
、

こ
こ
か
ら
西
側
に
寺
院
街
が
新
た
に
形
成
さ
れ
た
と
言
い
た
い
と
こ

ろ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
年
の
状
態
で
あ
る
。
寺
町
か
ら
貞
昌
寺

は
じ
め
諸
寺
院
が
移
転
し
た
時
点
で
は
、
大
行
院
の
西
隣
に
空
き
地
、

お
そ
ら
く
は
未
着
手
の
土
地
が
存
在
し
た
。

　

こ
こ
に
天
台
宗
の
新
寺
が
建
立
さ
れ
る
。『
本
藩
明
實
録
』
に
は

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
の
こ
と
と
し
て
、

御
三
代
、
桂
光
院
様　

御
諱
名
、
信
義
、（
中
略
）　

明
暦
元
乙

未
年
十
一
月
廿
五
日
、
於
江
戸
御
逝
去
）
（（
（

。（
下
略
）

と
あ
り
、
同
三
年
、

九
月
朔
日
、
輪
王
寺
一
品
親
王
公
怙
）
（8
（

を
以
て
号
を
補
し
、
一
輪

山
桂
光
院
報
恩
寺
と
給
る
、
東
叡
山
の
末
寺
ニ
加
り
、
寺
代
三

百
石
供
料
百
俵
被
下
、
層マ
マ
衆
五
ヶ
寺
仰
付
候
）
（9
（

。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
三
七
歳
で
没
し
た
前
藩
主
の
菩
提
を
弔
う
た
め
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報
恩
寺
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
段
取
り
が
よ
く
窺
わ
れ

る
。『
永
禄
日
記
』
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
五
）
に
「
報
恩
寺
立
」

と
、
簡
潔
に
記
し
て
い
る
。

　

環
境
は
次
第
に
充
実
し
て
い
く
。『
本
藩
明
實
録
』
は
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）、「
九
月
五
日
、
報
恩
寺
鐘
鋳
申
候
」、
翌
年
「
四
月
廿

五
日
、
報
恩
寺
鐘
樓
堂
立
申
候
」
と
あ
り
、
そ
の
翌
年
に
は
、

土
佐
守
様
御
法
事
、
貞
昌
寺
ニ
千
部
之
御
経
読
誦
有
、
同
報
恩

寺
御
石
塔
立
此
石
塔
十
三
よ
り
船
ニ
て
登
せ
る）

（0
（

、

と
あ
り
、
墓
所
の
整
備
の
様
子
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
後
年
、
子
院

が
東
西
に
設
置
さ
れ
る
。『
永
禄
日
記
』
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）、

「
八
月
報
恩
寺
内
ニ
観
音
堂
始
ル
）
（（
（

」、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）、「
同

年
報
恩
寺
内
ニ
万
日
念
仏
堂
建
立
、
願
主
猿
賀
町
派
武
田
彌
左
衛
門

禪
門
ニ
成
、
則
、
新
寺
町
ニ
住
」
と
あ
る
。
東
隣
接
地
観
音
堂
は
大

行
院
を
移
転
さ
せ
て
建
立
さ
れ
た
無
量
院
、
西
隣
接
地
万
日
念
仏
堂

は
善
入
院
で
あ
る
。

　

報
恩
寺
に
は
開
創
時
か
ら
敷
地
内
、
す
な
わ
ち
本
堂
前
の
左
右
に

塔
頭
寺
院
）
（（
（

が
三
か
寺
ず
つ
配
置
さ
れ
た
。
西
の
無
量
院
側
は
新
寺
町

通
り
か
ら
報
恩
寺
に
向
か
っ
て
光
善
院
、
観
明
院
、
正
善
院
。
東
は

同
じ
く
了
智
院
、
理
教
院
、
一
乗
院
で
あ
る
。
こ
れ
ら
塔
頭
は
い
ず

れ
も
十
五
石
を
受
け
た
。

　

報
恩
寺
は
三
百
石
を
受
け
、
天
台
宗
の
僧
禄
と
な
る
。
同
寺
が
新

寺
町
の
東
方
に
位
置
し
て
寺
院
街
と
し
て
充
実
し
、
以
降
同
寺
は
『 

國
日
記
』
に
も
多
く
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
國
日
記
』
を

軸
に
言
う
な
ら
ば
、
よ
う
や
く
間
に
合
っ
て
登
場
し
た
格
好
で
あ
る
。

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
正
月
九
日
、
同
寺
は
失
火
で
焼
失
、
さ
ら

に
同
年
三
月
廿
七
日
、
末
庵
二
軒
が
焼
失
と
多
難
な
出
発
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
万
日
念
仏
堂
に
つ
い
て
。
前
項
に
言
及
し
た
浄
土
宗
の
浄

誉
欣
求
に
よ
る
万
日
念
仏
堂
白
道
院
が
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の

開
庵
で
、
こ
ち
ら
が
若
干
先
行
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
以
降
の
文

献
に
み
ら
れ
る
万
日
念
仏
堂
と
は
、
白
道
院
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。

六　

誓
願
寺
焼
失

　

二
度
の
移
転
を
強
い
ら
れ
た
貞
昌
寺
に
比
べ
、
大
光
寺
村
か
ら
の

移
転
だ
け
で
済
ん
だ
誓
願
寺
は
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）、
火
災
に

見
舞
わ
れ
る
。
三
月
十
九
日
の
『
國
日
記
』
に
、「
昨
夜
子
刻
誓
願

寺
出
火
本
堂
寺
共
ニ

不
残
焼
失
、
阿
弥
陀
其
外
寺
什
物
共
ニ

不
残
焼

失
」
と
あ
る
。
寺
社
奉
行
の
調
べ
に
対
す
る
誓
願
寺
、
塔
頭
専
求
院
、

同
龍
泉
寺
の
口
上
書
は
火
事
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
平
時
火

の
気
の
な
い
場
所
が
外
側
か
ら
燃
え
て
お
り
、
放
火
で
は
な
い
か
と

三
者
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
誓
願
寺
か
ら
は
最
後
に
、
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大
切
成
御
建
立
所
焼
失
仕
候
儀
、
無
調
法
可
申
上
様
無
御
座
候
、

依
之
在
郷
末
寺
江
引
籠
申
度
奉
存
候
）
（（
（

。

と
い
う
進
退
伺
い
が
あ
る
。
前
年
一
月
の
報
恩
寺
の
火
災
で
は
住
職

翁
存
が
退
任
し
て
お
り
、
そ
の
例
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
一
連
の
記
述
が
『
國
日
記
』
に
お
け
る
貞
享
年
代
最
後
の
浄

土
宗
寺
院
関
係
の
記
事
で
、
九
月
末
日
に
元
禄
と
改
元
、
十
二
月
六

日
の
沙
汰
が
次
の
関
係
記
事
で
あ
る
。

誓
願
寺
従
寺
内
出
火
ニ
付
遠
慮
仕
候
段
達
尊
聞
候
處
、
御
免
之

段
被
仰
出
候
、
右
之
旨
此
御
飛
脚
致
到
着
候
而
、
五
日
十
四
日

廿
五
日
廿
七
日
右
四
日
之
内
御
精
進
日
ニ
可
申
渡
趣
、
今
二
日

到
来
之
飛
脚
ニ
就
申
来
候
、
今
日
申
渡
之
）
（（
（

。

右
の
日
付
は
初
代
藩
主
為
信
、
二
代
信
枚
、
三
代
信
義
お
よ
び
そ
の

正
室
の
忌
日
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
四
代
信
政
の
温
情
と
言
え
よ
う
。

七　

お
わ
り
に

　

貞
享
以
前
の
『
國
日
記
』
を
再
検
討
し
、
同
時
期
の
文
献
を
参
照

し
て
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢
を
概
観
し
た
。
こ
の
期
間
の

『
國
日
記
』
が
長
文
を
記
録
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
寛
文
一
〇

年
（
一
六
七
〇
）
の
遊
行
四
二
代
尊
任
上
人
へ
の
対
応
の
段
取
り
書

き
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
浄
土
宗
寺
院
関
係
の
記
事
は
絶

対
数
も
少
な
い
う
え
最
低
限
に
近
い
短
文
が
多
く
、
詳
細
を
知
り
が

た
い
。
援
用
し
た
他
の
記
録
は
い
ず
れ
も
後
年
の
編
纂
物
と
い
う
性

格
が
露
呈
し
、
人
名
や
記
載
の
年
時
な
ど
に
不
正
確
な
点
も
あ
っ
た

が
、
お
お
よ
そ
の
事
態
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

以
前
か
ら
気
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
、
貞
昌
寺
と
誓
願
寺
（
お
よ

び
各
末
寺
）
の
、
門
流
と
し
て
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
笈
禎
は
具
名

を
圓
蓮
社
寂
誉
法
庵
笈
禎
と
い
う
。
京
極
誓
願
寺
の
僧
で
あ
る
以
上
、

西
山
禅
林
寺
派
の
所
属
で
あ
る
。
し
か
る
に
笈
の
字
は
、
藤
田
派
が

用
い
た
名
乗
り
で
あ
る
。
こ
の
両
派
の
関
係
を
問
題
と
す
べ
き
で
は

あ
ろ
う
が
、
貞
昌
寺
と
誓
願
寺
は
名
越
派
本
山
專
稱
寺
の
末
寺
と
し

て
江
戸
時
代
の
宗
教
統
制
を
過
ご
し
て
い
る
。
本
末
関
係
は
あ
る
程

度
の
年
限
を
経
て
、
地
域
の
事
情
な
ど
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
る
場

場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
貞
昌
寺
の
開
山
時
点
で
何
派
の
所
属
で
あ

る
か
の
取
り
沙
汰
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
奇
し
く
も
「
貞
享
以
前
」
が
分
界
点
で
、
貞
享
の
頃
ま
で

は
そ
う
し
た
意
識
が
さ
ほ
ど
強
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

が
明
確
に
な
る
の
は
元
禄
初
年
に
全
国
の
浄
土
宗
寺
院
か
ら
徴
集
し

た
、
寺
歴
の
書
出
で
あ
ろ
う
。
そ
の
集
成
が
い
わ
ゆ
る
『
蓮
門
精
舎

旧
詞
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
各
寺
の
歴
史
よ
り
、
本
末
関
係
の
確
認

や
確
定
に
主
目
的
が
置
か
れ
て
い
る
。
同
書
で
貞
昌
寺
は
開
山
僧
に
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つ
い
て
「
圓
蓮
社
良
貞
上
人
字
法
庵
上
都
人
氏
族
未
詳
）
（（
（

」
と
名
越
派

ら
し
き
表
現
を
と
り
、
し
か
も
肝
心
の
部
分
は
曖
昧
に
し
て
い
る
。

　

名
越
派
の
学
僧
義
山
の
『
圓
光
大
師
行
状
画
図
翼
賛
）
（（
（

』
巻
五
八
に

は
、
金
光
上
人
入
滅
の
地
に
関
し
て
、「
或
ル
宗
派
ニ
云
ク
被
レ
遣
二ハ
シ
下
サ

奥
州
津
軽
ニ一
於
二
彼
處
ニ一
入
滅
）
（（
（

ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
禅
林
寺
貞
準

の
『
浄
土
宗
派
承
継
譜
』
の
記
述
を
さ
す
も
の
で
、「
或
宗
派
」
と

い
う
表
現
は
こ
の
時
期
の
義
山
の
、
西
山
派
へ
の
対
抗
意
識
の
表
れ

と
い
わ
れ
て
い
る
。

（　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

（　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
刊
み
ち
の
く
叢
書
一

（　

同
前
み
ち
の
く
叢
書
二
三

（　

二
〇
〇
六
年
の
畑
山
信
一
氏
解
読
本
一
三
冊
と
、
二
〇
一
〇
年
以
降
刊
の

弘
前
図
書
館
作
成
の
対
訳
本
が
あ
る
。
拙
稿
に
い
う
対
訳
本
は
、
原
資
料
一

冊
か
ら
三
冊
上
を
収
載
し
た
後
者
第
一
製
本
。
原
本
は
弘
前
図
書
館
蔵
。

（　

前
掲
み
ち
の
く
叢
書
四
五
、『
本
藩
明
實
録
・
本
藩
事
實
集
』
上 

（　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

（　

前
掲
（
本
二
一
頁
。

8　

前
掲
（
本
一
六
頁
。

9　

（
に
示
し
た
畑
山
解
読
本
一
巻
、
一
三
一
頁
。
原
本
に
よ
り
訂
正
。

（0　

同
前
一
巻
、
一
三
三
頁
。

（（　

前
掲
（
本
二
四
頁
。

（（　
『
日
本
城
下
町
繪
圖
集
』
東
日
本
篇
所
収
。
日
本
礼
文
社
、
一
九
八
〇
。

（（　

前
掲
（
本
四
五
頁
。

（（　

同
前
六
〇
頁
。

（（　

同
前
五
三
頁
。

（（　
『
佛
教
論
叢
』
五
九
号
一
〇
六
頁
。

（（　

前
掲
（
本
六
八
頁
。

（8　

原
本
の
文
字
は
「
怙
」
と
読
む
べ
き
な
が
ら
、
意
味
が
通
ら
な
い
。
住
職

任
命
書
を
示
す
「
公
帖
」
で
あ
ろ
う
。

（9　

前
掲
（
本
七
二
頁
。
青
森
県
立
図
書
館
蔵
原
本
に
よ
り
訂
正
。

（0　

同
前
七
五
頁
。

（（　

前
掲
（
本
五
一
～
五
六
頁
。

（（　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
『
報
恩
寺
之
図
』
に
よ
る
。

（（　
『
國
日
記
』
貞
享
五
年
三
月
十
九
日
条
。

（（　
『
國
日
記
』
元
禄
元
年
十
二
月
六
日
条
。

（（　
『
浄
全
』
続
一
九
巻
七
九
三
頁
。

（（　

元
禄
八
年
編
纂
開
始
、
同
一
六
年
刊
。

（（　
『
浄
全
』
一
六
巻
九
四
九
頁
。
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良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
引
用
に
つ
い
て

大　

橋　

雄　

人

は
じ
め
に

　

良
忠
は
生
涯
の
な
か
で
多
く
の
著
作
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

著
作
の
大
半
は
善
導
、
法
然
、
聖
光
の
著
作
に
対
す
る
注
釈
書
で
あ

る
が
、
法
然
の
浄
土
教
帰
入
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
と
さ
れ
る）

（
（

源

信
『
往
生
要
集
』
に
対
し
て
も
注
釈
書
を
著
わ
し
て
い
る
。
ま
た
良

忠
自
身
も
幼
い
と
き
に
聞
い
た
父
と
三
智
法
師
の
『
往
生
要
集
』
の

談
義
が
浄
土
教
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る）

（
（

。

　

さ
ら
に
良
忠
の
著
作
活
動
の
な
か
で
は
最
晩
年
に
『
往
生
要
集
義

記
』
を
撰
述
し
て
い
る）

（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
大
谷
旭
雄
氏
は
『
義

記
』
の
撰
述
と
目
的
に
つ
い
て
簡
単
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
な
が
ら
も
、
三
代
の
相
伝
と
宗
義
の
視
点
か
ら
浄
土
宗
的

『
往
生
要
集
』
解
釈
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
思
想
史
的
に
重
要
な

位
置
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。
で
は
、
法
然
・
良
忠
両
者
に

と
っ
て
浄
土
教
帰
入
の
き
っ
か
け
と
も
な
り
、『
義
記
』
が
大
谷
氏

の
指
摘
す
る
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
撰
述
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
源
信

『
往
生
要
集
』
は
良
忠
の
善
導
『
観
経
疏
』
解
釈
上
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
研
究
で
は
、『
観
経
疏
伝
通
記
』（
以
下
『
伝
通
記
』）
に
お
け

る
『
往
生
要
集
』
の
引
用
を
中
心
に
整
理
を
行
い
、
そ
の
影
響
に
つ

い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

一
、『
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
引
用
箇
所

　

は
じ
め
に
『
伝
通
記
』
に
引
か
れ
る
源
信
の
著
作
に
つ
い
て
整
理

を
試
み
た
い
。『
伝
通
記
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
源
信
の
著
作
は
、

『
往
生
要
集
』
を
は
じ
め
と
し
て
『
阿
弥
陀
経
略
記
』『
一
乗
要
決
』

が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
書
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
「
慧
心
云
」

な
ど
と
し
て
源
信
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
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管
見
の
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
回
数
を
示
す
と

●

『
往
生
要
集
』 

……
…
…
…
…
…
九
回

●

『
阿
弥
陀
経
略
記
』 

……
…
…
…
三
回

●

『
一
乗
要
決
』 

……
…
…
…
…
…
一
回

●

そ
の
他 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
回

以
上
、
総
計
一
四
回
と
な
り
、『
伝
通
記
』
全
体
の
典
籍
引
用
数
か

ら
は
決
し
て
多
く
は
な
い
数
字
で
あ
る）

（
（

。
そ
の
う
ち
『
往
生
要
集
』

は
九
回
の
引
用
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
『
伝
通
記
』
の
ど
こ
に

引
用
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
『
往
生
要
集
』
の
い
ず
れ
の
章
か
ら
引

か
れ
て
い
る
か
、『
伝
通
記
』
の
引
用
箇
所
と
出
典
を
整
理
す
る
と

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
な
か
、
№
３
は
『
往
生
要
集
』
の
書
名
の
み
で
説
示
の

引
用
は
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
№
９
は
割
注
で
源
信
の
説
を
簡
略
に
示

し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
具
体
的
な
書
名
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
指

摘
内
容
を
『
往
生
要
集
』
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

表
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
良
忠
は
『
往
生
要
集
』
の
第
四
正

修
念
仏
、
第
五
助
念
方
法
、
第
一
〇
問
答
料
簡
か
ら
の
引
用
が
九
割

を
占
め
、
そ
れ
以
外
は
第
九
往
生
諸
業
か
ら
一
回
の
み
引
用
し
て
い

る
。

№

『
伝
通
記
』
引
用
箇
所

『
浄
全
』
２

『
往
生
要
集
』
該
当
箇
所

『
浄
全
』
（（

１
『
玄
』
十
四
行
偈
①

P8（
下

第
五
助
念
方
法

P（08

上

２
『
玄
』
十
四
行
偈
②

P（（（
下

第
四
正
修
念
仏

P8（

上

３
『
玄
』
和
会
経
論
相
違
門　
「
諸
師
解
」

P（（（
上

第
一
〇
問
答
料
簡

P（（（

下
～P（（（

上

４
『
玄
』
和
会
経
論
相
違
門　
「
道
理
破
」

P（（9

上
～
下

第
五
助
念
方
法

P9（

下

５
『
序
』
化
前
序

P（（0

上

第
九
往
生
諸
業

P（（（

下

６
『
序
』
散
善
顕
行
縁

P（8（

下
～P（8（
上

第
四
正
修
念
仏

P（9

下
～P（（

下

７
『
定
』
第
九
真
身
観

P（（（

上

第
四
正
修
念
仏

P8（

上
～
下

８
『
散
』
上
品
中
生

P（（（

上

第
一
〇
問
答
料
簡

P（（（

上
～
下

９
『
散
』
下
品
下
生

P（（（

上

第
一
〇
問
答
料
簡

P（（（

上
～
下
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二
、『
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
引
用
の
概
要

　

先
述
の
よ
う
に
良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
の

四
章
目
か
ら
引
用
を
行
っ
て
い
る
。
で
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
そ

れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
伝
通
記
』
に
『
往
生
要
集
』
を
引
用
す
る
傾
向
と
し
て
は
、『
伝

通
記
』
の
な
か
の
問
答
、
と
く
に
そ
の
答
え
と
し
て
良
忠
が
自
説
を

述
べ
る
な
か
で
引
用
さ
れ
る
。
先
の
整
理
か
ら
良
忠
は
『
伝
通
記
』

に
『
往
生
要
集
』
か
ら
九
箇
所
引
用
・
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
そ
の

う
ち
八
箇
所
が
問
答
内
に
お
け
る
引
用
で
あ
る
。
唯
一
№
８
の
み
が

『
観
経
疏
』
散
善
義
・
上
品
中
生
の
「
恐
此
間
七
日
」
と
い
う
語
を

解
釈
す
る
箇
所
に
お
い
て
引
か
れ
る
。

　

こ
れ
は
『
観
経
』
上
品
中
生
に
華
開
以
後
の
得
益
を
示
す
箇
所
に

お
い
て
、「
七
日
を
経
て
、
時
に
応
じ
て
即
ち
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
に
於
て
不
退
転
を
得
」（『
浄
全
』
一
、
一
一
頁
）
と
あ
る
説
示
を
、

善
導
が
『
観
経
疏
』
に
お
い
て
、『
観
経
』
の
「
七
日
」
は
浄
土
に

お
け
る
七
日
で
は
な
く
、
此
土
の
七
日
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
点

に
対
す
る
良
忠
が
解
釈
を
示
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
良
忠
は
こ
れ

を
【
恐
此
間
七
日
】
と
は
、
古
師
、
多
く
は
彼
の
方
の
時
劫
に
約

す
。
故
に
且
ら
く
【
恐
】
と
云
う
。（『
浄
全
』
二
、
四
一
〇
頁

上
～
下
）

と
釈
し
、『
観
経
』
の
「
七
日
」
に
つ
い
て
諸
師
が
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
続
い
て
浄
影
寺
慧
遠
、
吉
蔵
、

懐
感
、
璟
興
ら
浄
土
の
七
日
で
あ
る
と
釈
す
る
諸
師
の
説
を
取
り
上

げ
、

慧
心
の
云
く
「
此
土
の
日
夜
な
り
」｛
云
云
｝。

感
師
は
一
室
の
弟
子
な
り
と
云
う
と
雖
も
、
大
師
の
解
に
違
し
、

慧
心
は
萬
里
の
波
濤
を
隔
つ
と
雖
も
、
今
家
の
釈
に
同
ず
。

（『
浄
全
』
二
、
四
一
〇
頁
下
）

と
述
べ
て
い
る
。
良
忠
は
『
観
経
』
上
品
中
生
の
時
劫
の
解
釈
に
対

す
る
善
導
の
釈
義
に
つ
い
て
、
弟
子
で
あ
る
懐
感
よ
り
も
源
信
の
ほ

う
が
準
じ
て
い
る
と
し
て
お
り
、
続
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
『
往
生

要
集
』
の
説
示
を
引
用
し
て
い
る
。

『
要
集
』
の
下
に
云
く
「
彼
の
九
品
に
逕
る
所
の
日
時
を
判
ず

る
こ
と
、
諸
師
不
同
な
り
。
懐ａ
感
・
智
憬
等
の
諸
師
は
、
彼
の

国
土
の
日
夜
の
劫
数
と
許
す
は
、
誠
に
責
む
る
所
に
当
た
れ
り
。

有ｂ
師
の
云
く
、
仏
、
此
土
の
日
夜
を
以
て
之
れ
を
説
き
て
、
衆

生
を
し
て
知
ら
し
め
た
ま
う
、
と
｛
云
云
｝。
今
謂
く
、
後
の

釈
、
失
無
し
。
且
ら
く
四
例
を
以
て
助
成
せ
ん
。
―
中
略
―
。
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此
の
理
、
有
る
が
故
に
、
後
の
釈
、
失
無
し
」｛
已
上
｝。

霊
芝
の
云
く
「
一
小
劫
と
は
、
亦
、
此
土
の
増
減
に
據
り
て
言

を
為
す
」｛
已
上
｝。

『
往
生
要
集
』
の
引
用
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
源
信
は
九
品
の

日
時
の
解
釈
に
つ
い
て
懐
感
の
説
を
批
判
し
（
波
線
部
ａ
）、
ま
た

波
線
部
ｂ
の
説
を
示
し
て
「
後
の
釈
、
失
無
し
」
と
し
て
い
る
。
波

線
部
ｂ
の
説
は
懐
感
ら
が
批
判
対
象
と
す
る
説
で
あ
り
、
こ
れ
は
善

導
の
解
釈
に
近
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る）

（
（

。

　

良
忠
は
『
浄
土
大
意
抄
』
に
お
い
て
懐
感
を
「
善
導
上
足
の
御
弟

子
・
懐
感
和
尚
」（『
浄
全
』
一
〇
、
七
二
二
頁
下
）
と
評
し
て
い
る

が
、
一
方
で
『
伝
通
記
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
善
導
の
説
と
異
な

る
点
に
つ
い
て
は
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
九
品
の
日
時
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
、
懐
感
を

批
判
し
、『
往
生
要
集
』
の
詳
細
な
説
示
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
良
忠
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
全
面
的
に
源
信
の
説
に
依
っ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
良
忠
は
善
導
の
九
品
の
日
時

に
関
す
る
解
釈
も
源
信
が
『
往
生
要
集
』
に
示
し
た
説
と
ほ
ぼ
同
様

の
背
景
を
有
し
て
い
た
と
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
点
の
み
を
も
っ
て
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
が
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

次
に
問
答
に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
を
概
観

し
て
み
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
答
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
問
い
が
設
け

ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
問
題
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

№
１
： 

十
四
行
偈
の
「
無
上
心
」
は
菩
提
心
か
否
か
（
菩
提
心
に

つ
い
て
）

　

№
２
： 

十
四
行
偈
の
末
尾
「
願
以
此
功
徳
」
は
造
疏
の
功
徳
の
回

向
と
な
り
う
る
か
（
功
徳
の
回
向
に
つ
い
て
）

　

№
３
： 

な
ぜ
悪
縁
の
な
い
浄
土
で
の
修
行
の
功
徳
が
娑
婆
世
界
で

の
功
徳
に
劣
る
の
か
（
娑
婆
と
浄
土
と
の
修
行
の
勝
劣
に

つ
い
て
）

　

№
４
： 『
観
経
』
を
な
ぜ
釈
尊
出
世
の
本
懐
と
す
る
の
か
（
出
世

本
懐
に
つ
い
て
）

　

№
５
： 

在
家
の
者
が
心
乱
す
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
在
家
の
菩

薩
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
機
根
に
つ
い
て
）

　

№
６
： 

な
ぜ
『
観
経
疏
』
で
は
行
福
の
四
句
の
う
ち
「
発
菩
提

心
」
を
さ
ら
に
分
け
て
解
釈
を
し
て
い
る
の
か
（
菩
提
心

に
つ
い
て
）

　

№
７
： 
な
ぜ
真
身
観
に
お
い
て
白
毫
の
一
相
を
観
察
さ
せ
る
の
か

（
白
毫
相
に
つ
い
て
）

　

№
９
： 
五
逆
を
犯
し
た
者
は
十
念
を
満
た
さ
ず
と
も
往
生
で
き
る
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の
か
（
十
念
に
つ
い
て
）

い
ず
れ
の
問
答
の
な
か
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
自
己
の
見
解
を
述
べ
た

う
え
で
自
説
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
引
用
さ
れ
る
傾
向
が
多
い
。

　

ま
た
『
伝
通
記
』
に
引
用
さ
れ
る
『
往
生
要
集
』
の
説
示
に
は

『
往
生
要
集
』
が
引
用
す
る
典
籍
の
説
示
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
多

い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

三
、『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
引
用
と
の
比
較

　

で
は
、『
往
生
要
集
』
に
引
用
さ
れ
る
説
示
と
『
伝
通
記
』
に
引

用
す
る
説
示
に
は
ど
の
程
度
の
共
通
性
、
ま
た
影
響
が
み
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
試
み
に
先
述
の
整
理
の
範
囲
内
に
お
い
て
確
認
し
て
み
た

い
。

　

先
に
整
理
し
た
『
伝
通
記
』
に
引
用
さ
れ
る
『
往
生
要
集
』
の
説

示
の
な
か
で
、『
往
生
要
集
』
内
に
引
用
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
№

２
、
（
、
４
、
（
、
７
、
8
、
９
の
七
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
箇

所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
典
籍
を
整
理
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
『
伝
通

記
』
の
別
の
箇
所
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る）

（
（

。

　

以
上
、
七
つ
の
『
往
生
要
集
』
引
用
中
に
は
、
五
二
の
引
用
が
見

受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
と
『
伝
通
記
』
に
お
け
る
引
用
を
比

較
し
た
と
こ
ろ
、
両
書
に
共
通
す
る
引
用
が
五
箇
所
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
の
範
囲
に
限
っ
て
み
る
と
、『
伝
通
記
』
の
引
用
典

籍
に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
の
影
響
は
大
き
い
と
は
い
え
な
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
籍
の
引
用
意
図
に
つ
い
て
概
観
し
て

み
た
い
。

№

引
用
典
籍

出
典

『
伝
通
記
』
引
用

№
２
慧
苑
『
続
華
厳
経
略
疏
刊
定
記
』
現
存
部
分
に
は
無
し

『
散
記
』（『
浄
全
』
二
、
三
九
一
頁
上
）

№
３
『
無
量
寿
経
』

『
正
蔵
』
一
二
、
二
七
七
頁
下

『
玄
記
』（『
浄
全
』
二
、
一
七
一
頁
下
～
一
七
二
頁
上
）

№
４
有
論
：
龍
樹
『
大
智
度
論
』

『
正
蔵
』
二
五
、
六
一
四
頁
下（
取
意
）
）
8
（

『
定
記
』（『
浄
全
』
二
、
三
五
〇
頁
下
）

№
６
『
過
去
現
在
因
果
経
』

『
正
蔵
』
三
、
六
五
二
頁
上

『
散
記
』（『
浄
全
』
二
、
三
九
一
頁
下
）

№
８
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』

『
正
蔵
』
一
二
、
二
九
二
頁
上
～
中

『
定
記
』（『
浄
全
』
二
、
三
二
一
頁
下
～
三
二
二
頁
上
）
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№
２
―
慧
苑
『
続
華
厳
経
略
疏
刊
定
記
』

　
『
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
刊
定
記
』
の
引
用
は
、
随
喜
す
る
過

去
・
現
在
・
未
来
の
善
根
の
回
向
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
な
か
に
引

か
れ
て
い
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
の
善
根
の
回
向
に
つ
い
て
は
す

で
に
十
四
行
偈
「
願
以
此
功
徳
」
の
解
釈
に
お
い
て
上
記
の
『
往
生

要
集
』
の
説
示
を
引
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
十
四
行
偈

で
の
解
釈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
往
生
要
集
』
に
引
用
さ
れ
る
慧

苑
『
続
華
厳
経
略
疏
刊
定
記
』
の
説
示
の
み
を
再
掲
し
た
も
の
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

№
３
―
『
無
量
寿
経
』

　
『
伝
通
記
』
で
は
『
観
経
』
上
品
中
生
の
「
七
日
」
が
此
土
・
彼

土
ど
ち
ら
の
時
間
に
あ
た
る
か
と
い
う
問
答
の
後
に
娑
婆
・
浄
土
に

お
い
て
修
す
る
善
根
の
勝
劣
に
つ
い
て
問
答
を
設
け
、
そ
の
点
に
つ

い
て
『
往
生
要
集
』
に
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、『
伝
通
記
』
で
は
『
無
量
寿
経
』
の
説
示
を
も
っ
て

一
説
を
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
傍
証
と
し
て
『
往
生
要
集
』
な
ら
び
に

『
群
疑
論
』
に
同
様
の
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

№
４
―
有
論
：
龍
樹
『
大
智
度
論
』

　
『
往
生
要
集
』
で
は
、
第
五
助
念
方
法
に
お
け
る
第
三
・
対
治
懈

怠
の
一
六
・
悲
念
衆
生
を
証
す
る
説
示
の
引
用
の
一
つ
と
し
て
引
か

れ
て
い
る
。『
伝
通
記
』
で
は
『
大
智
度
論
』
の
譬
喩
の
原
文
を
直

接
引
用
す
る
箇
所
は
非
念
仏
者
に
対
す
る
光
明
の
摂
取
・
否
摂
取
に

つ
い
て
の
問
答
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
間
接
的
に
引
用
す
る
の
は
、

『
往
生
要
集
』
の
説
示
以
外
で
は
、
そ
の
前
に
設
け
ら
れ
て
い
る

「
摂
取
」
の
義
を
問
う
問
答
に
お
け
る
伝
智
顗
『
観
経
疏
』
の
説
示

内
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
『
玄
義
分
義
記
』
に
お
い
て
『
観
経
疏
』

「
言
護
念
者
即
是
上
文
」
の
「
護
念
」
の
語
を
釈
す
る
な
か
で
元
照

『
観
経
新
疏
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
『
大
智
度
論
』

の
こ
の
譬
え
が
引
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
箇
所
の
み
『
大
智
度
論
』
を
直
接
引
用
し
て
い
る
の
は
、
問

答
の
内
容
か
ら
、
他
の
諸
師
が
引
用
し
て
い
る
前
半
部
分
の
み
で
は

説
明
不
足
で
あ
り
、『
伝
通
記
』
に
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
問
答
の
答
え
と
し
て
譬
喩
の
後
半
部
分
の
説
示
が
必
要
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
り
、『
往
生
要
集
』
の
み
の
影
響
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
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№
６
―
『
過
去
現
在
因
果
経
』

　
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
『
因
果
経
』
を
含
む
『
往
生
要
集
』
の
説

示
が
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
取
意
略
抄
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か

に
は
『
因
果
経
』
の
説
示
は
表
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
『
往
生
要

集
』
で
は
、
第
四
正
修
念
仏
・
作
願
門
中
、
菩
提
心
の
行
相
を
明
か

す
な
か
に
お
い
て
、
設
け
ら
れ
て
い
る
問
答
の
一
つ
に
引
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
伝
通
記
』
で
は
、
迴
向
発
願
心
釈
の
は
じ

め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
随
喜
他
善
」
の
「
随
喜
」
の
語
の
解
説
と

し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
往
生
要
集
』
の
引
用
意

図
と
は
異
な
る
用
い
方
を
し
て
お
り
、『
往
生
要
集
』
に
引
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
把
握
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
引
用
し
た
も
の

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

№
８
―
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』　

同
箇
所
を
指
摘

　
『
往
生
要
集
』
で
は
、
九
品
の
時
節
関
す
る
問
答
の
な
か
で
源
信

が
自
説
を
展
開
す
る
な
か
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
伝
通
記
』

で
は
、
問
い
の
な
か
に
『
無
量
寿
経
』
の
異
訳
の
説
示
と
の
相
違
を

指
摘
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
往
生
要
集
』
と

は
引
用
意
図
が
異
な
り
、
ま
た
問
題
意
識
も
異
な
る
も
の
と
み
ら
れ

る
。

ま
と
め

　

以
上
、
本
研
究
で
は
、『
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の

引
用
を
中
心
に
整
理
を
行
い
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

　

良
忠
が
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
を
引
用
す
る
回
数

は
、
全
体
の
引
用
回
数
と
比
較
す
る
と
特
別
多
く
引
用
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
『
往
生
要
集
』
の
第
四
正
修
念
仏
、
第
五
助

念
方
法
、
第
一
〇
問
答
料
簡
か
ら
主
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
限
ら
れ
た
箇
所
で
は
あ
る
が
、『
往
生
要
集
』
の
引
用
典

籍
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
が
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
別
の
箇
所
に
引
用

さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
、
共
通
す
る
引
用
に
つ
い
て
そ
の
意
図
を
概

観
し
た
。

　

確
認
し
た
箇
所
に
お
い
て
共
通
す
る
引
用
の
数
は
さ
ほ
ど
多
く
は

な
く
、
さ
ら
に
そ
の
共
通
し
て
引
用
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
も
『
往

生
要
集
』
に
引
用
さ
れ
る
意
図
と
は
異
な
る
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。

　

今
回
、
限
ら
れ
た
な
か
で
引
用
を
校
合
し
た
結
果
、『
伝
通
記
』

に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
か
ら
の
大
き
な
影
響
は
見
い
だ
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、『
往
生
要
集
』
全
体
に
わ
た
っ
て
引
用
を
校
合
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
今
回
と
は
別
の
結
果
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

１ 

例
え
ば
、
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
に
は
「
是
の
故
に
『
往
生
要
集
』

を
先
達
と
為
し
て
浄
土
門
に
入
る
な
り
」（『
法
伝
全
』
七
七
四
頁
上
）
と
あ

る
。

２ 

道
光
『
然
阿
上
人
伝
』
に
「
十
一
歳
の
時
、『
要
集
』
の
悪
趣
の
苦
患
、
浄

土
の
快
楽
を
談
ず
る
を
聞
き
て
、
屡
々
、
浄
土
を
欣
う
」（『
三
上
人
研
究
』

四
二
三
頁
下
／
『
浄
全
』
一
七
、
四
〇
六
頁
上
）
と
あ
る
。

３ 

近
年
、
良
忠
の
『
往
生
要
集
』
注
釈
書
で
あ
る
『
往
生
要
集
鈔
』
か
ら

『
往
生
要
集
義
記
』
へ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
南
宏
信
氏
が
「
良
忠
撰
『
往

生
要
集
』
注
釈
書
の
成
立
過
程
」（
仏
教
大
学
総
合
研
究
所
編
『
法
然
仏
教

と
そ
の
可
能
性
』
法
藏
館
、
二
〇
一
二
）
な
ど
に
発
表
し
、『
義
記
』
へ
の

展
開
過
程
の
な
か
で
、
良
忠
以
外
の
関
与
を
指
摘
し
て
い
る
。

４ 

大
谷
旭
雄
「『
往
生
要
集
義
記
』
に
つ
い
て
」（『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周

縁
』
坤
、
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
七
）
七
七
九
頁
。

５ 

拙
稿
「
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
お
け
る
引
用
典
籍
」（
廣
川
堯
敏
教
授

古
稀
記
念
論
集
『
浄
土
教
と
仏
教
』
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
四
）
参
照
。

６ 

石
田
瑞
麿
訳
注
『
往
生
要
集
』（
下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
、
二
六
一

頁
）
で
は
『
群
疑
論
』
の
該
当
箇
所
を
示
し
、
善
導
の
説
を
批
判
し
て
い
る

も
の
と
し
て
い
る
。

７ 

『
往
生
要
集
』
の
引
用
出
典
に
つ
い
て
は
石
田
瑞
麿
訳
注
『
往
生
要
集
』

上
・
下
（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
）
の
脚
注
等
を
参
照
し
た
。

８ 『
正
蔵
』
二
五
、
三
三
三
頁
上
に
も
類
似
の
説
示
あ
り
。
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『
釋
浄
土
群
疑
論
』
敦
煌
写
本
Ｓ
二
六
六
三
に
つ
い
て

大　

屋　

正　

順

は
じ
め
に

　
『
釋
浄
土
群
疑
論
』（
以
下
『
群
疑
論
』
と
略
称
）
に
は
写
本
と
版

本
が
合
わ
せ
て
九
本
現
存
し
、
七
本
は
日
本
の
も
の
で
二
本
が
敦
煌

の
写
本
で
あ
る
。
敦
煌
写
本
の
一
本
は
、
矢
吹
慶
輝
氏
に
よ
っ
て
早

く
か
ら
紹
介
さ
れ
て
い
た
「
Ｓ
二
六
六
三
」
で
、
長
ら
く
『
群
疑

論
』
の
敦
煌
写
本
は
こ
れ
の
み
と
さ
れ
て
き
た
が
、
公
益
財
団
法
人

武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
刊
行
の
『
敦
煌
秘
笈
』
に
『
釋
浄
土

群
疑
論
第
七
』（
羽
〇
二
一
）
が
確
認
さ
れ
て
二
本
と
な
り
、『
群
疑

論
』
の
敦
煌
写
本
が
比
較
可
能
な
状
況
と
な
っ
た）

（
（

。「
羽
〇
二
一
」

は
、
萬
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
と
年
紀
が
あ
る
点
で
極
め
て
資
料

的
価
値
が
高
く
原
本
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
識
語
の

な
い
「
Ｓ
二
六
六
三
」
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
年
紀
が
あ
る
写
本
の
登
場
に
よ
り
新
た
な
展

開
の
可
能
性
が
出
て
き
た）

（
（

。

Ｓ
二
六
六
三
の
基
本
情
報

　

現
在
ス
タ
イ
ン
・
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
上
海
師
範
大
学
と
英

国
国
家
図
書
館
と
の
合
編
で
、
中
国
側
は
方
廣
錩
氏
、
英
国
側
は
呉

芳
思
氏
が
主
編
と
な
っ
て
『
英
国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
遺
書
（
漢
文

部
分
）』
が
桂
林
の
広
西
師
範
大
学
出
版
社
か
ら
順
次
出
版
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
一
一
年
九
月
に
一
～
一
〇
巻
（
Ｓ
六
三
九
ま
で
）、
二

〇
一
三
年
三
月
に
一
一
～
二
〇
巻
（
Ｓ
一
三
二
一
ま
で
）、
二
〇
一

三
年
十
二
月
に
二
一
～
三
〇
巻
（
Ｓ
一
九
六
〇
ま
で
）
が
刊
行
さ
れ

た
。
英
蔵
敦
煌
遺
書
の
前
半
六
千
余
号
部
分
は
、
一
九
八
一
年
に
台

湾
か
ら
『
敦
煌
宝
蔵
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
図
版
の
品
質
や
編

集
な
ど
に
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
書
は

鮮
明
な
図
版
を
用
い
、
ス
タ
イ
ン
・
ナ
ン
バ
ー
一
万
四
千
余
号
す
べ
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て
の
敦
煌
遺
書
を
影
印
収
録
す
る
予
定
で
、
特
に
後
半
六
千
余
号
の

大
半
は
初
公
刊
で
あ
る
こ
と
か
ら
大
変
貴
重
で
あ
り
今
後
最
初
に
参

照
す
べ
き
ス
タ
イ
ン
・
ナ
ン
バ
ー
の
基
礎
資
料
と
な
る
。

　

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
い
ま
扱
お
う
と
す
る
Ｓ
二
六
六
三
を
含
む

巻
は
未
刊
の
た
め
影
印
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
現

在
日
本
で
確
認
で
き
る
資
料
の
中
で
最
も
確
実
か
つ
鮮
明
で
あ
る
、

東
洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
紙
焼
き

資
料
を
用
い
た
。
こ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ

マ
数
（
№
（（
ま
で
）
は
、
原
本
の
紙
数
と
は
一
致
し
な
い
。
本
文
中
、

文
字
単
位
で
場
所
を
指
示
す
る
と
き
は
基
本
的
に
は
総
行
数
で
表
記

し
、
大
き
な
ま
と
ま
り
で
指
示
す
る
場
合
は
コ
マ
№
（
算
用
数
字
）

を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

Ｓ
二
六
六
三
が
公
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
こ

と
で
、
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』
に
付
図
一
四
と
し
て
断
片
一

部
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

［
金
子
・
研
究
］（
九
三
～
九
五
頁
）
で
は
、『
正
蔵
』
で
の
対
校
作

業
の
問
題
点
や
記
載
の
誤
り
、
欠
損
し
て
い
る
文
字
に
つ
い
て
言
及

が
あ
り
、［
村
上
・
研
究
］
で
は
三
九
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ

二
六
六
三
は
識
語
や
題
号
を
も
た
な
い
た
め
内
容
か
ら
『
群
疑
論
』

と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
、『
正
蔵
』
四
七
巻
（
№
一
九
六
〇
）
四
五

頁
上
段
二
二
行
目
～
四
九
頁
中
段
一
三
行
目
に
当
た
る
。
現
行
本
の

第
三
巻
に
相
当
し
、
標
目
と
し
て
は
「
第
六 

会
経
異
説
破
他
誤
謬
」

で
三
階
教
者
と
の
対
論
が
記
さ
れ
て
お
り
、
三
階
教
者
の
主
張
を
強

く
批
難
す
る
箇
所
で
『
群
疑
論
』
の
立
場
が
明
確
に
な
る
重
要
な
部

分
で
あ
る
。
こ
の
写
本
に
は
全
部
で
二
六
二
行
残
っ
て
お
り
、
一
行

の
文
字
数
は
二
〇
～
二
七
字
ほ
ど
で
定
ま
っ
て
い
な
い
。
三
・
四
・

五
・
九
・
一
四
・
三
〇
行
目
の
上
部
は
一
～
六
文
字
ず
つ
欠
け
、
№

（
～
（0
は
欠
損
な
く
、
№
（（
後
半
か
ら
№
（（
は
上
部
が
欠
損
し
て
お

り
二
二
二
行
目
か
ら
は
各
行
一
～
四
文
字
ず
つ
欠
け
、
下
部
は
欠
損

が
少
な
く
ほ
ぼ
判
読
可
能
な
状
態
で
あ
る
。

裏
紙
の
使
用
に
つ
い
て

　

№
8
の
後
半
（
一
六
四
と
一
六
五
行
目
の
間
）
か
ら
№
（（
の
最
後

（
二
六
二
行
目
）
ま
で
左
右
反
転
し
た
文
字
が
薄
く
写
っ
て
お
り
、

裏
紙
を
使
用
し
て
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
既
に
文
字
が
書
か
れ

た
も
の
を
裏
返
し
に
し
て
行
間
に
新
た
に
書
い
て
い
く
た
め
、
基
本

的
に
は
文
字
が
重
な
っ
て
お
ら
ず
判
読
可
能
な
文
字
も
多
い
。
そ
こ

で
、
№
8
～
（（
の
写
真
を
左
右
反
転
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
文
字
群
が

い
く
つ
か
浮
か
び
上
が
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
検
索
し

た
と
こ
ろ
、
紙
背
文
書
は
『
四
分
戒
本
疏
』
巻
第
二
で
あ
る
こ
と
が
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分
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
新
編
』（
二
〇
〇

〇
、
中
華
書
局
）
で
Ｓ
二
六
六
三
が
「
四
分
戒
本
疏
巻
第
二
」
と
な

っ
て
い
る
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
日
本
で
は
矢
吹
慶
輝
氏
の
指

摘
に
よ
り
Ｓ
二
六
六
三
は
『
群
疑
論
』
で
あ
り
そ
の
後
半
に
裏
紙
が

使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
敦
煌
研
究
院
で
は
Ｓ
二

六
六
三
は
『
四
分
戒
本
疏
』
で
あ
り
、
そ
の
前
半
に
裏
紙
が
使
用
さ

れ
て
い
る
と
理
解
し
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
新
編
が
発
刊
さ
れ

る
以
前
の
『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
』
で
は
Ｓ
二
六
六
三
の
項
に
は

『
群
疑
論
』
と
『
四
分
戒
本
疏
』
ど
ち
ら
の
記
述
も
な
く
内
容
が
分

か
ら
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
『
四
分
戒
本
疏
』
は
『
正
蔵
』
の
目
次
で
は
「
二
七
八
七 

四
分
戒

本
疏 

巻
第
一
・
第
二
・
第
三
（
三
巻
）〔cf. N

os.（（（9,（80（

〕」
と

な
っ
て
お
り
、『
四
分
律
比
丘
戒
本
』・『
四
分
律
比
丘
含
注
戒
本
』

と
の
比
較
検
討
を
求
め
て
い
る
。
巻
第
一
は
Ｐ
二
〇
六
四
、
巻
第
二

は
Ｓ
二
五
〇
一
、
巻
第
三
は
Ｐ
二
二
四
五
を
原
本
に
し
、
巻
第
二
に

は
対
校
本
と
し
て
Ｓ
一
三
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、『
敦
煌
遺
書 

矢
吹
慶
輝
博
士
将
来
』
四
―
一
に
も
こ
の
『
四
分
戒
本
疏
』
が
数
本

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
№
六
九
に
「
Ｓ
二
五
〇
一 

四
分
戒
本
疏
」「
一

三 

四
分
戒
疏
」「
四
六
四 

四
分
本
疏
」、
№
七
五
に
「
Ｓ
四
〇

五 

戒
本
疏
」
と
見
出
し
が
あ
る
。
名
称
は
異
な
る
が
い
ず
れ
も
同

一
の
も
の
を
指
し
て
お
り
、『
正
蔵
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
テ

キ
ス
ト
も
見
ら
れ
る
。

紙
背
文
字
の
判
読

　

手
が
か
り
と
な
っ
た
文
字
に
つ
い
て
、「
Ｓ
二
六
六
三
の
№
／
行

数
（
何
行
目
と
何
行
目
の
間
に
見
え
る
か
）
／
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
た
文
字
／
『
正
蔵
』
八
五
で
相
当
す
る
頁
・
段
・
行
」
を
示
す
と

次
の
通
り
で
あ
る
。

①
№
（（
／
二
六
一
・
二
六
〇
／
奪
比
丘
衣
戒
／
五
九
二
・
上
・
一
五

②
№
（（
／
二
五
四
・
二
五
三
／
本
規
同
？
／
五
九
二
・
上
・
二
七
～
二

八③
№
（（
／
二
四
〇
・
二
三
九
・
二
三
八
／
□
？
戒
？
有
？
？
犯
人
二

有
病
畜
藥
之
縁
三
殘
藥
已
下
所
畜
藥
躰
四
／
□
？
七
日
五
過
？
結
罪

下
釋
中
初
句
可
知
第
二
言
有
病
者
律
云
秋
月
？
／
五
九
二
・
中
・
二
五

～
二
八
（
文
字
の
異
同
・
過
不
足
あ
り
）

④
№
（（
／
二
二
八
・
二
二
七
／
不
犯
者
如
上
／
五
九
二
・
下
・
一
九

⑤
№
（（
／
二
一
九
・
二
一
八
／
解
中
初
句
可
知
第
二
句
言
春
殘
一
月

在
求
雨
／
五
九
三
・
上
・
五
～
六

⑥
№
（0
／
二
〇
四
・
二
〇
三
／
安
居
未
竟
不
能
輒
受
佛
爲
利
益
施
主

及
潤
比
丘
潤
時
／
五
九
三
・
中
・
三
～
四
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⑦
№
（0
／
一
九
九
・
一
九
八
／
有
急
施
衣
比
丘
尼
知
是
／
五
九
三
・

中
・
一
三
～
一
四
（
文
字
の
異
同
・
過
不
足
あ
り
）

⑧
№
9
／
一
八
五
・
一
八
四
／
一
切
不
犯
／
五
九
三
・
下
・
一
一
／
制

意
者
出
家
／
五
九
四
・
上
・
二
三

⑨
№
9
／
一
七
六
・
一
七
五
／
已
施
僧
今
施
尊
者
得
受
無
罪
若
言
此

物
／
五
九
四
・
中
・
一
三
～
一
四

　

⑧
で
は
「
一
切
不
犯
」
の
あ
と
判
読
不
能
の
数
文
字
が
あ
っ
て

「
制
意
者
出
家
」
と
続
く
が
、『
正
蔵
』
と
対
照
す
る
と
五
九
三
・
下
・

一
二
か
ら
五
九
四
・
上
・
二
二
ま
で
落
ち
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

欠
落
部
分
は
「
有
難
蘭
若
離
衣
六
宿
戒
二
十
九
」
全
部
で
、「
制
意

者
出
家
」（「
迴
僧
物
入
己
戒
三
十
」
の
冒
頭
）
か
ら
再
開
し
て
い
る

の
で
、『
正
蔵
』
版
の
原
本
と
な
っ
て
い
る
「
一
三
」
と
は
構
成
が

違
う
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
数
字
が
見
え
て
い

な
い
の
で
、
戒
の
項
目
の
数
え
方
が
違
う
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
い
ま
「
一
三
」
と
記
し
た
が
、『
正
蔵
』
で
活
字
化

さ
れ
て
い
る
「
Ｓ
一
三
」
と
矢
吹
博
士
将
来
の
紙
焼
き
資
料
№
六
九

の
「
一
三
」
を
比
較
す
る
と
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
同
様
で
同
一
の

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
の
、
一
方
は
ス
タ
イ
ン

文
書
と
し
一
方
は
所
蔵
を
示
す
符
号
を
付
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で

『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
新
編
』
と
『
英
国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
遺
書
』

で
確
認
す
る
と
、「
Ｓ
一
三
」
は
妙
法
蓮
華
経
で
あ
っ
た
の
で
、『
正

蔵
』
の
「
Ｓ
一
三
」
と
い
う
表
記
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
一
三
」
と
し
た
。

　

①
～
⑨
で
示
し
た
よ
う
に
、
Ｓ
二
六
六
三
の
紙
背
文
書
は
『
四
分

戒
本
疏
』
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
群
疑
論
』
を
書
写
す
る
必

要
性
が
あ
っ
た
人
物
が
『
四
分
戒
本
疏
』
を
書
写
し
た
も
の
を
手
に

取
る
環
境
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
両
テ
キ
ス
ト
が
近
い
存
在
で

あ
っ
た
証
左
で
あ
る
し
、
そ
の
人
物
あ
る
い
は
そ
の
人
物
が
属
す
る

集
団
で
こ
の
二
本
の
テ
キ
ス
ト
が
何
ら
か
の
理
由
で
必
要
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

書
体
の
変
化
に
つ
い
て

　

Ｓ
二
六
六
三
に
は
書
体
が
変
化
す
る
箇
所
が
数
箇
所
あ
る
。
一
行

目
か
ら
順
に
書
体
の
ま
と
ま
り
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ　

〇
〇
一
～
〇
二
三
（
行
目
）〈
二
三
（
行
数
）〉
行
草
書
体

Ｂ　

〇
二
四
～
〇
二
九
〈
六
〉
楷
行
書
体

Ｃ　

〇
三
〇
～
一
一
五
〈
八
六
〉
行
草
書
体

Ｄ　

一
一
六
～
一
三
一
〈
一
六
〉
楷
行
書
体

Ｅ　

一
三
二
～
一
三
七
〈
六
〉
行
書
体
、
字
粒
が
大
き
い
、
Ｄ
・
Ｆ

と
は
異
質
。
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Ｆ　

一
三
八
～
一
五
二
〈
一
五
〉
楷
行
書
体

Ｇ　

一
五
三
～
二
六
二
〈
一
一
〇
〉
行
草
書
体
、
一
六
四
と
一
六
五

行
目
の
間
か
ら
反
転
し
た
文
字
あ
り
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｃ
・
Ｇ
は
行
草
書
体
、
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｆ
は
楷
行

書
体
、
Ｅ
は
行
書
体
で
、
Ａ
・
Ｃ
・
Ｇ
と
Ｄ
・
Ｆ
は
共
通
点
が
多
く
、

Ｅ
だ
け
少
し
異
質
な
印
象
が
あ
る
。
大
部
分
を
占
め
る
行
草
書
体

（
Ａ
・
Ｃ
・
Ｇ
）
は
、
行
書
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
点
画
の
省
略
が

多
い
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
、
草
書
体
を
と
る
も
の
も
比
較
的
多
い
。

運
筆
は
速
め
で
軽
快
に
書
き
進
め
ら
れ
、
一
行
の
文
字
数
に
も
規
則

性
は
な
く
、
美
し
く
保
存
す
る
目
的
で
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
Ｄ
・
Ｆ
の
楷
行
書
体
は
、
横
画
の
起
筆
や
終
筆
を
み

る
と
楷
書
体
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
次
画
へ
の
連

続
性
や
転
折
部
分
な
ど
は
行
書
体
と
と
れ
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

字
粒
は
安
定
し
な
い
も
の
の
、
丁
寧
な
運
筆
の
意
識
を
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
比
較
的
行
が
真
っ
直
ぐ
に
通
っ
て
い
て
す
っ
き
り

見
え
る
。
Ｅ
に
は
楷
書
的
要
素
は
み
ら
れ
ず
、
こ
の
六
行
だ
け
他
の

行
書
体
と
も
異
質
で
あ
り
、
字
形
の
と
り
方
で
は
文
字
の
下
半
身
が

大
き
く
な
っ
た
り
、
運
筆
で
は
筆
の
開
閉
が
安
定
せ
ず
極
端
に
太
い

線
が
突
然
入
っ
た
り
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ａ
と
Ｂ
の
境
界
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
の
、
Ｂ
と
Ｃ

の
境
界
は
曖
昧
で
、
楷
行
か
ら
行
草
へ
の
変
化
が
自
然
で
あ
る
。
例

え
ば
、
二
八
行
目
―
一
九
文
字
目
（
以
下
数
字
の
み
表
記
）「
生
」

と
三
〇
―
一
四
「
生
」、
二
九
―
一
七
「
普
」
と
三
一
―
二
二
「
普
」

な
ど
を
比
べ
る
と
変
化
が
よ
く
分
か
る
が
、
二
九
―
一
八
「
法
」
と

三
〇
―
一
七
「
法
」、
二
九
―
二
三
「
第
」
と
三
〇
―
七
「
第
」
を

比
べ
る
と
あ
ま
り
変
化
が
な
い
。「
別
」
か
ら
始
ま
る
Ｂ
の
書
き
出

し
（
二
四
行
目
）
か
ら
し
ば
ら
く
楷
書
を
基
本
に
書
い
て
い
た
が
、

二
九
―
一
八
「
法
」
あ
た
り
か
ら
調
子
づ
い
て
少
し
ず
つ
運
筆
の
速

度
が
高
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
同

一
の
書
き
手
の
変
化
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ａ
・
Ｃ
・
Ｇ
の
行
草
書
体
と
Ｂ
の
楷
行
書
体

は
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
（
同
一
の
書
き
手
の
変
化
で
あ
る
と
い
う
即

断
は
避
け
る
）、
Ｄ
・
Ｆ
の
楷
行
書
体
は
類
似
性
が
高
く
、
Ｅ
の
み

異
質
な
行
書
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
大
き
く
三
つ
の
ま
と
ま
り

に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
Ｓ
二
六
六
三
」
と
「
羽
〇
二
一
」
行
草
書
体
の
類
似
性

　

こ
こ
で
、「
羽
〇
二
一
」
と
の
比
較
を
試
み
る
。
羽
〇
二
一
に
つ

い
て
は
以
前
筆
者
が
書
体
の
変
化
に
つ
い
て
言
及
し
（『
仏
教
論
叢
』

五
九
）
二
二
行
目
と
二
三
行
目
が
境
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
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の
前
半
部
分
（
二
二
行
目
以
前
）
と
Ｓ
二
六
六
三
の
各
グ
ル
ー
プ
か

ら
同
様
の
文
字
を
拾
っ
て
み
る
と
、
Ａ
・（
Ｂ
）・
Ｃ
・
Ｇ
の
グ
ル
ー

プ
と
類
似
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
同
一
グ
ル
ー
プ
内
で
も
当

然
な
が
ら
線
の
出
か
た
は
変
わ
る
の
で
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
運
筆
や
く
ず
し
の
理
解
が
同
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き

る
。

　

ま
た
、
羽
〇
二
一
の
後
半
部
分
（
二
三
行
目
以
降
）
の
行
草
書
体

と
Ｓ
二
六
六
三
の
Ｄ
・
Ｆ
、
あ
る
い
は
Ｅ
の
グ
ル
ー
プ
と
の
類
似
性

は
見
出
し
に
く
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
Ｓ
二
六
六
三
の
Ａ
・（
Ｂ
）・

Ｃ
・
Ｇ
グ
ル
ー
プ
と
羽
〇
二
一
前
半
部
分
（
二
二
行
目
以
前
）
の
行

草
書
体
は
運
筆
法
や
点
画
の
理
解
な
ど
に
お
い
て
類
似
性
が
高
い
こ

と
を
指
摘
し
た
い
。

小
結

　
『
群
疑
論
』
の
敦
煌
写
本
は
、
矢
吹
慶
輝
氏
に
よ
っ
て
早
く
か
ら

紹
介
さ
れ
て
い
た
「
Ｓ
二
六
六
三
」
一
本
の
み
と
さ
れ
て
き
た
が
、

公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
『
敦
煌
秘
笈
』
の
中

に
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』（
羽
〇
二
一
）
が
確
認
さ
れ
て
二
本
と

な
っ
た
。
Ｓ
二
六
六
三
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
が
、
羽
〇
二
一
の
登
場
に
よ
り
新
た
な
展
開
の
可
能
性
が

出
て
き
た
。

　

№
8
の
後
半
（
一
六
四
と
一
六
五
行
目
の
間
）
以
降
に
見
ら
れ
る

左
右
反
転
し
た
文
字
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
紙
背
文
書
は
『
四
分
戒

本
疏
』
巻
第
二
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
群
疑
論
』
と
『
四
分

戒
本
疏
』
が
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
事
実
は
、
書
き
手
が
属
す
る
集
団

の
修
学
状
況
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
得
る
。

　

Ｓ
二
六
六
三
に
は
全
部
で
二
六
二
行
残
っ
て
い
る
が
、
七
つ
の
書

体
の
ま
と
ま
り
に
分
け
て
そ
れ
を
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
し
た
。

一
つ
は
大
部
分
を
占
め
る
Ａ
・
Ｃ
・
Ｇ
で
、
あ
ま
り
型
を
意
識
せ
ず

軽
快
に
書
き
進
め
て
い
る
行
草
書
体
グ
ル
ー
プ
。
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
の
変

化
が
自
然
で
あ
る
た
め
Ｂ
の
楷
行
書
体
も
暫
定
的
に
こ
れ
に
属
す
る

も
の
と
し
た
。
一
つ
は
Ｄ
・
Ｆ
で
、
楷
書
を
基
調
に
し
な
が
ら
行
書

体
も
多
用
し
て
お
り
全
体
的
に
丁
寧
な
運
筆
を
感
じ
さ
せ
る
楷
行
書

体
グ
ル
ー
プ
。
一
つ
は
Ｅ
で
、
こ
れ
の
み
異
質
な
行
書
体
で
字
形
の

安
定
感
が
欠
け
行
の
ま
と
め
方
に
も
統
一
感
が
な
か
っ
た
。

　

注
目
し
た
の
は
両
テ
キ
ス
ト
の
行
草
書
体
で
、
Ｓ
二
六
六
三
の

Ａ
・（
Ｂ
）・
Ｃ
・
Ｇ
グ
ル
ー
プ
と
羽
〇
二
一
前
半
部
分
（
二
二
行
目

以
前
）
は
運
筆
法
や
点
画
の
理
解
な
ど
に
お
い
て
類
似
性
が
高
い
こ

と
を
指
摘
し
た
。
同
一
の
書
写
環
境
を
想
定
で
き
る
決
定
的
な
材
料

は
な
い
が
、
両
者
が
近
い
存
在
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
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考
え
る
。

　

な
お
、
図
版
を
使
用
し
た
論
攷
を
『
小
澤
憲
珠
名
誉
教
授
頌
寿
記

念
論
文
集
』（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
五
）
に
掲
載
し
た
の
で
そ
ち

ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。

１　
『
敦
煌
秘
笈
』
に
つ
い
て
は
目
録
冊
所
収
の
吉
川
忠
夫
館
長
「
公
刊
の
辞
」

に
詳
し
い
。
ま
た
筆
者
は
、『
敦
煌
秘
笈
』
所
収
の
写
本
に
つ
い
て
、「
北
朝

期
の
浄
土
教
関
係
敦
煌
写
経
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
八
号
）
で
羽

六
〇
五
：
佛
説
無
量
壽
經
巻
上
を
、「
北
魏
敦
煌
鎮
写
経
の
書
風
に
つ
い
て
」

（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
九
輯
）
で
羽
〇
〇
四
：
大
方
廣
佛
華
厳
経
巻

第
二
十
四
を
取
り
上
げ
た
。
羽
〇
二
一
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
杏
雨
書
屋
所

蔵
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
九
号
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

２　
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
は
金
子
寛
哉
氏
『『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
研
究
』

（
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
、
以
下
［
金
子
・
研
究
］）
と
村
上
真
瑞
氏

『『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
研
究
』（
建
中
寺
出
版
部
、
二
〇
〇
八
、
以
下
［
村

上
・
研
究
］）
の
研
究
が
あ
る
が
、
羽
〇
二
一
は
、
両
氏
の
出
版
段
階
で
は

公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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は
じ
め
に

　

義
浄
（
六
三
五
～
七
一
三
）
は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
で
、
袈
裟

被
着
な
ど
の
問
題
を
提
議
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
現
在
に
も
相
通

じ
る
点
が
多
々
あ
る
。
七
九
条
袈
裟
の
被
着
法
に
関
す
る
記
述
は
、

実
際
の
被
着
法
と
差
異
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
七
九
条
の
被
着

法
・
七
九
条
の
二
条
部
分
の
形
状
と
、
次
に
天
竺
衣
・
南
山
衣
の
概

念
を
考
察
し
た
い
。

　
『
浄
土
法
要
集
』
上
（
新
訂
改
第
四
版
・
平
成
二
四
年
）
に
は
、

「
袈
裟
に
僧
伽
梨
（
九
条
乃
至
二
十
五
条
）、
鬱
多
羅
僧
（
七
条
）、

安
陀
会
（
五
条
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
三
衣
と
い
う
。
別
に
七
九
条
が

あ
る
」
と
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
、『
浄
土
法
要
集
』（
昭
和
一
四
年

版
）
に
は
「
其
他
特
別
の
物
に
七
九
条
あ
り
」
と
あ
る
の
み
で
詳
述

さ
て
い
な
い
。
七
九
条
は
、
一
つ
な
が
り
の
九
条
袈
裟
に
対
し
て
、

七
条
と
二
条
を
継
ぎ
合
せ
て
九
条
仕
立
て
に
し
た
袈
裟
で
あ
り
、
七

条
あ
る
い
は
九
条
と
な
る
の
で
、
七し
ち

九く

条
と
い
う
名
称
と
な
っ
て
い

る
）
（
（

。

　

こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
法
式
に
関
す
る
著
作
が
あ
る
が
、
昭
和

初
期
ま
で
は
七
九
条
に
関
す
る
記
述
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
必
夢

『
諸
回
向
宝
鑑
』（
元
禄
一
一
年
）・
大
雲
『
啓
蒙
随
録
』（
明
治
五

年
）・
金
井
秀
道
『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』（
明
治
二
七
・
八
年
）・
千
葉

満
定
『
浄
土
宗
法
式
精
要
』（
大
正
一
一
年
）
と
『
浄
土
宗
法
要
儀

式
大
観
』（
昭
和
八
年
）
は
、
七
九
条
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

東
京
深
廣
寺
の
堀
井
慶
雅
師
（
一
八
八
五
～
一
九
四
五
）
が
『
法
式

教
案
』（
昭
和
一
三
年
）
で
七
九
条
の
詳
細
を
述
べ
た
。
管
見
で
は

こ
れ
が
初
出
で
あ
ろ
う
。

袈
裟
に
つ
い
て

西　

城　

宗　

隆
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『
法
式
教
案
』『
浄
土
宗
法
儀
解
説
』等
の
七
九
条
の
被
着
法

　

こ
の
『
法
式
教
案
』
は
、
法
式
協
会
で
協
定
し
た
内
容
を
基
に
、

堀
井
師
自
身
の
教
案
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
根
拠
等
を
集
め
て
記

述
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
服
法
の
項
目
で
、「
七
九
条
と
は
錦
繍
等

の
七
條
の
外
に
二
条
を
別
に
製
し
た
る
も
の
を
云
う
。
被
着
の
場
合

継
ぎ
合
せ
、
右
角
を
左
肩
に
い
た
ら
し
む
る
な
り
。
通
常
は
七
條
と

し
て
用
ゆ
る
も
、
第
一
正
装
の
場
合
に
九
条
大
衣
と
し
て
用
ゆ
る
に

便
な
る
が
故
な
り
。
近
時
協
会
と
し
て
九
条
仕
立
に
せ
ん
こ
と
を
希

望
あ
り
」
と
あ
る）

（
（

。
こ
こ
で
、
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
点
は
、
七

九
条
の
右
角
が
左
肩
に
い
た
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
顕
色
の
七
条

の
場
合
は
右
衣
角
が
左
胸
の
あ
た
り
で
あ
る
が
、
七
九
条
に
し
た
場

合
は
天
竺
衣
の
如
法
衣
の
よ
う
に
、
左
肩
を
覆
う
よ
う
に
な
る
と
い

う
。

　

京
都
大
超
寺
の
宍
戸
壽
榮
師
（
一
八
九
○
～
一
九
七
一
）
は
『
浄

土
宗
法
儀
解
説
』（『
続
浄
土
宗
法
儀
解
説　

上
』）
で
、
昭
和
初
期

か
ら
四
十
年
頃
ま
で
の
法
式
の
実
際
の
記
録
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、「
七
九
条
は
錦
繍
等
の
七
條
の
外
に
二
条
を
別
に
製
し
た
る

も
の
で
あ
っ
て
、
被
着
の
場
合
に
継
ぎ
合
わ
せ
、
右
角
を
左
肩
に
至

ら
し
め
る
も
の
で
、
常
に
は
七
條
と
し
て
用
い
、
正
装
の
場
合
に
九

条
と
し
て
用
う
る
に
便
な
ら
し
め
ん
が
為
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
」
と
あ
る）

（
（

。
こ
の
よ
う
に
『
浄
土
宗
法
儀
解
説
』
は
、『
法
式
教

案
』
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。『
法
式
教
案
』
は
昭
和
一
四
年

刊
行
の
『
浄
土
法
要
集
』
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
、
法
式
協
会
が
協

定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
記
述
内
容
が
同
じ
に
な
る

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
右
角
を
左
肩
に
い
た
ら

し
め
る
と
あ
り
、
同
様
の
被
着
法
で
あ
る
。

　

京
都
真
教
寺
宍
戸
栄
雄
師
（
一
九
二
○
～
一
九
九
五
）
は
『
仏
具

大
事
典
』
の
「
浄
土
宗
の
法
具
」
の
項
目
で
、「
特
殊
な
も
の
に
七

九
条
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
顕
色
で
作
ら
れ
、
通
常
の
七
條
の
外
、

取
外
し
の
で
き
る
二
条
が
別
に
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
七
条
の
と
き

は
南
山
衣
形
式
で
、
九
条
に
し
た
と
き
は
天
竺
衣
形
式
と
な
り
、
他

宗
で
は
み
か
け
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

（
（

。
そ
し
て
、
同
師

は
『
本
堂
の
荘
厳　

付
法
服
と
執
持
』
で
、
天
竺
衣
は
前
端
が
左
肩

ま
で
覆
う
も
の
と
し
、
南
山
衣
は
金
襴
七
条
の
形
式
の
よ
う
に
前
端

が
左
脇
ま
で
し
か
届
か
な
い
も
の
と
に
分
類
し
て
い
る）

（
（

。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
七
九
条
は
天
竺
衣
と
同
様
に
、
左
肩
を
覆
う
よ
う
な
被
着
法

に
な
る
。

　

羽
田
芳
隆
師
・
福
西
賢
兆
師
は
、『
浄
土
宗
荘
厳
全
書
』
の
「
荘

厳
衣
と
し
て
の
法
衣
」
の
項
目
で
、「
本
七
条
と
同
じ
生
地
の
二
条
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を
右
衣
角
に
継
ぎ
合
せ
て
被
着
す
る
も
の
で
、
大
衣
九
条
と
同
格
に

扱
わ
れ
ま
す
。（
中
略
）
七
条
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
二
条
に
よ
り
左

肩
を
完
全
に
覆
い
、
先
端
部
分
は
左
肩
の
少
し
後
ろ
ま
で
下
が
り
ま

す
」
と
述
べ
て
い
る）

（
（

。
こ
の
説
は
堀
井
師
と
宍
戸
師
と
同
様
の
被
着

法
と
な
る
。

　

こ
の
『
法
式
教
案
』『
浄
土
宗
法
儀
解
説
』『
仏
具
大
事
典
』『
浄

土
宗
荘
厳
全
書
』
の
七
九
条
の
被
着
法
は
、
す
べ
て
左
肩
を
覆
う
よ

う
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
で
は
、
実
際
は
そ
の
よ
う
に
被
着
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
恩
院
蔵
の
霊
巌
上
人
像
と
そ
の
画
像
は
九

条
袈
裟
で
あ
る
が
、
七
九
条
の
二
条
に
あ
た
る
部
分
を
左
肘
に
か
け

て
い
る
。
ま
た
、
知
恩
院
等
の
御
忌
大
会
の
唱
導
師
は
、
七
九
条
の

二
条
部
分
を
左
肘
に
か
け
て
い
る
。
七
九
条
は
九
条
と
し
て
か
け
て

い
る
の
で
、
九
条
と
同
様
に
左
肘
に
か
け
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
よ
っ
て
七
九
条
を
知
り
得
た
人
は
、
左

肩
を
覆
う
形
式
の
袈
裟
が
七
九
条
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
左
肘
に
二
条
部
分
を
か
け
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

記
述
内
容
と
実
際
の
被
着
法
の
差
異
は
、
ど
う
し
て
生
じ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
義
浄
は
、
左
肩
を
覆
う
よ
う
に
か
け
る
べ
き
で
あ
り
、
左

肘
に
か
け
る
象
鼻
の
よ
う
な
被
着
法
を
非
法
と
し
た
。

義
浄
の
象
鼻
批
判

　

義
浄
は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
で
、
七
世
紀
イ
ン
ド
仏
教
僧
伽
の

日
常
生
活
の
経
験
を
基
に
し
て
、
当
時
の
中
国
仏
教
を
イ
ン
ド
仏
教

の
正
則
と
比
較
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
名
指
し
は
し
て
い

な
い
が
、
道
宣
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
宣
は
絹
の
使

用
を
禁
じ
て
い
る
が
、
義
浄
は
容
認
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

提
議
の
中
に
、
袈
裟
の
被
着
法
の
一
つ
で
あ
る
象
鼻
批
判
が
あ
る
。

こ
れ
は
南
山
衣
と
天
竺
衣
と
の
問
題
で
も
あ
る
。「
衣
の
右
角
を
左

肩
に
寛
げ
か
け
る
の
で
あ
っ
て
、
之
れ
を
背
後
に
垂
し
て
、（
後
述

の
象
鼻
の
よ
う
に
）
肘
上
に
安お

（
在
）
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る）

（
（

。
さ
ら
に
、
大
衣
の
右
角
を
（
肘
上
に
）
垂
ら

す
の
は
、
象
鼻
と
い
う
非
法
の
着
方
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
象
鼻
の

流
行
の
原
因
は
、
材
質
が
絹
で
滑
り
や
す
く
肩
か
ら
落
ち
て
し
ま
う

た
め
と
し
て
い
る
。
渡
来
の
イ
ン
ド
人
苾
芻
も
三
蔵
法
師
玄
奘
も
肩

へ
の
か
け
方
で
あ
る
搭
肩
法
を
中
国
に
伝
え
た
が
、
中
国
の
古
徳
は

旧
来
の
も
の
を
親
し
み
、
象
鼻
と
い
う
誤
っ
た
袈
裟
の
か
け
方
を
改

め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
義
浄
は
釈
尊
と
同
様

の
被
着
法
で
あ
る
偏
袒
右
肩
を
是
と
し
、
中
国
の
古
徳
が
好
む
左
肩

を
覆
わ
な
い
で
左
肘
に
か
け
る
象
鼻
を
非
法
と
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
義
浄
の
言
葉
は
、
現
在
も
同
様
な
こ
と
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
法
式
の
本
に
は
左
肩
を
覆
う
よ
う
に
被
着
す
べ
き
も
の

で
あ
る
と
記
述
し
て
い
る
が
、
旧
来
よ
り
伝
わ
っ
て
い
る
被
着
法
に

よ
っ
て
左
肘
に
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
袈

裟
の
材
質
が
錦
繍
で
あ
れ
ば
薄
手
で
軽
く
、
左
腕
の
負
担
は
か
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
近
年
七
九
条
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
錦
繍
で

な
く
金
襴
の
厚
手
で
重
い
袈
裟
に
な
っ
て
い
る
。
導
師
は
差
貫
・
道

具
衣
・
本
領
帽
・
七
九
条
・
水
冠
と
い
う
衣
体
で
、
左
腕
の
負
担
が

か
か
り
つ
つ
諷
誦
文
を
捧
読
し
、
礼
拝
な
ど
の
所
作
を
勤
め
て
い
る
。

本
七
条
の
被
着
法
は
、
左
衣
角
の
三
条
部
分
の
ヒ
ダ
が
二
重
と
な
っ

て
左
肘
の
上
に
か
け
る
。
七
九
条
の
場
合
に
は
、
そ
の
左
衣
角
の
上

に
右
衣
角
の
二
条
部
分
の
袈
裟
を
さ
ら
に
覆
う
よ
う
に
し
て
か
け
て

い
る
。
そ
の
左
肘
か
ら
二
条
部
分
の
右
衣
角
が
外
側
に
象
の
鼻
の
よ

う
に
垂
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
象
鼻
と
称
し
て
い
る
。

　

義
浄
は
じ
め
堀
井
師
・
宍
戸
師
の
記
述
通
り
に
右
衣
角
を
左
肩
に

か
け
れ
ば
、
少
し
で
も
左
腕
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
説
が
あ
る
。
二
条
を
継
ぎ
合
せ
る
七
条
の
右
側
の
縁
は
、
地

上
に
対
し
て
垂
直
で
あ
る
。
こ
れ
に
二
条
を
繋
ぎ
合
わ
せ
れ
ば
、
自

然
に
左
肩
を
覆
う
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二

条
部
分
を
左
肩
に
垂
ら
し
た
方
が
視
覚
的
に
は
よ
い
が
、
礼
拝
す
る

時
に
二
条
部
分
が
前
に
垂
れ
て
袈
裟
の
裏
側
が
見
え
て
し
ま
う
の
で
、

肘
の
当
た
り
に
二
条
を
掛
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。
あ
る
法

衣
店
は
そ
れ
ぞ
れ
の
導
師
の
身
体
と
意い

楽ぎ
ょ
うに

合
わ
せ
て
、
肘
と
肩
の

中
間
な
ど
の
位
置
を
変
え
て
仕
立
て
て
い
る
と
い
う
。『
浄
土
法
要

集
』
に
は
被
着
法
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
二
条
の
位
置
は
そ

れ
ぞ
れ
の
意
楽
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
七
九
条
は
い
つ
頃
に

製
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

七
九
条
の
製
作
年
代

　

井
筒
雅
風
氏
は
『
袈
裟
史
』
で
、「
九
条
を
七
条
と
二
条
に
分
割

し
て
、
平
素
は
七
条
と
し
て
使
い
、
重
要
な
儀
式
に
は
九
条
と
し
て

使
う
。
簡
便
な
形
式
は
新
し
い
便
法
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

8
（

。
年

代
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
年
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

増
上
寺
所
蔵
『
幹
事
便
覧
』
六
に
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

に
寺
社
奉
行
が
増
上
寺
の
装
束
に
つ
い
て
尋
ね
、
所
化
役
者
円
龍
が

回
答
し
て
い
る
。
三
縁
山
大
僧
正
装
束
と
し
て
、「
素
絹　

紅
精
好
、

剃
貫（
マ
マ

）禁
色　

八
藤
、
表
袴　

瓜
ニ
霰
、
直
綴
、
九
条
、
七
条
、

五
条
、
座
具
、
珠
数
、
帽
子
、
檜
扇
子
、
沓
」
を
列
記
し
て
い
る）

9
（

。

こ
の
時
点
で
は
、
大
僧
正
の
袈
裟
と
し
て
の
七
九
条
は
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。



─ （（（ ─

　
『
知
恩
院
史
』
に
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
鳳
詔
頂
戴
式

の
式
次
第
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
七
導
師　

道
具
衣
九

条
念
珠
座
具
」
と
あ
り
、
九
条
袈
裟
を
被
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
）
（0
（

。「
大
永
の
御
忌
鳳
詔
」
と
い
う
詔
勅
を
礼
拝
す
る
儀
式
で
、
こ

の
式
を
修
し
て
か
ら
御
忌
大
会
を
勤
め
ら
れ
る
と
い
う
重
要
な
儀
式

で
あ
る
。
唱
導
当
日
も
こ
の
衣
体
で
勤
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
御
忌
に
関
す
る
「
達
書
」
が
発
せ

ら
れ
た
。
そ
の
「
御
忌
法
要
則
」
の
第
七
条
に
は
、「
唱
導
師
ハ
七

九
条
直
綴
座
具
水
冠
差
貫
領
帽
等
を
着
用
ス
ヘ
シ　

但
シ
服
色
ハ
皆

其
身
分
ニ
応
ス
ル
」
と
あ
り
、
こ
の
時
に
唱
導
師
は
七
九
条
を
被
着

す
る
こ
と
が
施
行
さ
れ
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
七
九
条
は
、『
袈
裟
史
』

の
記
述
の
よ
う
に
、
御
忌
唱
導
師
の
た
め
に
七
九
条
袈
裟
を
作
成
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
大
正
三
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ

た
宗
規
第
六
十
号
「
法
式
条
例
」
に
は
、
袈
裟
の
第
一
礼
装
と
し
て
、

大
僧
正
・
正
僧
正
・
権
僧
正
が
九
条
で
あ
り
、
大
僧
都
・
権
大
僧
都

が
九
条
ま
た
は
七
条
と
記
し
、
管
長
服
の
大
礼
装
の
袈
裟
を
九
条
と

し
て
い
る
が
、
七
九
条
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

七
九
条
の
二
条

　

七
九
条
の
七
條
は
通
常
の
と
き
に
も
被
着
す
る
の
で
、
従
来
通
り

の
仕
立
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
七
条
の
四
隅
に
は
四
天
（
角

帖
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
二
条
の
部
分
に
も
、
右
衣
角
の
上
下
に
四

天
が
二
つ
あ
る
。
七
九
条
が
九
条
仕
立
て
に
し
た
と
き
は
、
七
条
に

四
天
が
四
つ
と
二
条
に
二
つ
あ
る
の
で
、
合
計
六
つ
に
な
る
。
七
九

条
は
、
九
条
を
七
条
と
二
条
に
分
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
状

も
九
条
袈
裟
と
同
形
で
あ
る
。
如
法
衣
等
は
長
方
形
で
あ
る
が
、
本

七
条
の
左
腕
に
掛
け
る
左
衣
角
の
部
分
は
「
右
下
が
り
の
そ
り
」
が

あ
る
形
状
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
右
衣
角
の
二
条
部
分
は
同
様
に

「
右
上
が
り
の
そ
り
」
が
あ
る
。
九
条
袈
裟
は
身
長
に
と
も
な
う
の

で
、
背
中
の
部
分
は
や
や
短
く
、
両
端
の
方
で
少
し
長
く
仕
立
て
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
九
条
は
臨
済
宗
の
袈
裟
と
同
形
で
あ
る
。『
袈

裟
史
』
に
は
臨
済
宗
の
九
条
袈
裟
に
か
ら
す
ま
帽
子
の
図
が
あ
る
が
、

浄
土
宗
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
似
て
い
る）

（（
（

。
禅
僧
の
ま
と
う
大
袈
裟
は
、

宋
で
好
ま
れ
た
形
で
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て
は
最
先
端
の
仏
教
を
学

ぶ
こ
と
を
明
示
す
る
装
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う）

（（
（

。『
四
十
八

巻
伝
』
等
に
あ
る
二
祖
対
面
の
図
の
よ
う
に
、
善
導
は
禅
衣
で
あ
り
、

法
然
は
教
衣
で
あ
る）

（（
（

。
善
導
が
被
着
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
直
綴
と
七
条

（
南
山
衣
で
あ
ろ
う
）
は
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。

天
台
の
教
衣
（
素
絹
）
か
ら
禅
衣
（
直
綴
）
へ
の
移
行
は
、
禅
宗
的

な
葬
送
儀
礼
へ
の
展
開
と
共
に
同
時
進
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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次
に
、
七
条
と
継
ぎ
合
せ
る
二
条
の
部
分
の
形
状
は
、
関
東
と
関

西
で
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
は
七
条
に
継
ぎ
合
せ
る
二
条
の
部
分
に
縁

が
あ
る
か
な
い
か
の
違
い
で
あ
る
。
増
上
寺
蔵
の
明
治
期
の
七
九
条

の
二
条
は
、
継
ぎ
合
せ
る
部
分
に
縁
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
関

西
仕
立
て
の
二
条
の
継
ぎ
合
せ
の
部
分
の
縁
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
コ
」
の
字
の
よ
う
な
「
一
条
半
」
の
形
状
で
あ
る）

（（
（

。
こ

の
理
由
は
、
一
つ
に
二
条
を
継
ぎ
合
せ
て
被
着
す
る
の
が
前
提
で
あ

る
こ
と
と
、
二
つ
に
継
ぎ
合
せ
部
分
で
あ
る
縁
が
幅
広
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
省
略
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
関
東

仕
立
て
は
文
字
通
り
二
条
仕
立
て
に
し
た
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。

天
竺
衣
と
南
山
衣

　

堀
井
師
は
『
法
式
教
案
』
で
『
画
像
須
知
』
に
よ
っ
て
天
竺
衣
と

南
山
衣
を
説
明
し
て
い
る
。
天
竺
衣
は
天
竺
の
正
制
に
依
っ
て
い
る

の
で
こ
の
名
が
あ
り
、
唐
の
義
浄
三
蔵
が
伝
え
て
、
河
内
の
慈
雲
和

尚
、
三
井
の
顕
道
和
上
等
が
復
古
著
用
し
た
と
い
う
。
紐
で
結
び
、

右
角
を
左
肩
に
至
る
よ
う
に
か
け
る
と
し
て
い
る
。
南
山
衣
は
道
宣

律
師
流
儀
諸
師
が
か
け
た
四
分
律
家
の
法
服
で
、
鐶か
ん
鉤か
ぎ
を
つ
け
た
も

の
で
、
現
在
の
荘
厳
衣
は
南
山
衣
と
し
て
い
る）

（8
（

。

　
『
写
真
図
解　

浄
土
宗
の
行
儀
』
は
、
天
竺
衣
を
紐
結
び
、
南
山

衣
を
環
結
び
と
し
て
い
る）

（9
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
宍
戸
栄
雄
師
は
、
天

竺
衣
を
左
肩
ま
で
覆
う
も
の
と
し
、
南
山
衣
は
金
襴
七
条
の
形
式
の

よ
う
に
前
端
が
左
脇
ま
で
し
か
届
か
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の

宍
戸
説
の
分
類
で
は
、
七
九
条
を
被
着
し
て
肘
に
か
け
る
と
南
山
衣

と
な
り
、
左
肩
に
か
け
る
と
天
竺
衣
に
な
る
。
同
じ
形
状
の
袈
裟
が
、

肘
と
左
肩
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
称
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

『
画
像
須
知
』
説
で
あ
る
義
浄
の
紐
結
び
を
天
竺
衣
、
道
宣
の
環
結

び
を
南
山
衣
と
称
し
た
方
が
的
確
な
分
類
法
と
言
え
る
。

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
諸
師
の
記
述
と
現
況
か
ら
七
九
条
の
形
状
と
被
着
法

を
考
察
し
た
。『
法
式
教
案
』
な
ど
の
記
述
は
、
義
浄
が
主
張
し
た

か
け
方
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
七
九
条
の
二
条
部
分
を

肘
に
掛
け
る
こ
と
は
、
義
浄
の
嫌
っ
た
象
鼻
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、

『
法
式
教
案
』
な
ど
の
記
述
は
天
竺
衣
の
よ
う
に
肩
に
掛
け
る
と
記

述
さ
れ
て
い
る
が
、
現
行
で
は
肩
で
は
な
く
肘
の
上
に
掛
け
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
書
物
で
知
り
得
た
知
識
（
書
伝
）
よ
り
も
現
場
で
体

得
し
た
視
覚
的
・
身
体
的
な
威
儀
法
、
形
に
あ
る
も
の
の
方
が
伝
承

さ
れ
や
す
い
こ
と
の
証
で
あ
る
。
九
条
袈
裟
の
伝
来
以
来
、
象
鼻
と

い
う
か
け
方
を
し
て
い
る
の
で
、
天
竺
衣
の
よ
う
に
か
け
直
す
こ
と
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は
難
し
い
。
東
京
の
堀
井
師
、
京
都
の
宍
戸
師
が
天
竺
衣
の
よ
う
に

左
肩
を
覆
う
よ
う
に
か
け
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
最
後
に
、
七
九
条
の
作
成
に
際
し
、

一
つ
に
は
大だ
い

会え

の
と
き
に
九
条
を
被
着
し
、
通
常
法
要
の
と
き
に
七

条
を
被
着
で
き
る
合
理
的
・
経
済
的
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
二
つ
に

は
、
僧
階
に
よ
っ
て
九
条
が
被
着
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
た

め
に
僧
階
に
か
か
わ
ら
ず
被
着
で
き
る
よ
う
に
新
た
に
七
九
条
と
い

う
袈
裟
を
作
成
し
た
平
等
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（　
『
あ
な
た
の
知
ら
な
い　

法
然
と
浄
土
宗
』
と
い
う
Ｑ
＆
Ａ
形
式
の
新
書

版
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
「
高
僧
で
も
め
っ
た
に
用
い
な
い
『
七
九
条

袈
裟
』
と
は
？
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一

般
の
方
が
七
九
条
の
存
在
を
承
知
し
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
洋
泉

社
・
二
○
一
三
年
・
一
二
二
頁
）。

（　

私
家
版
・
一
九
三
八
年
、『
復
刻　

法
式
教
案
』
二
○
一
○
年
・
三
五
丁
。

『
法
式
教
案
』
と
『
浄
土
宗
法
儀
解
説
』
と
を
対
比
す
る
た
め
に
傍
線
を
ほ

ど
こ
し
た
。

（　
『
浄
土
宗
法
儀
解
説
』
一
九
六
六
年
、
一
九
九
二
年
・
九
六
頁
。『
続
浄
土

宗
法
儀
解
説　

上
』
一
九
七
二
年
・
二
四
頁
。

（　

鎌
倉
新
書
・
一
九
八
二
年
・
五
二
二
頁
。

（　

浄
土
宗
近
畿
地
方
教
化
セ
ン
タ
ー
・
一
九
七
七
年
・
一
四
五
頁
。

（　

四
季
社
・
一
九
九
六
年
・
四
二
七
頁
。

（　

正
蔵
五
四
・
二
一
五
、『
現
代
語
訳　

南
海
寄
帰
内
法
伝
』
法
蔵
館
・
二

○
○
四
年
・
一
三
五
頁
。

8　

雄
山
閣
出
版
・
一
九
六
五
年
・
二
八
三
頁
。

9　
『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
第
三
九
号
、
合
冊
本
・
二
○
○
八
年
・
一
七

○
頁
。

（0　
『
知
恩
院
史
』
一
九
三
七
年
・
六
一
三
頁
。

（（　
『
知
恩
院
史
』
六
一
七
頁
。

（（　

井
筒
雅
風
『
袈
裟
史
』
文
化
時
報
社
・
一
九
六
五
年
・
図
九
一

（（　
『
こ
ろ
も
を
伝
え
こ
こ
ろ
を
繋
ぐ　

高
僧
と
袈
裟
』
京
都
国
立
博
物
館
・

二
○
一
○
年
・
二
三
○
頁
。

（（　

総
本
山
知
恩
院
・
浄
土
宗
『
国
宝　

法
然
上
人
行
状
絵
図　

Ⅰ
』
二
○
一

四
年
・
第
七
巻
・
一
七
二
頁
。

（（　

義
浄
（
六
三
五
～
〈
六
七
一
～
六
九
五
〉
～
七
一
二
）
は
、
道
宣
（
五
九

六
～
六
六
七
）、
玄
奘
（
六
○
二
～
六
七
○
）、
善
導
（
六
一
三
～
六
八
一
）

と
同
世
代
で
あ
っ
た
。
道
宣
・
玄
奘
は
南
山
衣
で
あ
り
、
善
導
も
南
山
衣
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
四
十
八
巻
伝
』
の
二
祖
対
面
の
図
も
、
道
具
衣

に
南
山
衣
の
よ
う
で
あ
る
。

（（　
『
袈
裟
史
』
図
一
五
七

（（　

浄
土
宗
の
袈
裟
・
法
衣
な
ど
は
、
俗
に
関
東
仕
立
て
と
関
西
仕
立
て
が
あ

る
。
そ
の
顕
著
な
相
違
は
、
顕
色
七
條
の
環
が
袈
裟
の
表
に
あ
る
合
理
的
に

改
良
し
た
関
東
仕
立
と
、
天
竺
衣
の
如
法
衣
の
よ
う
に
環
が
袈
裟
の
裏
に
あ

る
関
西
仕
立
で
あ
る
。
こ
の
他
、
水
冠
・
誌
公
帽
子
・
法
衣
・
袴
な
ど
に
も

微
妙
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。

（8　
『
復
刻　

法
式
教
案
』
三
五
丁
。
中
西
誠
応
『
画
像
須
知
』
弘
化
五
年

（
一
八
四
八
）
二
丁
ウ
。

（9　
『
浄
土
宗
の
行
儀
』（
浄
土
宗
東
京
教
区
教
務
所
・
一
九
七
四
年
）
一
六
頁
。
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は
じ
め
に　

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
無
量
寿
経
研
究
の
視
座
を
求
め
る

一
環
と
し
て
、
無
量
寿
仏
が
発
し
た
誓
願
の
並
び
順
を
め
ぐ
っ
て
論

考
を
め
ぐ
ら
し
て
き
た）

（
（

。
誓
願
の
並
び
序
か
ら
、
無
量
寿
経
、
と
り

わ
け
四
十
八
願
経
の
成
立
過
程
に
お
け
る
何
ら
か
の
編
纂
意
図
を
読

み
取
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
試
み
に
は
、
ま
ず
誓
願
文
の
並
び
順
に
は
何
ら
か
の
脈

絡
、
必
然
性
を
保
持
し
た
連
続
、
つ
ま
り
連
続
性
が
あ
る
と
仮
定
し
、

そ
の
一
々
を
見
出
す
作
業
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

四
十
八
願
中
、
第
四
願
の
第
五
願
の
並
び
順
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、

そ
の
連
続
性
の
有
無
を
論
じ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
問
題
の
所
在　

～
連
続
性
の
可
能
性
～

　

ま
ず
康
僧
鎧
訳
と
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
』
上
巻
に
説
か
れ
る
四
十

八
願
の
う
ち
、
第
四
願
は
無
有
好
醜
願
と
称
さ
れ
る
。
ま
ず
は
願
文

を
記
し
て
お
く
。

設
我
得
佛
國
中
人
天
形
色
不
同
有
好
醜
者
不
取
正
覺）

（
（

　

続
く
第
五
願
は
宿
命
智
通
願
と
称
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
そ
の
願
文
を

記
し
て
お
く
。

設
我
得
佛
國
中
人
天
不
識
宿
命
下
至
不
知
百
千
億
那
由
他
諸
劫

事
者
不
取
正
覺）

（
（

　

無
有
好
醜
願
の
誓
う
と
こ
ろ
は
、
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
に
お
け
る

人
天
の
姿
形
に
美
し
い
と
か
醜
い
と
い
っ
た
違
い
が
現
れ
な
い
よ
う

に
す
る
と
い
う
容
姿
に
関
す
る
こ
と
に
あ
り
、
宿
命
智
通
願
の
誓
う

と
こ
ろ
は
、
同
じ
く
人
天
が
遠
い
過
去
世
の
出
来
事
を
限
り
な
く
は

四
十
八
願
に
お
け
る
第
四
願
と
第
五
願
の
連
続
性

袖　

山　

榮　

輝



─ （（9 ─

る
か
昔
に
至
る
ま
で
悉
く
知
り
尽
く
す
と
い
う
神
通
力
に
関
す
る
こ

と
に
あ
る
。
以
上
の
二
願
は
、
か
の
仏
国
土
に
お
け
る
人
天
に
関
す

る
誓
願
と
い
う
共
通
項
を
除
け
ば
、
一
見
す
る
限
り
、
何
ら
脈
絡
が

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
連
続
し
て
配
置
さ
れ
る
必
然
性
を
読
み
取
る

こ
と
は
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
第
五
宿
命
智
通
願
以
降
第
十
願
ま
で
は
、
か
の

土
の
人
天
に
関
す
る
誓
願
と
し
て
、
第
六
天
眼
智
通
願
、
第
七
天
耳

智
通
願
、
第
八
他
心
智
通
願
、
第
九
神
鏡
智
通
願
、
第
十
速
得
漏
尽

願
と
六
神
通
に
関
す
る
も
の
が
続
く
。
当
然
な
が
ら
、
第
五
願
か
ら

第
十
願
ま
で
の
六
願
は
一
連
の
誓
願
と
し
て
無
条
件
に
連
続
性
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
第
四
願
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
直
前
に
示
さ
れ
る
第
三

悉
皆
金
色
願
と
脈
絡
の
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
悉
皆
金
色

願
の
願
文
は
略
す
が
、
無
有
好
醜
願
同
様
、
か
の
土
の
人
天
に
関
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
天
が
み
な
金
色
で
あ
る
こ
と
を
誓
う
も
の

で
あ
る
。
第
三
願
か
ら
す
れ
ば
少
な
く
と
も
身
体
の
肌
の
色
に
関
し

て
好
醜
を
論
ず
る
余
地
が
な
く
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
第
三

願
か
ら
第
四
願
へ
の
並
び
順
に
脈
絡
を
保
持
し
た
連
続
性
が
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
第
三
願
と
第
四
願
、
六
神
通
に
配
さ
れ
る
第
五
願
か
ら
第
十

願
は
そ
れ
ぞ
れ
連
続
性
を
保
持
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
か
の

土
の
人
天
に
関
す
る
誓
願
で
あ
る
。
そ
う
し
た
誓
願
は
第
二
願
か
ら

第
十
一
願
ま
で
連
続
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
願
か
ら
第
十
一
願
ま
で

が
、
何
ら
か
の
筋
道
に
沿
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

第
三
願
と
第
四
願
、
第
五
願
か
ら
第
十
願
の
接
点
と
な
る
第
四
願
と

第
五
願
の
並
び
順
に
つ
い
て
も
、
一
見
脈
絡
が
な
く
と
も
、
何
ら
か

の
並
び
順
の
必
然
性
、
す
な
わ
ち
連
続
性
が
見
出
せ
る
は
ず
な
の
で

あ
る
。

二
、
第
四
願
成
就
と
そ
の
問
題
点

　

諸
願
の
並
び
順
に
言
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
成
就
が
ど

の
よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。　

第
四
無
有
好
醜
願
の
成
就
は
『
無
量
寿
経
』
上
巻
に

お
け
る
、

Ａ
其
諸
聲
聞
菩
薩
天
人
智
慧
高
明
神
通
洞
達
咸
同
一
類
形
無
異
狀

但
因
順
餘
方
故
有
天
人
之
名）

（
（

と
い
っ
た
経
文
中
の
「
一
類
」（
傍
線
部
）
が
そ
れ
に
当
た
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

　

引
用
文
Ａ
に
従
え
ば
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
に
お
け
る
声
聞
、
菩
薩
、

天
、
人
は
智
慧
が
勝
れ
、
か
つ
神
通
力
を
具
え
、
さ
ら
に
は
み
な
一
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様
の
姿
形
で
あ
っ
て
異
な
る
と
こ
ろ
も
な
い
と
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
ち
な
み
に
「
因
順
餘
方
」
に
つ
い
て
ひ
と
ま
ず
義
山
の
『
無

量
寿
経
随
聞
講
録
』
巻
上
之
四
を
参
照
す
る
と
、

因
順
餘
方
等
者
有
其
二
義
一
隨
本
業
謂
往
生
者
或
有
資
人
業
生

或
者
資
天
業
生
雖
生
彼
時
無
異
形
因
順
本
業
有
人
天
名
言
淨
土

一
等
菩
薩
ナ
レ
ト
モ
本
聲
聞
生
有
或
天
生
有
或
人
生
有
是
約
本

業
聲
聞
人
天
名
呼
也
（
中
略
）
因
居
處
謂
彼
土
中
或
有
依
地
居

或
有
在
空
居
雖
彼
果
報
無
異
狀
隨
其
所
在
處
有
人
天
名
言
彼
土

菩
薩
蹈
地
行
時
呼
云
人
飛
行
虚
空
時
呼
云
天
又
觀
四
諦
十
二
因

縁
起
時
呼
云
聲
聞
縁
覺
是
皆
約
當
體
也）

（
（

　

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
と
か
天
と
い
う
名
称
は
往
生
す

る
以
前
の
も
と
い
た
世
界
で
の
有
り
よ
う
に
因
ん
だ
呼
び
名
で
あ
っ

た
り
、
あ
る
い
は
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
に
お
け
る
折
々
の
居
場
所
に

因
ん
だ
呼
び
名
で
あ
っ
た
り
、
同
じ
く
折
々
の
修
業
内
容
に
因
ん
だ

呼
び
名
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
か
の
仏
国
土
に
お
い
て
は
み
な
「
一

等
の
菩
薩
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
一
等
は
差
別
な
く
平
等
、

同
一
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
か
の
土
に
お
い
て
は
名
称
こ
そ

異
な
る
も
の
の
実
質
的
に
は
菩
薩
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
第
四
願
の
成
就
は
、
か
の
仏
国
土
の
人
天
た
ち
、
成
就
の

文
の
文
脈
か
ら
言
え
ば
さ
ら
に
声
聞
や
菩
薩
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の

方
々
は
実
質
上
菩
薩
で
あ
っ
て
一
様
に
同
じ
姿
形
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
説
き
示
す
も
の
で
あ
り
、
第
三
悉
皆
金
色
願
と
併
せ
る
と
、
か

の
国
土
に
は
姿
形
ば
か
り
で
な
く
身
体
の
色
も
含
め
て
、
見
た
目
に

は
何
ら
の
違
い
も
な
い
菩
薩
だ
け
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
み
な

同
一
の
姿
を
示
し
、
過
去
世
の
有
り
よ
う
に
従
っ
て
呼
び
名
が
異
な

る
だ
け
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
か
の
仏
国
土
の
菩
薩
方
は
お
互
い
を

ど
の
よ
う
に
し
て
識
別
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

三
、
第
四
願
か
ら
第
五
願
へ
の
脈
絡

　

こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
は
も
う
遙
か
以
前
に
着
目
さ

れ
て
い
る
。
良
忠
上
人
（
以
下
、
良
忠
）
の
著
作
に
、
同
様
の
疑
問

を
背
景
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
良
忠
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
善
導
大
師
『
往
生
礼
讃
』
に
、

洗
心
甘
露
水　

悅
目
玅
華
雲　

同
生
機
易
識）

（
（

と
い
う
一
節
が
あ
る
の
に
対
し
良
忠
『
往
生
礼
讃
私
記
』
が
、

同
生
等
者
彼
土
人
天
知
宿
命
故
知
彼
人
天
前
生
修
業
知
佗
心
故

同
生
之
人
雖
形
無
異
互
知
其
人）

8
（

と
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
良
忠
は
「
同
生
」
の
内
実
を
「
か
の
土
の
人
天
」
と
位
置

付
け
、
そ
の
上
で
「
同
生
之
人
」
に
つ
い
て
「
形
無
異
」
と
特
徴
付

け
て
い
る
。
こ
の
「
形
無
異
」
が
引
用
文
Ａ
「
咸
同
一
類
形
無
異

狀
」
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、

加
え
て
言
う
な
ら
ば
「
人
天
」
に
つ
い
て
も
同
Ａ
「
因
順
餘
方
」
に

倣
い
、
そ
れ
ら
は
も
と
い
た
世
界
で
の
有
り
よ
う
に
因
ん
で
呼
び
名

で
あ
っ
て
、
実
質
上
は
義
山
が
指
摘
す
る
「
一
等
の
菩
薩
」
と
し
て

理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
同
生
」
す
な
わ
ち
Ａ
「
同
一
類
形
無
異

狀
」
の
菩
薩
方
は
宿
命
を
知
る
が
故
に
自
身
の
前
生
の
修
業
を
知
り
、

他
心
を
知
る
が
故
に
他
者
の
前
生
の
修
業
を
知
り
、
そ
れ
が
故
に
姿

形
に
見
分
け
が
つ
か
な
く
て
も
他
者
の
前
生
の
記
憶
を
知
る
こ
と
で

相
互
の
識
別
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
四
無
有
好
醜
願

を
誓
う
以
上
、
そ
れ
が
成
就
し
た
場
合
、
か
の
土
の
人
天
に
お
け
る

相
互
の
識
別
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
解
決
し
て
お
こ
う

と
い
う
の
が
、
宿
命
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
他
心
を
知
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う
「
知
宿
命
」
は
六
神
通
の
一
つ
、
い
わ

ゆ
る
宿
命
智
通
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、「
知
陀
心
」
も
同
じ
く
他

心
智
通
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
宿
命
智
通
に
つ
い
て
は
第
五
願

に
お
い
て
、
他
心
智
通
に
お
い
て
は
第
八
願
に
お
い
て
誓
わ
れ
て
い

る
の
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
第
四
無
有
好
醜
願
の
後
に
第
五
願
と

し
て
宿
命
智
通
願
が
配
さ
れ
る
と
い
う
並
び
順
に
は
、
か
の
土
の
人

天
に
お
け
る
相
互
の
識
別
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
必
然
で
あ
り
、
連

続
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
、
天
眼
智
通
願
と
他
心
智
通
願
の
並
び
順
を
め
ぐ
って

　

上
述
の
通
り
第
四
願
と
第
五
願
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず

指
摘
で
き
た
と
思
わ
れ
、
第
三
願
と
第
四
願
、
さ
ら
に
は
第
五
願
以

降
、
六
神
通
に
か
か
わ
る
第
十
願
ま
で
何
ら
か
の
道
筋
が
あ
り
得
る

と
の
仮
説
も
主
張
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
問
題
点
も
残
る
。
相
互
の

識
別
と
い
う
観
点
か
ら
第
四
願
と
第
五
願
の
脈
絡
を
指
摘
す
る
の
は

妥
当
と
考
え
て
い
る
が
、
も
し
、
そ
の
観
点
だ
け
を
重
視
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
第
五
宿
命
智
通
願
の
後
に
は
第
八
他
心
智
通
願
が
配
さ
れ

る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
『
無
量
寿
経
』
に
対
し
初
期
無
量
寿
経
に
配
さ
れ
、
二
十

四
願
を
説
く
い
わ
ゆ
る
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
で
は
、
第
九
願
に
「
令

我
國
中
諸
菩
薩
阿
羅
漢
面
目
皆
端
令
正
淨
潔
姝
好
悉
同
一
色
都
一
種

類
）
9
（

」
云
々
と
あ
り
、
こ
う
し
た
内
容
が
概
ね
『
無
量
寿
経
』
第
三
願

と
第
四
願
に
対
照
さ
れ
る
が
、
続
く
第
十
願
は
「
令
我
國
中
諸
菩
薩
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阿
羅
漢
皆
同
一
心
所
念
所
欲
言
者
豫
相
如
意
」
云
）々
（0
（

と
あ
り
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
『
無
量
寿
経
』
第
八
他
心
智
通
願
に
対
照
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
る）

（（
（

。『
大
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
は
、『
無
量
寿
経
』
に
言
う

第
四
願
か
ら
第
八
願
へ
と
い
う
連
続
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
「
第
五
願
の
後
に
は
第
八
願
が
配
さ
れ
る
べ
き
」
と
の
指
摘

も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
並
び
順
に
は
な
ら
ず
、
第
五
願

の
後
に
は
第
六
願
に
は
天
眼
智
通
願
が
配
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
そ
こ
に
は
相
互
識
別
以
外
の
何
ら
か
の
観
点
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
宿
命
智
通
願
に
対
照
さ
れ

る
誓
願
に
つ
い
て
言
え
ば
第
二
十
二
願
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
二
十
四
願
中
、
六
神
通
に
関
す
る
事
項
は
概

ね
す
べ
て
誓
わ
れ
て
い
る
が
、
複
数
の
神
通
が
一
願
の
中
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
六
神
通
に
関
す
る
誓
願
が
ひ
と
ま
と
め

に
並
ば
ず
連
続
性
が
見
出
せ
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
や
は
り
初
期
無
量
寿
経
で
二
十
四
願
経
で
あ
る
い

わ
ゆ
る
『
平
等
覚
経
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
こ
で
の
誓
願
の
並
び

順
は
『
無
量
寿
経
』
の
第
一
願
か
ら
と
、
若
干
の
前
後
は
あ
る
も
の

の
概
ね
一
致
し
、『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
第
三
願
か
ら
第
四
願
へ

の
連
続
性
、
第
五
願
か
ら
第
十
願
に
お
け
る
六
神
通
に
関
す
る
連
続

性
と
同
様
の
連
続
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
経
文
の
引

用
は
省
く
が
、
第
四
願
か
ら
第
五
願
へ
の
並
び
順
、
第
五
願
か
ら
第

六
願
へ
の
並
び
順
も
『
無
量
寿
経
』
と
同
様
で
あ
り）

（（
（

、
無
有
好
醜
願

か
ら
宿
命
智
通
願
、
宿
命
智
通
願
か
ら
天
眼
智
通
願
と
い
う
並
び
順

は
『
平
等
覚
経
』
の
段
階
か
ら
す
で
に
保
持
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で

き
る
。
で
は
、
何
故
に
宿
命
智
通
願
の
後
が
天
眼
智
通
願
な
の
で
あ

ろ
う
か）

（（
（

。
そ
の
並
び
順
の
脈
絡
に
つ
い
て
一
つ
の
仮
説
を
提
唱
し
、

ひ
と
ま
ず
は
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
お
き
た
い
。

五
、�

第
五
願
と
第
六
願
の
連
続
性　

�
�

　
　
　
　

～
ま
と
め
に
か
え
て
～

　

宿
命
智
通
か
ら
天
眼
智
通
と
並
ぶ
順
序
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
ず

以
て
三
明
が
思
い
浮
か
ぶ
。
三
明
は
仏
・
阿
羅
漢
が
具
え
て
い
る
宿

命
明
、
天
眼
明
、
漏
尽
明
の
三
つ
の
智
慧
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
釈
尊
の
成
道
の
過
程
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

例
え
ば M

ajjhim
a nikāya （（ 

（
参
照
『
南
伝
大
蔵
経
』
中
部

経
典
一
・
四
三
二
以
下
、『
薩
遮
迦
大
経
（
マ
ハ
ー
・
サ
ッ
チ
ャ

カ
・
ス
ッ
タ
）』）
に
よ
れ
ば
、
成
道
の
過
程
に
お
い
て
禅
定
を
深
め

る
釈
尊
は
、
第
四
禅
と
言
わ
れ
る
境
地
に
達
し
た
後
、
夜
の
初
更
に
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宿
命
智
通
を
め
ぐ
ら
し
無
限
と
も
言
え
る
一
々
の
過
去
世
に
お
け
る

自
身
つ
い
て
事
細
か
に
憶
念
し
、
つ
い
で
中
夜
に
天
眼
智
通
を
め
ぐ

ら
し
有
情
の
未
来
に
つ
い
て
、
卑
賤
・
高
貴
、
美
・
醜
、
幸
・
不
幸

を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
業
に
随
っ
て
知
り
、
加
え
て
悪
趣
に
堕
ち
る
か
善

趣
に
生
じ
る
か
を
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
夜
に
お
い
て
漏

尽
通
を
め
ぐ
ら
し
て
四
諦
を
観
じ
て
生
死
解
脱
の
境
地
に
達
し
た
と

す
る
。

　

こ
う
し
た
成
道
の
過
程
か
ら
第
五
宿
命
智
通
願
か
ら
第
六
天
眼
智

通
願
へ
の
連
続
性
に
つ
い
て
何
ら
か
の
仮
説
を
導
く
こ
と
が
可
能
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
続
く
第
七
願
に
速
得
漏

尽
願
が
配
さ
れ
て
い
る
の
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
実
際
に
速
得
漏
尽

願
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
第
十
願
で
あ
り
、
三
明
の
並
び
順
に
沿
っ

て
第
五
、
第
六
願
が
配
さ
れ
た
と
、
そ
う
簡
単
に
解
釈
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
馬
鳴
の
『
仏
所
行
讃
』
は
、
上
記
と
ほ
ぼ
同
様
の
モ
チ

ー
フ
を
以
て
釈
尊
の
成
道
を
叙
述
す
る
。
そ
の
中
、
釈
尊
が
宿
命
智

通
を
め
ぐ
ら
す
と
、
一
切
の
衆
生
は
か
つ
て
み
な
自
身
の
親
属
で
あ

っ
た
と
知
り
、
そ
れ
故
に
大
悲
心
が
沸
き
起
こ
っ
て
（
悉
曾
爲
親
屬

而
起
大
悲
心
）、
さ
ら
に
大
悲
心
の
心
で
生
死
輪
廻
を
繰
り
返
す
彼

ら
衆
生
を
観
察
し
（
大
悲
心
念
已
又
觀
彼
衆
生
）、
天
眼
智
通
を
以

て
衆
生
そ
れ
ぞ
れ
の
未
来
を
見
定
め
て
い
く
の
で
あ
る）

（（
（

。
ち
な
み
に

「
而
起
大
悲
心
」
や
「
大
悲
心
念
已
」
に
対
照
し
得
る
で
あ
ろ
う 

Buddhacarita

本
文
に
は
、tatah

4  sattves

4 u kārun

4 yam

4  cakāra 
karun

4 ātm
akah

4  /（（-（

と
あ
る）

（（
（

。「
諸
々
の
衆
生
に
慈
悲
を
注
ぎ
慈

悲
を
体
現
し
て
い
く
」
と
で
も
意
訳
で
き
よ
う
が
、
第
五
願
か
ら
第

六
願
へ
の
脈
絡
に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
る
際
、
こ
う
し
た
馬
鳴
の
叙

述
を
参
考
に
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
天
眼
智
通
は
宿
命
智
通
に
よ

っ
て
生
じ
る
大
悲
心
を
動
機
と
す
る
と
の
脈
絡
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　

第
四
願
と
第
五
願
の
連
続
性
に
つ
い
て
論
述
し
た
結
果
、
第
五
願

か
ら
第
十
願
に
配
さ
れ
る
六
神
通
の
並
び
順
に
つ
い
て
、
そ
の
脈
絡

の
解
明
と
い
う
課
題
が
生
じ
た
。
六
神
通
の
並
び
順
に
つ
い
て
そ
の

パ
タ
ー
ン
を
整
理
し
た
上
で
、
第
五
願
か
ら
第
十
願
の
並
び
順
の
特

徴
を
把
握
し
、
第
二
願
か
ら
第
十
一
願
ま
で
の
脈
絡
に
つ
い
て
読
み

取
っ
て
い
き
た
い
。

１　
「『
無
量
寿
経
』
第
三
十
五
願
考
察
の
一
視
座　

―
前
後
す
る
諸
願
の
連
続

性
―
」　
（
高
橋
弘
次
先
生
古
稀
記
念
論
集
『
浄
土
学
仏
教
学
論
叢 

』
山
喜

房
仏
書
林
、
二
〇
〇
四
）

　
　
「『
大
阿
弥
陀
経
』
に
於
け
る
願
文
の
配
列
を
め
ぐ
っ
て
」（
浄
土
宗
教
学

院
『
佛
教
論
叢
』
五
二
、
二
〇
〇
八
）
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２　
『
浄
土
宗
全
書
』
一
・
六

３　
『
浄
土
宗
全
書
』
一
・
六

４　
『
浄
土
宗
全
書
』
一
・
一
七

５　

了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
巻
五
（『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
一
五
五
下
）

６　
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
三
九
〇
下
～
三
九
一

７　
『
浄
土
宗
全
書
』
四
・
三
六
九
下

８　
『
浄
土
宗
全
書
』
四
・
四
一
三
下

９　
『
浄
土
宗
全
書
』
一
・
一
〇
六
下

（0　
『
浄
土
宗
全
書
』
一
・
一
〇
六
下

（（　

藤
田
宏
達
『
原
始
淨
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
三
八
二

（（　

藤
田
宏
達
『
原
始
淨
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
三
八
二

（（　
『
大
正
蔵
経
』
を
検
索
す
る
限
り
、
六
神
通
の
並
び
順
に
は
い
く
つ
か
の

パ
タ
ー
ン
が
見
出
せ
る
。

（（　
『
大
正
蔵
経
』
四
・
二
六
下

（（　

E.H
.Johnston 

“The Buddhacarita or acts of the Buddda

”

（M
otilal Banarasidass, （98（

）（（（p
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一
、
は
じ
め
に

　
『
逆
修
説
法
』
六
七
日
に
「
娑
婆
の
外
に
極
楽
あ
り
、
我
が
身
の

外
に
阿
弥
陀
仏
ま
し
ま
す
と
説
き
て
、
此
の
界
を
厭
い
、
彼
の
国
に

生
じ
て
無
生
忍
を
得
ん
と
の
旨
を
明
か
す
な
り）

（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、

法
然
上
人
（
以
下
、
敬
称
を
略
す
）
は
「
娑
婆
即
浄
土
・
己
身
の
弥

陀
」
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
法
然
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
所
求

で
あ
る
極
楽
浄
土
は
あ
く
ま
で
も
指
方
立
相
で
あ
り
、
所
帰
と
し
て

の
阿
弥
陀
仏
は
自
己
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
人
格
的
な
救
済
者
で

あ
る
。
田
村
芳
朗
氏
は
、
法
然
教
学
に
つ
い
て
「
而
二
相
対
（
相
対

的
二
元
論
）」
と
定
義
さ
れ
て
い
る）

（
（

が
、
法
然
が
信
の
深
ま
り
や
三

昧
発
得
と
い
う
宗
教
体
験
を
得
て
も
、
阿
弥
陀
仏
と
凡
夫
の
不
二
を

説
い
て
い
な
い
点
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
一

方
で
、
私
達
が
信
仰
の
深
ま
り
に
よ
っ
て
凡
夫
以
上
の
存
在
に
向
上

『
逆
修
説
法
』
三
七
日
に
説
か
れ
る
清
浄
光
・
歓
喜
光
・
智
慧
光
に
つ
い
て

曽　

根　

宣　

雄

曽　

根　

宣　

雄

し
て
い
く
と
い
う
説
示
や
阿
弥
陀
仏
と
不
二
に
な
る
と
い
う
説
示
も

存
在
し
て
い
る）

（
（

。
本
論
で
は
、『
逆
修
説
法
』
三
七
日
に
説
か
れ
る

光
明
の
説
示
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
い
か
に
受
け
止
め
る
べ
き

な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
法
然
の
宗
教
構
造
と
二
種
深
信

　

法
然
の
宗
教
構
造
に
つ
い
て
高
橋
弘
次
氏
は
、
次
の
よ
う
に
整
理

さ
れ
て
い
る
。

　
（
１
）
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
光
明

　
（
２
）
そ
の
光
明
に
浴
す
る
た
め
の
口
称
念
仏
の
行

　
（
３
）
そ
の
口
称
念
仏
の
行
の
な
か
に
生
ず
る
宗
教
意
識
）
（
（

（
信

機
・
信
法
）。

　

こ
の
う
ち
信
機
信
法
は
、
口
称
念
仏
の
行
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の

光
明
に
浴
す
る
中
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
宗
教
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意
識
が
浄
土
教
に
お
け
る
普
遍
的
な
宗
教
体
験
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
）
（
（

。

　

法
然
は
『
浄
土
宗
略
抄
』
に
お
い
て
、
信
機
信
法
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
説
い
て
い
る
。

二
つ
に
深
心
と
い
は
、
す
な
わ
ち
善
導
釈
し
て
の
た
ま
わ
く

「
深
心
と
い
は
、
深
く
信
ず
る
心
な
り
。
こ
れ
に
二
つ
あ
り
。

一
つ
に
は
決
定
し
て
我
が
身
は
こ
れ
煩
悩
を
具
足
せ
る
罪
悪
生

死
の
凡
夫
な
り
、
善
根
薄
少
に
し
て
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
常

に
三
界
に
流
転
し
て
出
離
の
縁
な
し
、
と
深
く
信
ず
べ
し
。
二

つ
に
は
深
く
か
の
阿
弥
陀
仏
、
四
十
八
願
を
も
て
衆
生
を
摂
受

し
た
ま
う
、
す
な
わ
ち
名
号
を
称
う
る
こ
と
下
十
声
に
至
る
ま

で
、
か
の
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
定
め
て
往
生
を
得
と
信
じ
て
、

乃
至
一
念
も
疑
う
心
な
き
が
故
に
深
心
と
名
づ
く
。
―
中
略
―

こ
の
釈
の
意
は
、
始
め
に
我
が
身
の
程
を
信
じ
て
後
に
は
仏
の

誓
を
信
ず
る
な
り
。
後
の
信
心
の
た
め
に
始
め
の
信
を
ば
挙
ぐ

る
な
り）

（
（

。

　
「
信
機
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
御
前
に
お
い
て
、
自
ら
が
煩
悩
を

具
足
し
た
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
り
、
は
る
か
昔
よ
り
出
離
の
縁
の

な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
り
、「
信
法
」
と
は
阿

弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
、
念
仏
を
称
え
た
な
ら
ば
間
違
い
な
く
往

生
で
き
る
と
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
法
然
が
「
信
機
・
信
法
」

を
、「
は
じ
め
に
我
が
身
の
程
を
信
じ
、
後
に
仏
の
誓
い
を
信
じ
る
」

と
し
、「
信
法
」
の
た
め
に
「
信
機
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
凡
夫
の
自
覚
が
あ

り
、
そ
う
い
う
私
達
凡
夫
が
あ
り
が
た
い
こ
と
に
四
十
八
願
に
よ
っ

て
救
わ
れ
て
行
く
こ
と
を
信
じ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
判
る
。

　

こ
の
二
種
深
信
を
考
察
す
る
上
で
、
示
唆
的
な
の
が
西
川
知
雄
氏

の
考
察
で
あ
る
。
西
川
氏
は
、
人
間
が
本
有
仏
性
で
あ
る
と
規
定
し

う
る
の
は
仏
の
立
場
か
ら
人
間
を
見
た
場
合
で
あ
る
が
、
人
間
の
立

場
に
立
っ
て
人
間
を
本
有
仏
性
と
い
う
こ
と
は
高
慢
に
外
な
ら
な
い）

（
（

と
指
摘
し
た
上
で
、
信
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

浄
土
教
に
お
い
て
は
、
人
間
は
「
自
己
の
仏
性
」
を
自
覚
す
る

こ
と
に
よ
り
仏
（
正
覚
）
か
ら
遠
ざ
か
り
、「
自
己
の
凡
夫
性
」

を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
仏
（
正
覚
）
へ
と
近
づ
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
自
己
の
凡
夫
性
の
自
覚
は
、
そ
の
自
覚
が
深
め
ら
れ

徹
底
す
れ
ば
、
自
己
の
仏
性
へ
の
絶
望
へ
と
達
す
る
。
人
間
の

側
に
お
い
て
、
人
間
が
自
己
の
仏
性
に
絶
望
し
た
ま
さ
に
そ
の

と
き
、
仏
の
側
に
お
い
て
は
人
間
の
仏
性
の
真
の
開
発
が
始
ま

る
の
で
あ
る
。
―
中
略
―
し
か
し
、
こ
こ
で
云
う
「
絶
望
」
と

は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
絶
望
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
力
に
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よ
る
自
己
の
仏
性
の
開
発
に
絶
望
す
る
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ

自
己
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
「
信
ず
る
」
こ
と
で
あ
る
。
浄
土

教
で
は
か
か
る
「
絶
望
」
を
「
信
機
」
と
し
て
表
現
す
る
。
信

機
と
は
、
自
己
に
仏
性
開
発
の
期
な
き
こ
と
（
出
離
の
縁
な
き

こ
と
）
を
「
信
ず
る
」
こ
と
で
あ
る）

8
（

。

　

ま
ず
、
西
川
氏
の
指
摘
の
中
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
自
己
の

仏
性
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
仏
（
正
覚
）
か
ら
遠
ざ
か
り
、

「
自
己
の
凡
夫
性
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
仏
（
正
覚
）
へ
と
近

づ
く
と
い
う
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　

法
然
は
『
要
義
問
答
』
に
お
い
て
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
文
に
「
も
し
我
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十

方
の
衆
生
、
至
心
に
、
信
楽
し
て
、
我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
し

て
、
乃
至
十
念
せ
ん
に
、
も
し
生
ぜ
ず
ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」

と
い
う
。
こ
の
文
に
至
心
と
い
う
は
『
観
経
』
に
明
か
す
と
こ

ろ
の
三
心
の
中
の
至
誠
心
に
当
た
れ
り
。
信
楽
と
い
う
は
深
心

に
当
た
れ
り
。
欲
生
我
国
は
廻
向
発
願
心
に
当
た
れ
り）

9
（

。

と
述
べ
、「
至
心
＝
至
誠
心
・
信
楽
＝
深
心
・
欲
生
我
国
＝
廻
向
発

願
心
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
三
心
」
も
阿
弥
陀
仏
が
定

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば

信
機
に
お
け
る
自
己
の
凡
夫
性
の
自
覚
（
自
己
の
仏
性
へ
の
絶
望
・

自
己
に
仏
性
開
発
の
期
な
き
こ
と
）
と
い
う
の
は
、
他
な
ら
ぬ
阿
弥

陀
仏
の
要
請
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
こ
そ
が
阿
弥
陀
仏
の
意
に
添
う
も

の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
学
上
極
め
て
重

要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
私
達
の
仏
性
に
対
す
る
絶
望
が
、
人
間

の
真
の
仏
性
の
開
発
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
仏
の
側
（
仏
辺
）」
に
お
い
て
の
問
題
で
あ

る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

三
、
法
然
の
「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
の
理
解
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
、
凡
夫
が
念
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
く
の
か
に
つ
い
て
、
法
然
の
「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
の
理
解
を
取

り
上
げ
整
理
し
て
み
た
い
。
な
お
、
人
間
を
瓦
礫
と
呼
称
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
高
橋
弘
次
氏
が
悉
有
仏
性
と
い
う
人
間
の
本
質
的
立

場
を
否
定
す
る
も
の
、
も
し
く
は
無
視
す
る
も
の
と
い
う
指
摘
を
さ

れ
て
い
る）

（0
（

こ
と
を
踏
ま
え
て
お
き
た
い
。『
念
仏
往
生
要
義
抄
』
に

お
い
て
は
、

さ
れ
ば
『
五
会
法
事
讃
』
に
い
わ
く
「
多
聞
と
浄
戒
を
持
つ
と

を
簡
ば
ず
、
破
戒
と
罪
根
の
深
き
と
を
簡
ば
ず
、
た
だ
心
を
廻

し
て
多
く
念
仏
せ
し
む
れ
ば
、
能
く
瓦
礫
を
変
じ
て
金
と
成
さ

し
む
」。
こ
の
文
の
意
は
、
智
者
も
愚
者
も
、
持
戒
も
破
戒
も
、
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た
だ
念
仏
申
さ
ば
み
な
往
生
す
と
い
う
事
な
り）

（（
（

。

と
述
べ
、
凡
夫
が
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
、「
瓦

礫
を
変
じ
て
金
と
成
さ
し
む
」
と
し
て
お
り
、
変
成
金
と
は
凡
夫
の

浄
土
往
生
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。『
往
生
浄
土
用
心
』
に

お
い
て
は
、

さ
れ
ば
念
仏
は
一
声
に
八
十
億
劫
の
罪
を
滅
す
る
用
あ
り
、
弥

陀
は
悪
業
深
重
の
者
を
来
迎
し
た
ま
う
力
ま
し
ま
す
と
思
召
し

取
り
て
、
宿
善
の
あ
り
な
し
も
沙
汰
せ
ず
、
罪
の
深
き
浅
き
も

顧
み
ず
、
た
だ
名
号
称
う
る
者
の
往
生
す
る
ぞ
と
信
じ
思
召
す

べ
く
そ
う
ろ
う
。
す
べ
て
破
戒
も
持
戒
も
貧
窮
も
福
人
も
上
下

の
人
を
嫌
わ
ず
、
た
だ
我
が
名
号
を
だ
に
念
ぜ
ば
、
石
瓦
を
変

じ
て
金
と
な
さ
ん
が
ご
と
し
。
来
迎
せ
ん
と
御
約
束
そ
う
ろ
う

な
り）

（（
（

。

と
述
べ
、
念
仏
衆
生
に
対
す
る
救
済
が
す
べ
て
の
人
々
に
な
さ
れ
る

こ
と
の
譬
え
と
し
て
「
石
瓦
を
変
じ
て
金
と
な
さ
ん
が
ご
と
し
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
変
成
金
も
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
来
迎
や
浄
土
往
生
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
法
然
の
説
く
「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
と
は
、

娑
婆
に
お
い
て
瓦
礫
の
よ
う
な
凡
夫
が
金
に
変
じ
る
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
瓦
礫
の
よ
う
な
仏
性
無
き
に
等
し
い
凡
夫
で
あ
っ
て
も
念

仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
で
き
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

四
、『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
光
明

　

法
然
は
、『
逆
修
説
法
』
三
七
日
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
清
浄

光
・
歓
喜
光
・
智
慧
光
の
説
明
で
あ
る
。
清
浄
光
に
つ
い
て
は
、

次
に
清
浄
光
と
は
、
人
師
釈
し
て
云
く
。
無
貪
の
善
根
所
生
の

光
な
り
。
貪
に
二
あ
り
、
婬
貪
財
貪
な
り
。
清
浄
と
は
、
た
だ

汗
穢
不
浄
を
除
却
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
そ
の
二
貪
を
断
除
す

る
な
り
。
貪
を
不
浄
と
名
く
が
故
な
り
。
若
し
戒
に
約
さ
ば
、

ま
さ
に
不
婬
戒
不
慳
貪
戒
と
に
当
た
れ
り
。
然
ら
ば
法
蔵
比
丘

の
昔
の
不
婬
不
慳
貪
所
生
の
光
な
る
が
故
に
、
此
の
光
に
触
れ

る
者
は
、
貪
欲
の
罪
を
滅
す
。
も
し
人
貪
欲
盛
ん
に
不
婬
不
貪

の
戒
を
持
つ
こ
と
を
得
ざ
れ
と
い
え
ど
も
、
心
に
至
し
専
ら
此

の
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
念
ぜ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
彼
の
仏
無
貪
の

清
浄
の
光
を
放
ち
て
照
触
摂
取
し
た
ま
う
が
故
に
、
婬
貪
財
貪

の
不
浄
を
除
き
、
無
戒
破
戒
の
罪
愆
を
滅
し
て
、
無
貪
善
根
の

身
と
な
り
て
、
持
戒
清
浄
の
人
に
均
し
き）

（（
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
清
浄
光
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
不
婬
不
慳
貪
に
よ
っ
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て
生
じ
た
光
で
あ
る
の
で
、
こ
の
光
に
触
れ
る
者
は
、
貪
欲
の
罪
が

滅
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
不
婬
不
貪
の
戒
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く

て
も
、
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
ぜ
ば
清
浄
光
に
よ
っ
て　

摂
取
さ
れ

る
の
で
、
婬
貪
財
貪
の
不
浄
が
除
か
れ
て
無
戒
破
戒
の
罪
を
滅
せ
ら

れ
、
無
貪
善
根
の
身
と
な
り
、
持
戒
清
浄
の
人
に
均
し
く
な
る
と
し

て
い
る
。
歓
喜
光
に
つ
い
て
は
、

次
に
歓
喜
光
と
は
、
此
は
是
れ
無
瞋
の
善
根
所
生
の
光
な
り
。

久
し
く
不
瞋
恚
の
戒
を
持
ち
て
此
の
光
得
た
ま
え
る
故
に
無
瞋

所
生
の
光
と
云
う
。
此
の
光
に
触
れ
る
者
は
瞋
恚
の
罪
を
滅
す
。

然
ら
ば
瞋
増
盛
ん
な
る
人
と
雖
も
、
専
ら
念
仏
を
修
す
れ
ば
、

彼
の
歓
喜
光
を
以
て
摂
取
し
た
ま
う
が
故
に
、
瞋
恚
の
罪
滅
し

て
忍
辱
の
人
に
同
じ
。
是
れ
ま
た
前
の
清
浄
光
の
貪
欲
の
罪
を

滅
す
る
が
如
し
）
（（
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
歓
喜
光
は
、
法
蔵
菩
薩
が
久
し
く
不
瞋
恚
の
戒
を

持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
光
で
あ
る
の
で
、
こ
の
光
に
触
れ
る
者
は
、

瞋
恚
の
罪
が
滅
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
瞋
恚
が
盛
ん
で
あ
る
人

で
あ
っ
て
も
、
専
ら
念
仏
を
修
す
れ
ば
、
歓
喜
光
に
よ
っ
て
摂
取
さ

れ
、
忍
辱
の
人
と
同
じ
身
に
な
る
と
し
て
い
る
。
智
慧
光
に
つ
い
て

は
、

次
に
智
慧
光
と
は
、
此
は
是
れ
無
癡
の
善
根
所
生
の
光
な
り
。

久
し
く
一
切
の
智
慧
を
修
し
て
、
愚
痴
の
煩
悩
を
断
じ
盡
し
て

此
の
光
を
得
た
ま
う
故
に
、
無
礙
所
生
の
光
と
云
う
。
此
の
光

は
ま
た
愚
痴
の
罪
を
滅
す
。
然
ら
ば
無
智
の
念
仏
者
な
り
と
雖

も
、
彼
の
智
慧
の
光
を
以
て
照
ら
し
て
摂
取
し
た
ま
う
故
に
、

愚
痴
の
愆
を
滅
し
て
、
智
者
と
勝
劣
有
る
こ
と
無
し
）
（（
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
智
慧
光
は
、
法
蔵
菩
薩
が
久
し
く
一
切
の
智
慧
を

修
し
て
愚
痴
の
煩
悩
を
断
じ
て
得
た
光
で
あ
る
か
ら
、
無
礙
所
生
の

光
と
い
い
此
の
光
は
愚
痴
の
罪
を
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
智
の

念
仏
者
で
あ
っ
て
も
、
智
慧
光
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ
、
愚
痴
が
滅
せ

ら
れ
、
智
者
と
勝
劣
が
な
く
な
る
と
し
て
い
る
。　　

　

こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、「
持
戒
清
浄
の
人
に
均
し
き
・
忍

辱
の
人
に
同
じ
・
智
者
と
勝
劣
有
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
説
示
を
ど

の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
達
凡
夫
が
光
明

に
浴
す
る
こ
と
よ
っ
て
娑
婆
に
お
い
て
実
際
に
、
そ
の
よ
う
に
変
成

す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
念
仏
者
が
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
の
自
覚
が
求
め
ら
れ
る
信
機
の
内

容
と
違
背
す
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、「
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」

と
い
う
教
え
と
も
齟
齬
を
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
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前
述
し
た
西
川
氏
の
論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
私
達
が
娑
婆
に
於
い
て

持
戒
清
浄
・
忍
辱
・
智
者
に
な
る
と
認
識
し
た
な
ら
ば
、
仏
か
ら
遠

ざ
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も

私
達
の
信
は
三
心
で
あ
り
、
そ
の
要
が
信
機
信
法
に
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
と
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、「
持
戒
清
浄
の
人
に

均
し
き
・
忍
辱
の
人
に
同
じ
・
智
者
と
勝
劣
有
る
こ
と
な
し
」
と
認

識
す
る
主
体
が
阿
弥
陀
仏
な
の
か
念
仏
衆
生
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、『
逆
修
説
法
』
の
説
示
は
、
阿
弥
陀
仏
の
光

明
に
よ
る
滅
罪
を
説
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
仏
の
立
場
か
ら
の
光

明
の
作
用
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い）

（（
（

阿

弥
陀
仏
の
御
前
に
お
い
て
念
仏
衆
生
に
な
さ
れ
る
功
徳
と
い
う
こ
と

で
あ
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
念
仏
衆
生
は
三
毒

の
罪
が
滅
せ
ら
れ
、
持
戒
清
浄
の
人
と
均
し
く
、
忍
辱
の
人
と
同
じ
、

智
者
と
勝
劣
が
な
い
者
に
な
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
し
た
が

っ
て
、
凡
夫
が
念
仏
行
を
通
じ
て
、
こ
の
娑
婆
に
お
い
て
実
際
に
持

戒
清
浄
・
忍
辱
・
智
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
機
辺
の
立
場
に
お
い

て
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
滅
罪
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
視
座

か
ら
は
そ
う
い
っ
た
存
在
に
な
る
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
持
戒
清
浄
の
人
に
均
し
き
・
忍
辱
の

人
に
同
じ
・
智
者
と
勝
劣
有
る
こ
と
な
し
」
と
見
な
す
主
体
は
、
阿

弥
陀
仏
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

娑
婆
に
お
け
る
私
達
は
、
念
仏
を
通
じ
て
阿
弥
陀
仏
と
呼
応
関
係

を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
凡
夫
以
上
の
存
在
に
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
、
法
然
の
而
二
相
対
の
教
え
で
あ
ろ
う
。
法
然
が
「
能
令
瓦

礫
変
成
金
」
を
仏
性
が
無
き
に
等
し
い
凡
夫
が
往
生
で
き
る
こ
と
を

表
す
言
葉
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
点
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

も
し
娑
婆
に
お
い
て
実
際
に
私
達
が
持
戒
清
浄
・
忍
辱
・
智
者
に

変
成
す
る
と
受
け
止
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
信
機
か
ら
信
法
へ
と
い
う

流
れ
は
成
立
し
て
も
、
信
法
か
ら
ま
た
信
機
へ
と
い
う
連
続
関
係
は

成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
念
仏
者
の
三
毒
の
煩
悩
が
、
阿
弥
陀
仏

の
光
明
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
明
確
化
さ
れ
凡
夫
の
自

覚
を
深
め
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
信
機
で
あ
り
、
そ
の
三
毒
の
罪
が

阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
よ
っ
て
滅
せ
ら
れ
摂
取
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
す

る
こ
と
が
信
法
で
あ
る
。
そ
し
て
滅
罪
と
摂
取
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の

光
明
に
触
れ
る
故
に
自
己
の
凡
夫
の
自
覚
が
深
ま
り
、
ま
た
信
法
か

ら
信
機
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
凡
夫
が
娑
婆
に
お
い
て
持

戒
清
浄
等
の
人
と
等
同
に
な
る
と
認
識
し
た
な
ら
ば
、
信
法
か
ら
信
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機
へ
の
展
開
は
成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
仏
か
ら
遠
ざ
か
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
に
要
請
し
て
い
る
の
は
、
念
仏
行

で
あ
り
信
機
信
法
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
念
仏
衆
生
が
持

戒
清
浄
・
忍
辱
・
智
者
に
な
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀

仏
の
視
座
に
立
っ
た
時
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
娑
婆
に
お
い
て

凡
夫
た
る
自
己
が
そ
う
い
っ
た
存
在
に
な
る
と
受
け
止
め
る
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
私
達
に
は
、
信
機
信
法
の
深
ま
り
が
あ
る

の
み
で
あ
る
。
念
仏
行
を
通
じ
て
凡
夫
の
自
覚
・
四
十
八
願
に
対
す

る
信
の
深
ま
り
が
な
さ
れ
た
姿
が
、
阿
弥
陀
仏
の
意
に
添
う
も
の
で

あ
る
故
に
、
阿
弥
陀
仏
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
持
戒
清
浄
・
忍
辱
・
智

者
と
な
る
と
さ
れ
る
と
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
持
戒
清
浄
の
人
に
均
し
き
・
忍
辱
の
人
に
同
じ
・
智
者
と
勝
劣
有

る
こ
と
な
し
」
と
認
識
す
る
主
体
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏

辺
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
「
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
た
だ
一
向

に
念
仏
す
べ
し
」
と
い
う
教
え
と
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

紙
面
の
都
合
上
意
を
尽
く
せ
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
別
稿
に
お
い

て
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

１　
『
昭
法
全
』
二
七
一
～
二
七
二
頁

２　

田
村
芳
朗
『
鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
』
参
照

３　

藤
井
正
雄
氏
は
「
阿
弥
陀
仏
の
み
名
を
専
ら
称
す
る
行
為
は
、
宗
教
心
理

学
の
上
か
ら
み
て
も
、
そ
の
心
理
状
態
は
阿
弥
陀
仏
の
ほ
か
の
も
の
は
一
切

入
り
こ
ま
な
い
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
と
私
と

は
「
わ
れ
」
と
「
な
ん
じ
」
の
関
係
で
は
な
く
、「
阿
弥
陀
仏
自
身
」、「
わ

れ
自
身
」
と
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
藤
吉
慈
海
編
『
念
仏
の
理
解
と

表
現
―
浄
土
シ
リ
ー
ズ
５
―
』（
知
恩
院
宗
学
研
究
所
）
四
二
頁
。

４　
『
改
版
増
補
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
二
七
三
～
二
七
四
頁
。

５　
『
同
右
』

６　
『
聖
典
』
四
・
三
五
六
頁

７　

西
川
知
雄
『
法
然
浄
土
教
の
哲
学
的
解
明
』
一
〇
五
頁

８　
『
同
右
』

９　
『
聖
典
』
四
・
三
八
九
頁

（0　
『
前
掲
高
橋
著
』
三
六
頁

（（　
『
聖
典
』
四
・
三
二
九
頁

（（　
『
聖
典
』
四
・
五
四
九
頁

（（　
『
昭
法
全
』
二
四
六
頁

（（　
『
昭
法
全
』
二
四
六
頁

（（　
『
昭
法
全
』
二
四
六
頁

（（　

藤
堂
恭
俊
氏
稿
「
阿
弥
陀
仏
信
仰
論
―
と
く
に
仏
凡
の
呼
応
関
係
を
中
心

と
し
て
―
」
六
～
一
二
頁
参
照

（（　

前
掲
註
６
参
照
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上
横
手
雅
敬
氏
は
、「
建
永
の
法
難
」
に
つ
い
て
、
後
鳥
羽
上
皇

の
「
私
刑
」
説
を
提
示
さ
れ
る（
１
）。

事
件
は
小
御
所
の
女
房
で
あ
る
坊

門
局
（
西
御
方
）
と
安
楽
・
住
蓮
ら
に
よ
る
風
紀
紊
乱
に
あ
っ
て
、

こ
れ
に
激
昂
し
た
後
鳥
羽
上
皇
に
よ
る
恣
意
的
な
私
刑
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
死
刑
は
保
元
の
乱
で
復
活
し
た
が
、
公
家
法
で
は
死
刑

を
行
わ
ず
、
死
一
等
を
減
じ
て
流
罪
に
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
安
楽
・
住
蓮
ら
の
死
刑
は
朝
廷
の
正
規
の
手
続
き
を
経
た
様
子

が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
念
仏
停
止
の
宣
旨
は
出
さ
れ
な
か
っ
た（
２
）。
法
然

上
人
を
流
罪
に
処
す
る
罪
状
に
つ
い
て
、『
伝
法
絵
流
通
』（
四
巻

伝
）
巻
三
に
、

念
仏
の
行
人
の
中
に
宣
下
云
、
顕
密
有（
両
）宗
焦
丹
符（
府
）而
歎
息
、
南

北
衆
徒
捧
白
疏
而
鬱
詔（
訟
）、
誡
（
誠
）可
謂
天
魔
遮
障
之
結
構
、
寧
只
非

仏
法
弘
通
之
怨
讐
乎
。
遂
ニ
源
空
門
弟
等
、
不
思
議
を
示
て
、

仰
咎
於
本
師
、
遠
流
に
処
ら
る
。

と
み
え
る
。『
法
然
上
人
伝
記
』（
九
巻
伝
）
巻
六
上
に
、「
顕
密
両

宗
」
か
ら
「
怨
讐
」
ま
で
を
「
建
永
二
年
丁卯
二
月
、
念
仏
の
行
人
に

下
さ
る
ゝ
宣
旨
云
」
と
し
て
引
き
、「
源
空
」
以
下
も
宣
旨
の
一
部

な
い
し
要
約
と
思
わ
れ
る
の
で
、
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
二
月
に

法
然
上
人
ら
を
流
罪
に
処
し
た
宣
旨
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い（
３
）。
上

人
に
対
す
る
罪
状
は
〈
門
弟
等
が
不
思
議
（
風
紀
紊
乱
の
行
為
）
を

示
し
た
咎
を
本
師
に
仰
せ
た
〉
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

公
家
法
（
律
令
）
に
、
弟
子
の
犯
罪
を
も
っ
て
師
僧
を
処
罰
す
る
と

い
う
規
定
は
な
い
。『
拾
遺
古
徳
伝
絵
』
巻
七
に
、
門
弟
の
「
不
慮
」

の
事
件
で
「
こ
と
の
計
会
お
り
ふ
し
あ
し
く
」、
興
福
寺
の
学
徒
の

奏
事
が
「
左
右
な
く
勅
許
」
に
な
っ
た
と
記
す
よ
う
に
、
す
ぐ
に
罪

名
の
議
定
に
及
び
、
素
早
く
遠
流
の
勅
宣
が
下
っ
た
と
い
う
の
が
、

事
件
の
成
り
行
き
の
実
情
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
上
皇
の
「
逆
鱗
」
の

様
を
看
取
る
の
で
あ
る
。

法
然
上
人
流
罪
考
―
―
そ
の
二
―
―

中　

井　

真　

孝
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さ
て
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
四
十
八
巻
伝
）
巻
三
三
に
、
法

然
上
人
は
流
刑
の
報
に
接
し
歎
き
悲
し
む
法
蓮
房
（
信
空
）
ら
に
、

「
流
刑
さ
ら
に
う
ら
み
と
す
べ
か
ら
ず
」
と
か
「
す
こ
ぶ
る
朝
恩
と

も
い
う
べ
し
」
と
い
う
有
名
な
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、

た
だ
し
い
た
む
と
こ
ろ
は
、
源
空
が
興
ず
る
浄
土
の
法
門
は
、

濁
世
末
代
の
衆
生
の
決
定
出
離
の
要
道
な
る
が
ゆ
へ
に
、
常
随

守
護
の
神
祇
冥
道
さ
だ
め
て
無
道
の
障
難
を
と
が
め
給
は
む
か
。

命
あ
ら
む
と
も
が
ら
、
因
果
の
む
な
し
か
ら
ざ
る
事
を
お
も
ひ

あ
は
す
べ
し
。

と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
の
お
言
葉
の
原
拠
は
『
法
然
上
人
伝
記
絵

詞
』（
琳
阿
本
）
に
あ
っ
て
、『
古
徳
伝
』
そ
し
て
『
行
状
絵
図
』
へ

と
継
承
さ
れ
た
。
流
暢
な
詞
書
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
『
古
徳
伝
』
に

よ
れ
ば
、

但
い
た
む
所
は
、
源
空
興
ず
る
浄
土
の
法
門
は
、
濁
世
衆
生
の

決
定
出
離
の
要
道
な
る
が
ゆ
へ
に
、
守
護
の
天
等
、
定
て
冥
瞰

を
い
た
さ
ん
歟
。
若
爾
者
貧
道
が
流
罪
、
弟
子
住
蓮

安
楽

が
斬
刑
、

如
是
の
事
前
代
い
ま
だ
き
か
ず
。
事
常
篇
に
た
へ
た
り
。
因
果

の
む
な
し
か
ら
ざ
る
こ
と
、
い
き
て
世
に
住
せ
ば
思
合
べ
き
な

り
と
云
々
。（
中
略
）
又
後
に
信
空
上
人
云
、
先
師
の
言
相
違

せ
ず
、
は
た
し
て
そ
の
報
あ
り
。
如
何
者
、
承
久
の
騒
乱
に
東

夷
上
都
を
静
謐
せ
し
と
き
、
君
は
北
海
の
島
の
中
に
ま
し
〳
〵

て
多
年
心
を
い
た
ま
し
め
、
臣
は
東
土
の
路
の
頭
に
し
て
一
時

に
命
を
う
し
な
ふ
。
先
言
不
違
、
後
生
宜
聞
云
々
。

と
あ
る
。『
行
状
絵
図
』
は
為
政
者
へ
の
批
判
の
態
度
は
薄
め
ら
れ

る
が
、『
琳
阿
本
』
や
『
古
徳
伝
』
は
法
然
上
人
が
「
源
空
興
ず
る

浄
土
の
法
門
」
は
仏
法
守
護
の
天
等
が
冥
瞰
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
言

し
、
さ
ら
に
「
貧
道
が
流
罪
、
弟
子
住
蓮
安
楽

が
斬
刑
」
は
前
代
未
聞
の

「
事
常
篇
に
た
へ
た
り
」
と
、
そ
の
理
不
尽
さ
を
非
難
し
、「
因
果
の

む
な
し
か
ら
ざ
る
こ
と
」
を
思
い
合
わ
す
べ
し
と
断
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
承
久
の
乱
に
よ
る
後
鳥
羽
上
皇
の
隠
岐
遷
幸
が
建
永
の
法
難

の
報
い
で
あ
る
、
と
い
う
歴
史
認
識
を
提
示
し
た
も
の
と
注
目
さ
れ

る（
４
）。
承
久
の
乱
を
目
に
し
た
信
空
は
、
上
皇
が
北
海
の
島
に
多
年
心

を
悩
ま
し
、
寵
臣
が
東
国
へ
の
路
頭
で
命
を
失
っ
た
の
で
、〈
先
言

違
は
ず
、
後
生
宜
し
く
聞
く
べ
し
〉
と
語
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
人
の
配
流
先
が
土
佐
国
に
決
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

平
雅
行
氏（
５
）は
九
条
兼
実
の
知
行
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
、

『
三
長
記
』
元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
四
月
三
日
条
を
取
り
上
げ
る
。

天
曙
聞
書
到
来
、
以
越
後
・
讃
岐
、
被
申
替
土
佐
、
入
道
殿
御

計
也
。
抑
故
殿
御
事
、
上
皇
殊
有
御
悲
歎
、
彼
両
国
御
一
忌
之
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間
、
不
可
及
沙
汰
歟
。
讃
州
忽
可
飛（
乱
）行

之
由
、
依
有
其
聞
、
入

道
殿
令
申
替
給
也
。
邵
伯
之
仁
及
甘
棠
、
中
陰
之
間
両
国
相
違
、

可
痛
哭
之
世
也
。

九
条
家
の
当
主
・
良
経
（
兼
実
の
二
男
）
が
同
年
三
月
七
日
に
三
八

歳
で
突
如
亡
く
な
っ
た
。
入
道
殿
（
兼
実
）
の
申
し
出
に
よ
り
、
知

行
国
の
越
後
・
讃
岐
の
両
国
を
土
佐
国
と
交
換
し
た
の
で
あ
る
。
故

殿
（
良
経
）
の
死
を
悲
歎
し
た
後
鳥
羽
上
皇
は
一
周
忌
ま
で
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
こ
う
と
考
え
た
が
、
国
主
の
死
亡
で
讃
岐
が
忽
ち
乱
れ

る
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
日
記
の
記
主
・
藤
原
長
兼
が

「
中
陰
之
間
両
国
相
違
、
可
痛
哭
之
世
也
」
と
嘆
く
よ
う
に
、
知
行

国
の
交
換
は
あ
ま
り
感
心
し
た
行
為
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
参

法
性
寺
殿
、
土
佐
国
務
間
事
、
有
被
仰
下
旨
等
」（
四
月
四
日
条
）、

「
今
日
土
佐
国
先
遣
使
、
以
職
景
奉
書
遣
在
庁
官
人
中
也
」（
四
月
五

日
条
）
な
ど
と
、
す
ぐ
さ
ま
土
佐
の
国
務
が
兼
実
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
る
。
要
す
る
に
「
建
永
の
法
難
」
の
時
点
で
土
佐
国
が
兼
実
の

知
行
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。

　

平
氏
は
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
平
清
盛
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
関

白
を
解
か
れ
出
家
し
た
松
殿
基
房
が
大
宰
府
に
流
さ
れ
る
と
き
、
出

家
を
勧
め
た
前
大
納
言
藤
原
邦
綱
が
清
盛
に
申
請
し
て
基
房
の
流
罪

先
を
自
分
の
知
行
国
の
備
前
国
に
改
め
（『
山
槐
記
』
治
承
三
年
十

二
月
十
四
日
条
）、
ま
た
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
聖
徳
太
子
の
墓

を
暴
い
て
歯
を
盗
み
、
遠
流
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
僧
浄
戒
と
見
光
を
、

東
大
寺
大
勧
進
重
源
の
申
請
に
よ
っ
て
そ
の
知
行
国
で
あ
る
備
前
国

と
周
防
国
に
配
流
し
た
（『
百
錬
鈔
』
建
仁
三
年
五
月
二
十
八
日
条
）

と
い
う
二
つ
の
事
例
を
あ
げ
、「
囚
人
預
置
」
慣
行（
６
）に

従
っ
て
、
後

鳥
羽
上
皇
は
兼
実
の
知
行
国
で
あ
る
土
佐
国
を
法
然
上
人
の
流
罪
先

に
決
め
、
流
罪
中
の
上
人
の
身
柄
管
理
を
兼
実
に
委
ね
た
と
い
う
。

　

平
氏
が
あ
げ
た
囚
人
の
配
流
先
を
自
己
の
知
行
国
に
変
更
し
た
事

例
は
、
い
ず
れ
も
縁
者
の
「
申
請
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
法
然
上
人

の
場
合
は
少
し
事
情
が
異
な
る
。
第
一
に
「
遠
流
」
の
流
刑
地
が

「
遠
国
」
の
土
佐
国
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
上
人
の
配
流
先

の
決
定
に
兼
実
か
ら
の
「
申
請
」
が
存
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
第

二
に
土
佐
が
兼
実
の
知
行
国
で
あ
る
ゆ
え
に
決
ま
っ
た
と
し
て
も
、

幡
多
と
い
う
土
佐
で
も
西
端
の
地
で
は
な
く
、
親
鸞
が
越
後
の
国
府

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
土
佐
の
国
府
で
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
以
上

の
点
か
ら
平
説
に
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
上
人
の
配
流
先
は
土
佐
国
か
ら
讃
岐
国
に
変
更
さ
れ
、

小
松
庄
に
着
か
れ
た
。『
行
状
絵
図
』
巻
三
四
に
、

さ
て
禅
定
殿
下
、
土
左
国
ま
で
は
あ
ま
り
に
は
る
か
な
る
程
な

り
、
わ
が
知
行
の
国
な
れ
ば
と
て
、
讃
岐
国
へ
ぞ
う
つ
し
た
て
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ま
つ
ら
け
る
。

と
記
し
、
讃
岐
国
が
禅
定
殿
下
（
兼
実
）
の
知
行
国
で
あ
っ
た
か
ら

だ
と
す
る
が
、
こ
の
『
行
状
絵
図
』
の
記
事
は
『
法
然
聖
人
絵
』

（
弘
願
本
）
巻
三
の
、

遠
流
の
時
こ
と
さ
ら
九
条
殿
の
沙
汰
に
て
、
土
佐
へ
は
御
代
官

を
つ
か
は
し
て
、
上
人
を
ば
わ
が
所
領
讃
岐
に
お
き
ま
い
ら
せ

給
け
る
。

を
承
け
て
お
り
、「
わ
が
所
領
」
の
あ
る
讃
岐
国
と
い
う
方
が
事
実

を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
小
松
庄
は
九
条
家
の
荘
園
で
あ
っ
た（
７
）。

そ
も
そ
も
流
刑
は
現
住
所
追
放
の
処
罰
で
あ
り
、「
囚
人
預
置
」
慣

行
の
下
で
は
、
身
元
保
証
人
の
引
き
受
け
が
あ
れ
ば
、
罪
人
を
留
め

置
い
て
、
代
人
を
流
刑
地
に
遣
わ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
隆
寛
は
陸
奥
国
に
流
刑
さ
れ
る
所
を
、
途
中
の
相
模
国
で
森
入
道

西
阿
が
引
き
請
け
て
飯
山
に
安
置
さ
れ
、
配
所
へ
は
隆
寛
の
門
弟
実

成
房
が
「
代
官
」
と
し
て
遣
わ
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　

そ
れ
で
は
法
然
上
人
の
「
御
代
官
」
に
土
佐
国
へ
遣
わ
さ
れ
た
者

は
誰
か
。
隆
寛
作
と
伝
え
る
『
法
然
上
人
秘
伝
』
下
（
浄
全
本
）
に
、

月
輪
ノ
禅
定
殿
下
ノ
御
ハ
カ
ラ
ヒ
ト
シ
テ
、
兵
衛
入
道
随
蓮
、

カ
タ
チ
上
人
ニ
似
奉
ル
間
、
御
代
官
ニ
土
佐
ヘ
流
サ
レ
、
上
人

ヲ
バ
我
ガ
所
領
ノ
讃
岐
国
ニ
オ
キ
奉
ラ
セ
ラ
レ
キ
。

と
あ
り
、
随
蓮
で
あ
っ
た
。
随
蓮
の
こ
と
は
『
琳
阿
本
』
巻
九
に

「
又
沙
弥
随
蓮
は
、
上
人
の
配
所
へ
御
供
し
た
り
し
も
の
な
り
。
出

家
の
の
ち
、
常
に
上
人
の
御
坊
へ
参
り
け
り
」
と
見
え
、『
秘
伝
』

を
傍
証
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
法
然
上
人
は
承
元
元
年
（
建
永
二
年
十
月
二
十
五
日
改

元
）
十
二
月
八
日
、
宥
免
の
勅
を
賜
る
が
、
本
来
の
流
罪
先
の
土
佐

国
司
に
宛
て
た
勅
免
の
太
政
官
符
は
、
次
の
通
り
（『
行
状
絵
図
』

巻
三
六
）。

　
　

太
政
官
符　

土
左
国
司

　
　
　
　
　

流
人
藤
井
元
彦

右
正
三
位
行
権
中
納
言
兼
右
衛
門
督
藤
原
朝
臣
隆
衡
宣
、
奉
勅
、

件
の
人
は
二
月
廿
八
日
事
に
つ
み
し
て
、
か
の
国
に
配
流
。
し

か
る
を
お
も
ふ
と
こ
ろ
あ
る
に
よ
り
て
、
こ
と
に
め
し
か
へ
さ

し
む
。
但
よ
ろ
し
く
畿
の
ほ
か
に
居
住
し
て
、
洛
中
に
往
還
す

る
事
な
か
る
へ
し
者
、
国
よ
ろ
し
く
承
知
し
て
、
宣
に
よ
り
て

こ
れ
を
お
こ
な
へ
。
符
到
奉
行
。

　
　
　
　

承
元
々
年
十
二
月
八
日　
　

左
大
史
小
槻
宿
禰

　
　
　

権
右
中
弁
藤
原
朝
臣　

勅
に
は
「
但
よ
ろ
し
く
畿
の
ほ
か
に
居
住
し
て
、
洛
中
に
往
還
す
る

事
な
か
る
へ
し
」
と
言
う
付
帯
条
件
が
付
い
た
。
洛
中
に
往
還
す
る
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こ
と
が
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
摂
津
国
勝
尾
寺
に
し
ば
ら
く
滞
在
さ
れ

る
。
摂
津
国
は
畿
内
に
属
す
る
た
め
に
、
従
来
は
「
畿
の
内
」
と
読

ん
で
い
た
が
、「
畿
の
ほ
か
」
が
正
し
く
、
但
し
こ
の
「
畿
」
は
山

城
一
国
を
指
す
と
思
わ
れ
る（
９
）。

　

そ
も
そ
も
僧
尼
を
流
罪
に
処
す
と
き
に
は
度
縁
を
召
し
俗
名
を
与

え
た
が
、
こ
れ
は
僧
尼
令
の
「
凡
僧
尼
有
犯
、
准
格
律
合
徒
以
上
者

還
俗
」
の
規
定
に
従
っ
て
、
還
俗
し
て
俗
人
の
身
分
に
な
る
こ
と
を

要
し
た
か
ら
で
あ
る
。
中
世
の
公
家
政
権
が
執
行
す
る
処
罰
は
、
形

式
的
と
は
い
え
律
令
に
準
拠
し
た
手
続
き
を
踏
ん
で
い
た
。
例
え
ば

応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
正
月
二
十
二
日
に
「
流
人
宣
下
」
が
行
わ

れ
て
、
一
乗
院
門
主
実
玄
ら
を
流
罪
に
処
す
る
に
当
た
り
、
彼
ら
を

還
俗
せ
し
め
る
旨
を
冶
部
省
に
、
流
罪
先
の
国
司
に
そ
れ
ぞ
れ
宛
て

た
太
政
官
符
を
発
し
て
い
る）

（0
（

。
そ
う
し
た
事
例
か
ら
臆
測
す
る
に
、

上
人
の
勅
免
の
付
帯
条
件
は
僧
尼
令
の
「
凡
僧
尼
有
犯
百
日
苦
使
経

三
度
、
改
外
国
寺
、
仍
不
得
配
入
畿
内
」
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。『
令
集
解
』
に
「
仍
不
得
配
内
、
謂
配
外
之
僧
、
後
日
更
不
得

配
入
也
」
と
註
す
る
よ
う
に
、
畿
外
国
の
寺
に
配
さ
れ
た
僧
尼
は
再

び
畿
内
に
は
入
れ
な
い
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
規
定
は
す
で
に

実
効
性
を
失
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
形
式
的
に

準
拠
法
令
と
し
て
用
い
ら
れ
、
法
然
上
人
は
「
畿
外
」
に
居
住
し
洛

中
往
還
を
禁
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

平
雅
行
氏
は
、
法
然
上
人
が
宥
免
の
勅
が
出
て
も
京
都
へ
の
帰
還

が
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
一
時
的
に
勝
尾
寺
に
逗
留
さ
れ
た
の
は
、

「
勝
尾
山
に
、
勝
如
上
人
往
生
の
地
、
い
み
じ
く
お
ぼ
し
て
、
し
ば

ら
く
お
は
し
け
」
る
と
（『
四
巻
伝
』
巻
三
）、
法
然
絵
伝
が
一
貫
し

て
採
る
浄
土
教
ゆ
か
り
の
聖
地
説
を
否
定
し
、
勝
尾
寺
へ
の
積
極
的

な
支
援
者
で
あ
り
、
九
条
兼
実
の
弟
で
あ
る
尊
忠
法
印
の
差
配
で
あ

っ
た
と
す
る
。
平
氏
に
よ
る
と
、
尊
忠
法
印
は
上
人
の
勝
尾
寺
へ
の

一
切
経
奉
納
に
も
関
与
し
た
と
い
う
。
そ
の
根
拠
は
『
琳
阿
本
』
巻

七
の
、當

山
に
一
切
経
ま
し
ま
さ
ゞ
る
よ
し
聞
召
け
れ
ば
、
上
人
所
持

の
経
論
を
わ
た
し
給
ふ
に
、
寺
内
の
老
若
上
下
七
十
余
人
を
遣

は
し
て
、
さ
か
む
か
へ
に
上
人
の
弟
子
、
殿
法
印
御
房
、
古
臈

の
住
侶
等
、
花
を
散
し
、
香
を
た
き
、
盖
を
さ
し
て
む
か
へ
た

て
ま
つ
る
。
住
侶
各
随
喜
悦
誉（
予
）し
て
、
法
印
聖
覚
を
唱
導
と
し

て
、
開
題
讃
嘆
の
詞
に
云
、

と
あ
る
記
事
を
あ
げ
、「
殿
法
印
御
房
」（
摂
関
家
の
子
息
で
法
印
の

位
に
あ
る
貴
僧
）
が
尊
忠
法
印
を
指
し
、
一
切
経
奉
納
の
坂
迎
え

（
出
迎
え
の
儀
式
）
に
上
人
の
弟
子
や
古
老
の
住
侶
ら
と
共
に
加
わ

っ
て
い
る
か
ら
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
平
氏
の
法
然
上
人
勝
尾
寺
逗
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留
の
尊
忠
差
配
説
は
一
種
の
〈
状
況
証
拠
〉
が
存
す
る
に
過
ぎ
ず
、

蓋
然
性
が
高
い
と
で
も
評
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

同
じ
く
蓋
然
性
と
い
え
ば
、
野
村
恒
道
氏
が
提
示
さ
れ
た
安
居
院

の
聖
覚
法
印
と
の
関
係
も
興
味
深
い
。
野
村
氏
に
よ
れ
ば
、
一
切
経

奉
納
の
開
題
供
養
に
導
師
と
し
て
聖
覚
が
京
都
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
招
か

れ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
勝
尾
寺
と
安

居
院
と
は
聖
覚
以
前
か
ら
密
接
な
交
流
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
一

切
経
奉
納
の
坂
迎
え
に
出
た
「
上
人
の
弟
子
」
の
中
に
聖
覚
も
含
ま

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
確
実
な
の
は
信
空
で
あ
る
。『
四
巻
伝
』

巻
三
に
、

恒
例
引
声
念
仏
聴
聞
の
と
き
、
衣
裳
こ
と
よ
う
に
侍
け
れ
は
、

弟
子
の
信
空
上
人
に
件
子
細
を
し
め
し
て
、
装
束
勧
進
の
よ
し

侍
け
れ
ば
、
ほ
ど
な
く
法
服
一
襲
十
五
具
す
ゝ
め
い
た
し
て
、

持
て
参
給
け
る
。
感
に
た
え
ず
、
住
侶
等
臨
時
に
七
日
七
夜
の

念
仏
勤
行
し
侍
け
る
。

と
あ
る
。
法
然
絵
伝
の
古
形
で
は
、
一
切
経
奉
納
よ
り
も
引
声
念
仏

に
用
い
る
装
束
十
五
具
寄
進
を
強
調
す
る
。
勝
尾
寺
は
源
平
の
内
乱

で
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
二
月
に
焼
失
し
た
。
同
年
作
成
の
「
勝

尾
寺
焼
亡
日
記
）
（（
（

」
に
よ
る
と
、
焼
け
た
常
行
堂
に
は
「
鈍
色
装
束
十

五
具
」
が
、
一
切
経
蔵
に
は
「
貞
元
録
定
五
千
余
巻
」
が
存
し
て
い

た
。「
勝
尾
寺
再
建
記
録
）
（（
（

」
に
よ
る
と
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）

秋
に
「
知
識
米
六
十
余
石
」
を
も
っ
て
常
行
堂
を
再
建
し
た
が
、
建

久
元
年
（
一
一
九
〇
）
七
月
に
「
常
行
堂
簀
子
等
幷
板
敷
等
」
を
造

営
し
、
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
三
月
に
「
常
行
堂
四
仏
之
光
、
ハ

ク
八
十
枚
ウ
チ
オ
ロ
シ
」
を
行
な
う
な
ど
、
細
部
の
工
事
は
続
け
ら
れ
て

い
た
。
建
久
六
年
七
月
の
塔
の
建
立
を
も
っ
て
主
要
な
堂
塔
伽
藍
が

造
営
を
終
え
た
が
、
什
物
類
は
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
勝
尾
寺
の
窮
状
を
見
兼
ね
た
法
然
上
人
が
装
束
十
五
具
を
新
調

し
、
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
周
旋
し
た
の
が
弟
子
の

信
空
で
あ
り
、
一
切
経
奉
納
に
も
信
空
の
働
き
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
法
然
上
人
の
勝
尾
寺
逗
留
に
は
、
九
条
兼
実

の
弟
の
尊
忠
法
印
、
上
人
の
法
友
の
安
居
院
の
聖
覚
法
印
、
高
弟
の

信
空
ら
、
上
人
に
近
し
い
有
力
者
の
配
慮
が
背
景
に
存
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

１　

上
横
手
雅
敬
「『
建
永
の
法
難
』
に
つ
い
て
」『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と
制

度
』
所
収
。

２　

拙
稿
「
専
修
念
仏
者
禁
制
に
つ
い
て
」『（
佛
教
大
学
）
歴
史
学
部
論
集
』

五
号
に
て
詳
細
に
論
じ
た
。

３　

宣
旨
に
「
誠
是
可
謂
天
魔
障
遮
之
結
構
、
寧
亦
非
仏
法
弘
通
之
怨
讐
」
と
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専
修
念
仏
を
非
難
す
る
言
辞
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
顕
密
両
宗
」

（「
南
北
衆
徒
」）
の
「
白
疏
」（
奏
状
）
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
に
過
ぎ

ず
、
専
修
念
仏
に
対
す
る
直
接
的
な
批
難
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

拙
著
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
第
二
部
第
三
章
「『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』

（
琳
阿
本
）
に
つ
い
て
」。

５　

平
雅
行
『
大
系
真
宗
史
料
』（
文
書
記
録
編
１
・
親
鸞
と
吉
水
教
団
）「
解

説
」、
同
「
建
永
の
法
難
と
九
条
兼
実
」
今
井
雅
晴
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

『
中
世
文
化
と
浄
土
真
宗
』
所
収
。

６　
「
囚
人
預
置
」
慣
行
に
つ
い
て
は
、
海
津
一
朗
「
中
世
社
会
に
お
け
る

「
囚
人
預
置
」
慣
行
」『
日
本
史
研
究
』
二
八
八
号
を
参
照
。

７　

九
条
兼
実
置
文
。『
鎌
倉
遺
文
』
第
一
四
四
八
号
文
書
。

８　
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
巻
四
四
。　

９　

拙
著
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
第
三
部
第
三
章
「『
法
然
上
人
行
状
絵

図
』
所
収
の
太
政
官
符
に
つ
い
て
」。

（0　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
五
年
正
月
二
十
二
日
条
。
当
該
条
に
は
冶
部
省
に
宛

て
た
太
政
官
符
の
ほ
か
、
伊
豆
国
司
・
安
房
国
司
・
常
陸
国
司
に
宛
て
た
太

政
官
符
（
食
馬
官
符
）
や
流
人
交
名
（
僧
名
と
俗
名
の
一
覧
）
な
ど
を
転
記

す
る
。
な
お
、
流
人
交
名
を
見
る
と
、
流
罪
僧
に
与
え
た
俗
名
は
、
そ
の
僧

の
出
自
の
本
姓
、
出
家
前
の
本
名
で
は
な
く
、
適
当
に
付
け
た
姓
名
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

（（　

野
村
恒
道
「
法
然
の
勝
尾
寺
逗
留
の
背
景
」
阿
川
文
正
教
授
古
稀
記
念
論

集
『
法
然
浄
土
教
の
思
想
と
伝
歴
』
所
収
。

（（　
『
箕
面
市
史
』
史
料
編
一
、
第
二
六
号
文
書
。
但
し
「
元
暦
元
年
二
月　

日　

日
記
之
」
の
奥
書
を
も
つ
。

（（　

同
右
、
第
三
一
号
文
書
。
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は
じ
め
に

　
『
広
疑
瑞
決
集
）
（
（

』
は
法
然
上
人
（
以
下
諸
師
の
敬
称
を
略
す
）
の

上
足
の
信
空
・
隆
寛
を
師
に
持
つ
敬
西
房
信
瑞
の
著
作
の
一
つ
で
あ

る
。
信
瑞
の
著
作
の
内
、『
浄
土
三
部
経
音
義
』
は
、
予
て
よ
り
良

忠
著
作
に
引
用
さ
れ
る
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
本
稿
で
は
『
広
疑

瑞
決
集
』
の
引
用
文
献
を
整
理
し
、
そ
の
構
成
と
特
徴
に
つ
い
て
言

及
し
た
い
。

一
、『
広
疑
瑞
決
集
』
の
構
成
及
び
引
用
文
献
の
調
査

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
は
諏
訪
信
仰
に
あ
る
上
原
敦
広
）
（
（

と
信
瑞
と
の
問

答
書
で
あ
る
。
引
用
文
献
の
整
理
に
あ
た
り
、
ま
ず
こ
の
『
広
疑
瑞

決
集
』
の
構
成
を
整
理
し
た
い
。

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
は
二
五
の
問
答
で
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中

『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
引
用
文
献　

―
そ
の
構
成
を
中
心
に
―

前　

島　

信　

也

に
問
答
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
袮
津
宗
伸
氏
は
『
中
世
地
域
社
会
と

仏
教
文
化
』
内
で
そ
の
問
答
に
六
二
の
番
号
を
付
し
た
表
を
作
成
し

て
い
る）

（
（

。
こ
の
表
を
元
に
六
二
の
問
答
内
容
の
分
類
を
行
う
と
、
①

浄
土
・
念
仏
に
関
す
る
内
容
、
②
通
仏
教
的
内
容
、
③
民
俗
信
仰
・

世
事
、
④
そ
の
他
、
⑤
神
道
に
関
す
る
内
容
、
⑥
殺
生
に
関
す
る
内

容
）
（
（

の
六
種
類
に
整
理
で
き
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
を
表
に

ま
と
め
た
も
の
が
後
の
資
料
で
あ
る）

（
（

。
こ
の
資
料
を
元
に
『
広
疑
瑞

決
集
』
の
各
巻
の
特
徴
と
引
用
文
献
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

第
一
巻
、
第
①
疑
〜
第
⑪
疑
（
問
答
１
〜
問
答
25
）

【
構
成
】

　

資
料
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
第
①
疑
問
答
１
か
ら
第
⑪
疑
問

答
（（
ま
で
は
、
浄
土
・
念
仏
思
想
に
つ
い
て
の
問
答
が
多
く
な
さ
れ

て
い
る
が
、
問
答
１
・
（
・
（（
・
７
～
（9
に
つ
い
て
は
、
浄
土
・
念
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仏
思
想
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
問
答
５
・
（（
～
（9
は
法
然

や
善
導
と
い
っ
た
人
物
・
伝
歴
等
に
関
す
る
問
答
で
あ
り
、
問
答
（（

は
問
答
（（
の
返
答
を
受
け
て
の
語
句
説
明
を
求
め
る
疑
で
あ
る
た
め
、

浄
土
・
念
仏
に
内
包
さ
れ
る
と
判
じ
ら
れ
る
。

　

第
①
疑
問
答
１
に
つ
い
て
は
既
に
口
頭
発
表
を
行
っ
た）

（
（

が
、
こ
の

問
答
は
、「
慢
」
を
問
題
提
起
に
し
て
、
第
①
疑
問
答
２
の
「
弥
陀

の
他
力
」
に
集
約
さ
せ
、
こ
の
後
の
浄
土
念
仏
思
想
に
展
開
し
て
い

く
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
引
用
文
献
】

　

第
一
巻
の
引
用
文
献
の
ほ
と
ん
ど
が
浄
土
典
籍
を
論
拠
に
使
用
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
特
に
第
②
疑
～
第
④
疑
（
問
答
３
～

問
答
（（
）、
第
⑪
疑
（
問
答
（（
）
は
、
そ
の
典
拠
に
善
導
の
著
作
や

『
選
択
集
』、
法
然
門
下
を
中
心
と
し
た
法
語
を
使
用
し
て
い
る
。
最

も
使
用
さ
れ
る
の
が
善
導
で
あ
り
、
以
下
法
然
・
源
信
・
隆
寛
・
曇

鸞
・
信
空
・
明
遍
・
良
源
等
を
引
用
し
な
が
ら
浄
土
念
仏
思
想
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
中
で
「
相
伝
の
一
義
」
や
「
浄
土

宗
の
実
義
」
と
い
っ
た
語
を
使
用
し
な
が
ら
疑
に
返
答
す
る
点
が
特

徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
師
の
引
用
は
『
明
義
進
行

集
』
に
通
じ
て
い
る
が
、
信
瑞
の
思
想
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
無
観
の

称
名
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
第
一
巻
に
お
け
る
外
典
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
主
に
音
韻

の
解
釈
と
し
て
第
④
疑
問
答
９
に
『
左
伝
（
春
秋
左
氏
伝
）』『
杜
預

注
（
春
秋
左
伝
正
義
）』『
東
宮
切
韻
』『
広
韻
』『
唐
韻
』
の
引
用
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
信
瑞
『
三
部
経
音
義
』
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
）
8
（

。

　

以
上
、
第
一
巻
は
総
じ
て
浄
土
念
仏
思
想
に
つ
い
て
の
質
問
が
ま

と
め
ら
れ
、
そ
の
返
答
に
は
「
相
伝
の
一
義
」
等
の
タ
ー
ム
に
よ
っ

て
浄
土
念
仏
思
想
を
論
じ
た
巻
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。

第
二
巻
、
第
⑫
疑
〜
第
㉓
疑
（
問
答
26
〜
問
答
47
）

【
構
成
】

　

第
二
巻
は
第
⑫
疑
か
ら
第
⑱
疑
ま
で
が
民
俗
信
仰
・
世
事
、
第
⑲

疑
か
ら
第
㉓
疑
ま
で
が
、
通
仏
教
に
関
す
る
問
答
で
あ
る
。
民
俗
信

仰
・
世
事
の
内
容
は
殺
生
に
纏
る
具
体
的
な
内
容
が
主
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
中
で
は
殺
生
の
軽
重
や
、
殺
生
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

等
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
問
答
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
通
仏

教
の
内
容
は
、
殺
生
の
内
容
で
は
な
く
、
善
知
識
や
睡
眠
の
過
、
仏

事
の
日
時
の
吉
凶
と
い
っ
た
雑
駁
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

【
引
用
文
献
】

　

前
半
部
分
で
は
殺
生
を
戒
め
る
内
容
の
経
典
を
、
外
典
に
つ
い
て
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も
第
⑯
疑
問
答
（0
の
魂
魄
に
関
す
る
疑
の
中
で
『
淮
南
子
』『
白
虎

通
』
を
引
用
す
る
。

　

一
方
後
半
部
分
で
は
、
多
く
の
経
論
疏
を
引
用
し
な
が
ら
返
答
し

て
い
る
が
、
浄
土
念
仏
関
係
の
典
籍
を
引
用
す
る
箇
所
は
無
く
、

『
摩
訶
止
観
』
を
中
心
に
天
台
の
解
釈
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
で
き
る
。
外
典
に
つ
い
て
は
第
㉒
疑
問
答
（（
で
、
睡
眠
の
過
に

つ
い
て
「
内
外
睡
眠
を
い
ま
し
む
る
こ
と
」
と
し
て
『
論
語
』
を
引

用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
第
二
巻
は
民
俗
信
仰
・
世
事
、
通
仏
教
に
関
す
る
内
容
を

中
心
と
し
な
が
ら
、
雑
駁
と
し
た
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

第
三
巻
、
第
㉔
疑
（
問
答
48
〜
問
答
54
）

【
構
成
】

　

第
三
巻
は
神
道
と
仏
教
に
ま
つ
わ
る
疑
を
挙
げ
、
浄
土
・
念
仏
の

思
想
を
以
て
返
答
し
て
い
る
が
、
殺
生
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
は
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
中
で
は
「
神
に
仕
え
る
も
の
は
次
世
で
は

蛇
身
を
受
け
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
悪
報
か
ら
い
か
に
逃
れ

る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
為
に

は
弥
陀
に
帰
し
念
仏
を
修
す
る
ほ
か
無
い
と
い
う
こ
と
が
、
本
地
垂

迹
の
思
想
を
用
い
な
が
ら
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

【
引
用
文
献
】

　

こ
こ
で
の
特
徴
的
な
点
は
、
先
に
は
あ
ま
り
引
用
の
無
か
っ
た
説

話
を
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
問
答
（8
で
は
『
日
本
霊
異
記
』『
日

本
往
生
記
』『
拾
遺
往
生
伝
』
等
を
引
用
し
、
問
答
（0
内
で
は
新
羅

明
神
の
説
話
）
9
（

、
問
答
（（
で
は
、
良
忍
の
名
帳
の
説
話
を
根
拠
と
し
て

述
べ
て
い
る）

（0
（

。

　

以
上
の
様
に
第
三
巻
で
は
、
神
道
と
浄
土
念
仏
思
想
に
つ
い
て
の

内
容
で
あ
り
、
本
地
垂
迹
の
思
想
に
よ
っ
て
、
皆
念
仏
を
愛
楽
す
る

こ
と
を
説
話
の
引
用
に
よ
っ
て
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
伊
藤
唯
真
氏
は
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
一
）
の
中
で
「
そ
れ
ま
で
の
神
祇
背
反
の
姿
勢
か
ら
転
じ
て
、

神
祇
へ
の
積
極
的
な
接
近
を
図
っ
た）

（（
（

」
と
し
、
本
郷
恵
子
氏
は
「
鎌

倉
期
の
撫
民
思
想
に
つ
い
て
」
の
中
で
「
神
祇
信
仰
を
肯
定
し
つ
つ
、

阿
弥
陀
の
本
願
の
偉
大
さ
も
説
い
て
い
て
、
諏
訪
社
に
つ
ら
な
る
敦

広
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
、
伝
統
的
神
祇
信
仰
・
神
罰
へ
の
畏
怖
を

抱
い
て
い
る
人
々
へ
の
現
実
的
な
対
応
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ

う
）
（（
（

。」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
、「
神
に
仕
え
る
」
上
原
敦

広
の
現
実
的
な
問
題
は
殺
生
に
纏
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

第
四
・
五
巻
の
中
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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第
四
巻
、
第
㉕
疑
（
問
答
55
〜
問
答
57
）

【
構
成
】

　

第
四
巻
は
第
三
巻
と
同
じ
く
神
道
と
仏
教
に
関
連
し
た
内
容
で
あ

る
が
、
浄
土
念
仏
思
想
は
用
い
ら
れ
ず
、
殺
生
に
主
眼
を
置
い
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
に
祭
る
「
贄
」
の
問
題
で
あ
り
、
信

瑞
自
身
は
一
貫
し
て
殺
生
を
認
め
な
い
立
場
を
と
り
続
け
る
。
信
瑞

は
先
の
本
地
垂
迹
の
理
論
か
ら
、
神
慮
に
適
う
為
の
「
清
浄
祭
祀
」

と
「
無
邪
憐
愍
」
の
二
つ
の
論
理
を
立
て
る
。「
清
浄
祭
祀
」
と
は
、

神
事
が
清
浄
に
行
う
べ
き
も
の
と
し
、
肉
を
供
え
る
場
合
は
「
三
種

の
浄
肉
」
を
も
っ
て
祀
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。「
無
邪
憐
愍
」
と

は
、
民
を
憐
れ
む
こ
と
で
神
慮
に
あ
ず
か
る
こ
と
と
し
、
世
の
善
政

を
行
っ
た
人
物
の
説
話
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
伊
藤
氏
は
、

信
瑞
は
「
諏
訪
信
仰
や
、
祖
神
に
対
す
る
氏
族
的
信
仰
を
紐
状
に
し

た
武
士
団
の
存
在
）
（（
（

」
が
上
原
敦
広
の
背
景
に
存
在
し
て
い
た
と
す
る
。

つ
ま
り
信
瑞
は
理
想
的
な
論
理
を
以
て
、
そ
の
上
原
敦
広
の
在
り
方

自
体
を
本
当
に
神
慮
に
叶
う
べ
き
物
が
な
に
か
を
問
い
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
第
四
巻
で
は
三
つ
の
問
答
し
か
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
問
答

（（
が
第
四
巻
の
三
分
の
二
を
占
め
、
さ
ら
に
そ
の
中
の
「
無
邪
憐

愍
」
部
分
が
そ
の
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
点
に
注
目
で
き
る
。
こ

の
箇
所
に
な
ぜ
多
く
の
丁
数
を
割
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ

い
て
は
後
の
研
究
と
し
た
い
。

【
引
用
文
献
】

　

こ
の
第
四
巻
の
特
徴
は
三
巻
に
も
増
し
て
説
話
・
外
典
が
用
い
ら

れ
、
仏
教
典
籍
は
ほ
ぼ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
内
容
の
大
半
を
占
め

る
問
答
（（
だ
け
で
二
三
余
も
の
説
話
、
一
〇
余
の
外
典
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
引
用
は
「
無
邪
憐
愍
」
内
の
根
拠
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
。

第
五
巻
、
第
㉕
疑
（
問
答
58
〜
問
答
62
）

【
構
成
】

　

第
五
巻
は
第
四
巻
と
同
じ
く
第
㉕
疑
の
内
容
を
引
き
継
い
だ
問
答

と
な
っ
て
い
る
が
、
先
の
よ
う
な
神
道
に
纏
る
物
か
ら
離
れ
、
純
粋

に
殺
生
に
つ
い
て
の
問
答
へ
と
移
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
問
答
（（
で
殺

生
が
悪
業
の
中
で
も
最
も
重
罪
で
あ
る
こ
と
を
一
〇
件
に
分
け
て
示

し
て
い
る
点）

（（
（

か
ら
も
窺
え
る
。
そ
し
て
こ
の
中
で
信
瑞
は
、
こ
れ
ま

で
仏
法
に
遇
う
事
の
無
か
っ
た
神
職
の
人
々
に
結
縁
す
る
こ
と
こ
そ

が
自
身
の
功
徳
で
あ
る
事
を
主
張
し
て
い
る
。

【
引
用
文
献
】

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
文
献
は
ほ
と
ん
ど
が
仏
教
典
籍
で
あ
る
。
説
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話
の
引
用
は
少
な
く
、
終
始
論
理
的
に
殺
生
の
罪
障
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
外
典
も
一
部
引
用
さ
れ
る
が
、
人
の
子
の
父
母
同
体
の
義

の
内
容
を
示
す
為
に
述
べ
ら
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

二
、
ま
と
め　

―
―
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
全
体
の
構
成

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
編
集
過
程
に
つ
い
て
、
袮
津
氏
は
第
⑩
疑
の

「
第
四
巻
第
五
巻
に
委
く
明
せ
り
」
と
い
う
記
述
か
ら
「
書
簡
を
も

と
に
信
瑞
が
精
力
的
に
編
集
し
て
成
立
し
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る）

（（
（

」
と
し
、
そ
の
編
集
意
図
に
つ
い
て
は
「
信
瑞
も
返
答

に
窮
す
る
よ
う
な
疑
問
も
敢
え
て
掲
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
敦
広

の
質
問
の
趣
旨
は
ほ
ぼ
反
映
さ
れ
て
い
る）

（（
（

」
と
し
て
い
る
。
先
の
項

ま
で
で
確
認
し
た
様
に
『
広
疑
瑞
決
集
』
各
巻
は
、

第
一
巻
・
浄
土
と
念
仏　
　

第
二
巻
・
民
俗
信
仰
・
世
事
と
通
仏
教

第
三
巻
・
浄
土
思
想
と
神
道　
　

第
四
巻
・
通
仏
教
と
神
道

第
五
巻
・
通
仏
教
と
殺
生

と
い
う
構
造
で
論
を
進
め
て
い
る
事
か
ら
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
各

巻
ご
と
に
テ
ー
マ
を
定
め
て
編
纂
し
た
意
図
を
見
る
事
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
の
問
答
書
の
根
底
的
な
思
想
は
神
道
と
の
問
答
書
と
い
う

よ
り
は
寧
ろ
現
実
的
・
実
存
的
な
殺
生
に
つ
い
て
の
問
答
書
で
あ
り
、

そ
の
一
方
で
頑
な
に
理
想
的
か
つ
、
現
実
的
立
場
に
寄
り
添
う
形
で

浄
土
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
五
巻
の
最
後
に
、

若
し
此
巻
を
開
き
見
て
、
百
千
人
が
中
に
一
人
と
云
と
も
、
慈

悲
心
を
起
し
て
、
殺
生
を
と
ど
め
て
、
単
に
念
仏
せ
ば
、
た
と

ひ
面
を
む
か
へ
言
葉
を
か
は
さ
ず
と
云
へ
ど
も
、
同
じ
一
念
仏

し
て
別
道
な
き
が
故
に
、
彼
の
人
は
、
我
が
往
生
浄
土
の
兄
弟

な
り
。（
一
四
〇
頁
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
答
書
は
神
祇
信
仰
に
身
を

置
く
人
々
の
現
実
的
な
問
題
を
受
け
て
編
纂
さ
れ
た
書
で
あ
る
と
言

え
る
。
そ
し
て
信
瑞
の
立
場
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
第
三
巻
の
内
容

が
本
来
的
な
こ
の
書
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の

様
々
な
切
り
口
で
問
わ
れ
る
現
実
的
な
殺
生
に
関
す
る
質
問
が
本
来

の
浄
土
・
念
仏
へ
の
「
勧
進
」
た
る
目
的
を
薄
め
て
し
ま
い
、
逆
に

こ
の
書
の
特
徴
と
し
て
立
ち
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。

巻
数

疑

問

浄
土　

 

　

念
仏

通
仏
教

民
俗
信

仰
世
事

そ
の
他

神
道

殺
生
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（　
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
は
幾
つ
か
の
諸
本
が
あ
り
、
そ
の
書
誌
学
的
な
考
察

は
既
に
幾
つ
か
考
察
を
行
っ
た
。

・「『
広
疑
瑞
決
集
』
の
書
誌
的
整
理
―
宮
城
県
鹽
竈
神
社
蔵
本
を
中
心
に
―
」

（『
浄
土
学
』
五
二
、
二
〇
一
五
）
二
一
二
～
二
三
六
頁
。

・「『
広
疑
瑞
決
集
』
の
書
誌
的
整
理
―
大
正
大
学
附
属
図
書
館
蔵
青
焼
本
と
知

恩
寺
蔵
本
を
中
心
に
―
」（『
法
然
上
人
研
究
』
八
、
二
〇
一
五
年
度
内
発
行

予
定
）。

 

　

現
在
ま
で
の
諸
本
を
踏
ま
え
た
上
で
、
引
用
文
献
の
調
査
に
関
し
て
は
、

『
国
文
東
方
仏
教
叢
書
』
を
使
用
に
堪
え
得
る
物
と
判
断
す
る
。
以
下
『
広

疑
瑞
決
集
』
の
頁
数
は
こ
の
書
に
依
る
。

（　

上
田
正
『
切
韻
逸
文
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
、
四
九
九
頁
）

の
『
浄
土
三
部
経
音
義
』
の
項
目
に
『
東
宮
切
韻
』
を
、
良
忠
が
『
観
経
疏

伝
通
記
』、『
観
経
疏
伝
通
記
略
鈔
』、『
法
事
讃
私
記
』
で
孫
引
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
宮
澤
正
順
氏
は
「
良
忠
上
人
の
研
究
―
そ
の
外
学

思
想
を
中
心
と
し
て
―
」（『
仏
教
論
叢
』
二
九
、
一
九
八
五
、
二
〇
頁
）
内

で
、
信
瑞
の
著
作
と
良
忠
の
引
用
文
献
と
比
較
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

（　

上
原
敦
広
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
袮
津
氏
の
論
考
の
中
で
は
、

「
神
官
層
に
属
し
」「
仏
教
的
教
養
の
豊
か
な
人
物
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（　
『
中
世
地
域
社
会
と
仏
教
文
化
』
三
二
三
～
三
二
五
頁
。
以
下
、
こ
の
二

五
疑
の
番
号
は
丸
付
き
番
号
で
示
し
、
六
二
の
問
答
は
そ
の
ま
ま
に
示
す
事

と
す
る
（
例
・
第
②
疑
問
答
３
）。

（　
『
中
世
地
域
社
会
と
仏
教
文
化
』
三
二
六
頁
の
殺
生
に
関
す
る
内
容
部
分

を
参
考
。

（　

発
表
の
際
は
全
て
に
出
典
を
示
し
た
が
、
頁
の
都
合
上
割
愛
し
た
。

（　
『
浄
土
学
学
術
大
会
』
二
〇
一
五
年
、
五
月
三
〇
日
、
於
大
正
大
学
。

「『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
信
瑞
の
思
想
」。

8　
『
大
正
』
五
七
、
四
二
五
頁
ｃ
。

9　

な
お
、
こ
の
説
話
と
第
㉔
疑
問
答
（（
の
良
忍
の
名
帳
の
説
話
、
第
㉕
疑
問

答
（（
の
教
待
和
尚
の
説
話
は
『
古
今
著
聞
集
』
に
類
似
の
説
話
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
が
、
ま
だ
確
認
は
で
き
て
い
な
い
。
二
書
の
関
係
に
つ
い
て
金
光
哲

「
殺
生
と
和
光
同
塵
と
諏
訪
大
明
神
と
神
功
皇
后
と
」（『
鷹
陵
史
学
』
二
〇
、

一
九
九
五
、
六
三
頁
）
の
中
で
、
教
待
和
尚
の
説
話
の
み
を
取
り
上
げ
、
信

瑞
が
『
著
聞
集
』
を
見
た
可
能
性
は
薄
い
と
し
て
い
る
。

（0　

ま
た
、
問
答
（（
で
は
左
衛
門
尉
惟
宗
忠
義
の
記
し
た
『
不
審
十
四
箇
条
』

に
対
し
て
法
蓮
房
信
空
が
返
答
し
た
も
の
（
九
段
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
信
空
の
返
信
は
『
明
義
進
行
集
』
で
も
第
一
段
・
第
四
段
の
返
答
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。
大
谷
大
学
文
学
史
研
究
会
編
『
明
義
進
行
集　

影
印
・
翻

刻
』
一
四
六
頁
～
一
五
四
頁
。

（（　
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
三
五
一
頁
。

（（　

鎌
倉
遺
文
研
究
Ⅲ
『
鎌
倉
期
社
会
と
史
料
論
』
九
八
頁
。

（（　
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』
三
五
〇
頁
。

（（　

そ
の
一
〇
件
を
示
す
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
一
・
旧
親
の
命
を
断
、

二
・
極
悪
、
三
・
八
大
地
獄
の
通
業
、
四
・
十
罪
、
五
・
三
悪
道
の
因
、

六
・
花
果
二
報
と
も
に
悪
、
七
・
殺
生
の
果
報
は
得
道
の
人
ま
で
も
尚
ま
ぬ

が
れ
ざ
る
、
八
・
殺
生
の
果
報
は
羅
漢
果
の
聖
者
ま
で
も
尚
ま
ぬ
が
れ
ざ
る
、

九
・
殺
生
果
報
は
つ
き
ず
し
て
仏
果
ま
で
も
尚
あ
る
、
一
〇
・
殺
生
現
身
に

其
報
を
感
ず
る
。

（（　
『
中
世
地
域
社
会
と
仏
教
文
化
』
三
二
八
頁
。

（（　
『
中
世
地
域
社
会
と
仏
教
文
化
』
三
八
三
頁
。

（（　

こ
の
構
成
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
ま
で
の
「
無
観
称
名
義
」
と
は
異
な
っ

た
点
か
ら
、
信
瑞
の
浄
土
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
を
今
後
の
研
究
と
し
た
い
。

特
に
「
相
伝
の
一
義
」
等
の
キ
ー
タ
ー
ム
を
隆
寛
の
思
想
と
比
較
す
る
こ
と

で
、
そ
の
信
瑞
の
思
想
の
独
自
性
を
考
え
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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神
谷
正
義
氏
は
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
に
お
い
て
、「
法
然
教
学

と
共
生（
１
）」

と
い
う
論
文
を
掲
載
し
て
、
拙
論
「
法
然
上
人
に
お
け
る

諸
行
と
共
生（
２
）」

に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
と
い
う
形
に
よ
り

批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
今
回
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
の
批
判
に
答
え

る
ス
ペ
ー
ス
が
与
え
ら
れ
な
い
た
め
、
い
く
つ
か
の
批
判
に
対
し
て

論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
以
外
の
批
判
に
対
し
て
は
改
め
て

お
答
え
し
て
い
き
た
い
。

　

第
一
に
神
谷
氏
の
論
に
お
い
て
は
、
拙
論
の
論
旨
を
正
し
く
理
解

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
根
本
的
な
誤
解
は
、

次
の
一
説
で
あ
る
。「
村
上
氏
は
、
法
然
は
諸
行
往
生
を
否
定
し
て

い
な
い
と
し
て
、
諸
行
往
生
を
認
め
る
こ
と
で
慈
悲
や
布
施
な
ど
の

社
会
活
動
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
主
張
す
る（
３
）。」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
拙
論
で
諸
行
往
生
の
可
否
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
こ
と
は

全
く
な
い
。
拙
論
の
主
張
は
「
雑
行
は
本
来
往
生
の
因
で
は
な
い
も

の
が
、
真
実
深
信
・
決
定
往
生
信
の
確
立
の
心
中
に
お
い
て
転
向
せ

し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
往
生
の
因
と
な
る
。
こ
れ
は
行
者
の
決

定
往
生
信
の
確
立
と
い
う
心
中
に
お
い
て
、
転
向
せ
し
め
ら
れ
た
の

で
あ
っ
て
雑
行
自
身
の
持
つ
は
た
ら
き
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
雑
行

は
異
類
の
助
成
と
よ
ば
れ
、
雑
行
が
念
仏
の
能
助
に
高
め
ら
れ
た
こ

と
を
意
味
す
る（
４
）。」
と
藤
堂
恭
俊
師
の
説
す
な
わ
ち

夫
速
欲
レ
離
二
生
死
一
、
二
種
勝
法
中
、
且
閣
二
聖
道
門
一
、
選
入
二

浄
土
門
一
。
欲
レ
入
二
浄
土
門
一
、
正
雑
二
行
中
、
且
抛
二
諸
雑
行
一
、

選
應
レ
帰
二
正
行
一
云
　　

云
。（
５
）

と
説
か
れ
る
こ
の
中
で
、「
し
ば
ら
く
さ
し
お
く
」（
且
閣
）「
し
ば

ら
く
な
げ
う
つ
」（
且
抛
）
と
言
っ
て
い
る
が
、「
さ
し
お
く
（
閣
）」

「
な
げ
う
つ
（
抛
）」
と
い
う
否
定
辞
に
「
し
ば
ら
く
（
且
）」
と
い

う
副
詞
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と
は
、「
し
ば
ら
く
さ
し

お
か
れ
た
」
聖
道
門
も
「
し
ば
ら
く
な
げ
う
た
れ
た
」
雑
行
も
捨
て

神
谷
正
義
氏
所
論
「
法
然
教
学
と
共
生
」
に
お
答
え
す
る

村　

上　

真　

瑞
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ら
れ
て
顧
み
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
聖
道
門
各
宗
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
諸
善
万
行
を
雑
行
と
し
て

往
生
浄
土
の
行
体
系
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
か
し
得
る
の
で

あ
り
、「
し
ば
ら
く
な
げ
う
た
れ
た
」
雑
行
は
、
願
生
者
に
確
立
さ

れ
た
真
実
深
信
・
決
定
往
生
信
の
中
に
廻
向
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

正
定
業
で
あ
る
称
名
の
一
行
を
助
成
す
る
も
の
と
し
て
、
生
か
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
法
然
上
人
は
、
異
類
の
善
根
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
日
常
生

活
の
営
み
に
類
す
る
も
の
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。『
法
然
上
人
伝

記
』（
九
巻
伝
）
巻
第
四
下
に
よ
る
と
、

念
仏
の
第
一
の
助
業
米
に
過
ぎ
た
る
は
な
し
。
衣
食
住
の
三
は

念
仏
の
助
業
な
り
。
能
々
た
し
な
む
べ
し
。
妻
を
儲
け
る
こ
と
、

自
信
助
け
ら
れ
て
念
仏
申
さ
ん
為
也
。
念
仏
の
妨
げ
に
成
ぬ
べ

か
ら
ん
は
ゆ
め
ゆ
め
も
つ
べ
か
ら
ず
。
従
類
眷
属
も
如
レ
是
。

所
知
所
領
を
儲
け
ん
事
も
、
惣
じ
て
念
仏
の
助
業
な
ら
ば
大
切

な
り
。
妨
げ
に
成
べ
く
は
ゆ
め
ゆ
め
持
つ
べ
か
ら
ず
。
す
べ
て

是
を
し
は
丶
、
自
身
安
穏
に
て
念
佛
往
生
と
け
ん
が
為
に
は
、

何
事
も
み
な
念
仏
の
助
業
也（
５
）。

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
日
常
的
な
営
み
の
す
べ
て
を
念
仏
の

助
業
と
な
し
得
る
の
は
、
決
定
往
生
信
の
確
立
し
た
人
で
な
け
れ
ば

不
可
能
で
あ
る
。
同
じ
く
、『
法
然
上
人
伝
記
』（
九
巻
伝
）
巻
第
四

下
に
よ
る
と
、

念
仏
の
助
業
な
ら
す
し
て
今
生
の
為
に
身
を
貪
求
す
る
は
、
三

悪
道
の
業
と
な
る
。
往
生
極
楽
の
為
に
自
身
を
貪
求
す
る
は
往

生
の
助
業
と
な
る
也（
６
）。

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
日
常
的
な
も
の
を
世
俗
的
水
準
に
と
ど
め
ず
、

往
生
極
楽
と
い
う
出
世
間
的
な
水
準
に
縁
を
結
ば
す
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
行
為
の
主
体
の
内
に
結
縁
し
念
仏
の
能
助
ま
で
に
高
め
う
る
力

量
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
然
上
人
は
異
類
の
善
根
を
日
常
的
営
み
ま
で
拡

大
し
た
。
こ
れ
は
、
日
常
的
営
み
す
ら
念
仏
の
一
行
を
助
成
す
る
も

の
に
ま
で
高
め
る
べ
き
事
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
藤
堂
師
の
説
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
法
然

上
人
に
お
い
て
、
共
生
の
活
動
で
あ
る
、
布
施
や
慈
悲
の
行
に
限
ら

ず
日
常
的
な
営
み
の
ま
で
異
類
の
善
根
と
し
て
認
め
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
又
、
日
常
生
活
の
営
み
も
含
め
て
念
仏
の
一
行
を
助
成
す
る

の
は
、
ま
さ
に
、
決
定
往
生
信
を
得
た
後
の
心
作
用
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
助
業
は
単
に
称
名
念

仏
の
助
成
す
る
だ
け
の
触
媒
で
は
な
く
、
助
業
自
身
が
共
生
の
活
動

に
ま
で
高
め
ら
れ
て
こ
そ
法
然
上
人
の
御
心
に
か
な
う
も
の
と
言
わ
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ね
ば
な
ら
な
い
。

　

と
述
べ
た
よ
う
に
、
決
定
往
生
心
の
確
立
以
前
に
は
念
仏
一
行
に

徹
す
る
の
を
妨
げ
る
行
と
し
て
雑
行
と
呼
ば
れ
選
捨
さ
れ
た
も
の
も
、

決
定
往
生
信
の
確
立
に
よ
っ
て
念
仏
の
能
助
に
高
め
ら
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
正
定
業
で
あ
る
念
仏
を
外
し
て
、
雑
行
が
異
類
の
助
成

（
諸
行
）
と
し
て
高
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
諸
行
だ
け
で
の
往

生
の
可
否
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
も
な
い
。
根
本
的
に
誤
っ
た
理

解
か
ら
出
発
し
た
神
谷
氏
の
論
の
展
開
は
拙
論
に
対
し
て
的
外
れ
の

批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

　

で
は
、
神
谷
氏
の
誤
解
の
原
因
を
作
っ
た
可
能
性
の
あ
る
文
章
を

解
説
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
拙
論
「
法
然
上
人
に
お
け
る
諸
行
と

共
生
」
の
「
同
類
異
類
を
含
め
て
助
業
は
単
に
称
名
念
仏
の
触
媒
で

は
な
く（
８
）」
と
い
う
一
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
の
理
解
で

大
事
な
こ
と
は
、
触
媒
と
い
う
単
語
の
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
平
雅
行
氏
が
「
助
発
と
は
、
同
類
（
助
業
）
や
異
類
（
雑
行
）

そ
れ
自
体
に
価
値
は
な
い
が
、
念
佛
信
心
を
増
進
さ
せ
る
触
媒
的
機

能
を
果
た
す
こ
と
を
い
う（
９
）。」
と
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。
触
媒
と
は
、
元
々
「
特
定
の
化
学
反
応
の
反
応
速
度
を
速
め

る
物
質
で
、
自
身
は
反
応
の
前
後
で
変
化
し
な
い
も
の
」
を
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
定
義
か
ら
す
る
と
、
平
氏
の
こ
の
主
張
は
「
同

類
異
類
を
含
め
て
助
業
は
念
仏
を
称
え
る
心
に
懈
怠
が
生
じ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
念
仏
を
励
ま
す
働
き
を
す
る
が
、
助
業
自
体
は
何
も
変

化
せ
ず
、
往
生
浄
土
に
関
わ
る
こ
と
は
な
い
」
と
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
を
拙
論
で
は
「
助
業
は
単
に
称
名
念
仏
の
触
媒
で
は

な
く
」
と
否
定
的
に
取
り
上
げ
た
の
で
、
神
谷
氏
は
、
拙
論
の
主
張

は
、「
助
業
自
体
が
往
生
浄
土
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
誤
解
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
、
喩
え
を
挙
げ
て
説
明
し
て
み
た
い
。「
触
媒
」
と
い
う
と
、

自
動
車
の
排
出
ガ
ス
対
策
を
連
想
す
る
。
排
出
ガ
ス
中
の
有
毒
ガ
ス

を
低
減
す
る
た
め
に
、
排
出
ガ
ス
の
通
り
道
に
酸
化
触
媒
で
あ
る
貴

金
属
な
ど
を
配
し
て
、
有
毒
ガ
ス
を
酸
化
さ
せ
て
低
減
す
る
方
法
で

あ
る
。
こ
の
と
き
排
出
ガ
ス
は
清
浄
に
な
る
が
貴
金
属
に
は
化
学
反

応
は
起
こ
ら
ず
変
化
は
し
な
い
。
こ
こ
で
「
有
毒
な
排
出
ガ
ス
」
を

「
念
仏
に
対
す
る
懈
怠
の
心
」
に
、「
助
業
」
を
「
酸
化
触
媒
」
に
、

「
念
仏
の
増
進
」
を
「
排
出
ガ
ス
の
清
浄
」
置
き
換
え
る
な
ら
ば
平

氏
の
こ
の
主
張
に
合
致
す
る
。

　

し
か
し
、
排
出
ガ
ス
を
清
浄
に
す
る
た
め
の
方
法
は
酸
化
触
媒
に

よ
る
だ
け
で
は
な
い
。
本
田
技
研
工
業
の
低
公
害
エ
ン
ジ
ン
・
Ｃ
Ｖ

Ｃ
Ｃ
（
複
合
渦
流
調
整
燃
焼
方
式
）
（0
（

）
は
触
媒
を
使
用
せ
ず
に
排
出
ガ

ス
を
清
浄
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ガ
ソ
リ
ン
を
薄
く
し
て
爆
発
さ
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せ
る
こ
と
で
有
毒
ガ
ス
を
低
減
す
る
原
理
で
あ
る
。
た
だ
薄
く
す
る

だ
け
で
は
爆
発
が
起
こ
ら
な
く
な
る
な
ど
の
弊
害
が
あ
る
た
め
、
副

燃
焼
室
に
通
常
よ
り
濃
い
混
合
気
を
導
入
し
、
点
火
プ
ラ
グ
で
確
実

に
着
火
さ
せ
、
孔
で
つ
な
が
っ
て
い
る
主
燃
焼
室
に
燃
焼
火
炎
を
吹

き
込
み
主
燃
焼
室
の
薄
い
混
合
気
を
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有

害
物
質
を
低
減
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
有
毒
な
排
出
ガ

ス
を
排
出
す
る
濃
い
混
合
気
」
を
「
念
仏
に
対
す
る
懈
怠
の
心
」
に

置
き
換
え
、「
助
業
」
を
「
主
燃
焼
室
に
導
入
さ
れ
た
薄
い
混
合
気
」

に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
有
毒
な
排
出
ガ
ス
を
排
出
す
る
副
燃
焼
室

の
濃
い
混
合
気
（
念
仏
に
対
す
る
懈
怠
の
心
）
を
、
主
燃
焼
室
に
導

入
さ
れ
た
薄
い
混
合
気
（
助
業
）
に
よ
っ
て
も
う
一
度
燃
焼
さ
せ
て

排
気
ガ
ス
を
清
浄
に
（
念
仏
を
増
進
）
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き

の
助
業
は
正
定
業
で
あ
る
念
仏
と
共
に
燃
え
上
が
り
懈
怠
の
心
を
退

治
し
て
念
仏
を
増
進
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、「
正
定

業
で
あ
る
念
仏
」（
濃
い
混
合
気
）
が
無
け
れ
ば
、
単
独
で
「
助
業
」

（
薄
い
混
合
気
）
が
燃
え
上
が
る
こ
と
は
な
い
。
念
仏
と
助
業
が
相

携
え
て
燃
え
上
が
っ
た
と
き
に
念
仏
信
心
は
増
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
決
定
往
生
信
を
得
た
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
の
い
う
単
な
る
触
媒
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
念
仏
を
励
ま
す
働
き
を
す
る
助
業

（
触
媒
と
平
氏
が
名
づ
け
た
も
の
）
が
決
定
往
生
信
を
得
た
念
仏
に

よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
高
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

変
化
し
な
い
前
提
の
「
触
媒
」
が
決
定
往
生
信
を
得
た
念
仏
に
よ
っ

て
変
化
す
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
か
ら
、
拙
論
で
は
「
助
業
は
単

に
称
名
念
仏
の
触
媒
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
が
、「
助
業
は
単
に
称
名
念
仏
の
触
媒
で
は
な

い
」
と
主
張
し
た
の
は
、
諸
行
往
生
の
可
否
と
は
全
く
別
の
問
題
で

あ
り
、
決
定
往
生
信
を
得
る
な
ら
ば
、
得
る
以
前
に
は
、
念
仏
の
一

行
に
徹
す
る
の
を
妨
げ
る
と
し
て
排
さ
れ
て
い
た
行
ま
で
も
念
仏
を

増
進
さ
せ
る
行
と
し
て
受
け
入
れ
、
正
定
業
の
念
仏
行
と
相
携
え
て

昇
華
さ
れ
、
互
い
に
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
同

類
異
類
を
問
わ
ず
助
業
側
か
ら
の
作
用
で
は
な
く
、
念
仏
行
者
自
身

の
心
が
決
定
往
生
心
に
よ
っ
て
変
化
し
た
か
ら
こ
そ
な
さ
れ
る
心
の

転
換
で
あ
る
。

　

で
は
、
神
谷
氏
の
根
本
的
な
誤
解
を
解
明
し
た
上
で
、
関
連
し
た

の
批
判
に
対
し
て
答
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
神
谷
氏
は
同
論
文
の

中
で
次
の
批
判
を
展
開
す
る
。

　

法
然
上
人
の
御
法
語
『
念
佛
往
生
義
』
に
お
い
て
、

念
仏
し
て
往
生
す
る
に
不
足
な
し
と
い
い
て
、
悪
業
を
も
は
ば

か
ら
ず
、
行
ず
べ
き
慈
悲
を
も
行
ぜ
ず
。
念
仏
を
は
げ
ま
ざ
ら
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ん
事
は
、
仏
教
の
お
き
て
に
相
違
す
る
な
り
。
た
と
え
ば
父
母

の
慈
悲
は
、
よ
き
子
を
も
、
悪
し
き
子
を
も
は
ぐ
く
め
ど
も
、

よ
き
子
を
ば
よ
ろ
こ
び
、
悪
し
き
子
を
ば
な
げ
く
が
ご
と
し
、

仏
は
一
切
衆
生
を
あ
わ
れ
み
て
、
よ
き
を
も
あ
し
き
を
も
わ
た

し
給
え
ど
も
、
善
人
を
見
て
は
よ
ろ
こ
び
、
悪
人
を
見
て
は
か

な
し
み
給
え
る
な
り
。
よ
き
地
に
よ
き
種
を
ま
か
ん
が
ご
と
し
。

か
ま
え
て
善
人
に
し
て
し
か
も
念
仏
を
修
す
べ
し
。
こ
れ
を
真

実
に
仏
教
に
し
た
ご
う
者
と
い
う
な
り）

（（
（

。

と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
を
、
こ
の
分
の
主
眼
は
、
念
仏
す
れ
ば
必
ず
往

生
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
悪
業
を
働
き
、
慈
悲
も
実
践
せ
ず
、
念
仏

し
な
い
輩
へ
の
警
告
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
励
む
こ
と
を
諭
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
積
極
的
に
慈
悲
行
を
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（
９
）。
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
法
然
上
人
は
、

行
ず
べ
き
慈
悲
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
べ
き
」
と

は
、
～
し
て
当
然
だ
。
と
い
う
当
然
の
意
味
を
表
す
助
動
詞
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
決
定
往
生
信
を
獲
得
さ
れ
て
い
る
法
然
上
人
に
と
っ
て

の
慈
悲
行
は
、
当
然
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
励
ま
す
こ

と
と
同
等
の
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら

な
い
。
雑
行
で
あ
る
慈
悲
行
が
法
然
上
人
の
決
定
往
生
信
の
獲
得
に

よ
っ
て
正
定
業
と
共
に
昇
華
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ

て
法
然
上
人
に
と
っ
て
慈
悲
行
は
積
極
的
に
外
か
ら
勧
め
ら
れ
て
す

る
も
の
で
は
な
く
、
至
極
当
然
、
し
て
当
た
り
前
の
行
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
注
意
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
藤
堂
師
の
説
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
法
然

上
人
に
お
い
て
、
共
生
の
活
動
で
あ
る
、
布
施
や
慈
悲
の
行
は
ま
さ

に
異
類
の
善
根
で
あ
る
。
又
、
日
常
生
活
の
営
み
も
含
め
て
念
仏
の

一
行
を
助
成
す
る
の
は
、
ま
さ
に
、
決
定
往
生
信
を
得
た
後
の
心
作

用
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
助
業
は
単
に
称
名
念
仏

の
触
媒
で
は
な
く
、
共
生
の
活
動
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
こ
そ
法
然
上

人
の
御
心
に
か
な
う
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

１　

藤
本
淨
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
集
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
二

〇
一
四
年

２　

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』
二
〇
一
二
年

３　
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
七
三
五
頁

４　
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』
三
七
六
～
三
七
七
頁

５　
『
土
川
本
』『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
一
二
六
頁

６　
『
法
伝
全
』
三
九
九
ａ
～
ｂ

７　
『
法
伝
全
』
三
九
九
ａ
～
ｂ

８　
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』
三
七
九
頁

９　

平
雅
行
著
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
二
〇
六
頁
『
法
然
仏
教
と
そ
の

可
能
性
』
三
七
五
頁

（0　

本
田
技
研
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

（（　
『
昭
法
全
』
六
九
一
頁
～
六
九
二
頁
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高
校
倫
理
教
科
書
に
お
け
る
法
然
上
人
の
記
述
問
題
に
つ
い
て

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
高
等
学
校
教
育
の
倫
理
の
教
科
書
を
中
心
に
し
て
、
教
科

書
に
お
け
る
浄
土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人
と
浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
聖

人
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
に
関
す
る
問
題
を
紹
介
し
、
こ
れ
が
問

題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
発
端
と
、
そ
の
後
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な

ど
に
お
い
て
報
道
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
問
題
の
発
端

　

こ
の
問
題
の
発
端
は
平
成
二
五
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た
林
田
康
順

「
高
等
学
校
公
民
科
「
倫
理
」
教
科
書
に
お
け
る
仏
教
教
団
祖
師
の

取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
佛
法
僧
論
集
：
福
原
隆
善
先
生
古

稀
記
念
論
集
』 

第
２
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
）
に
あ
る
。
林
田
氏
は
同

年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
（
九
月
一
〇
、
一
一

日
・
於
大
正
大
学
）
に
お
い
て
「
高
等
学
校
公
民
科
「
倫
理
」
教
科

書
に
お
け
る
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
一
考
察

―
教
科
書
記
述
へ
の
提
言
―
」
と
題
し
た
発
表
を
行
な
い
、
さ
ら
に

同
年
一
二
月
一
四
日
に
発
刊
さ
れ
た
中
外
日
報
「
論
・
談
」
に
お
い

て
「
教
科
書
の
「
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
」
― 

許
容
し
が
た
い
教

義
解
釈
」
と
し
て
、
そ
の
主
張
が
掲
載
さ
れ
た
。
翌
二
六
年
三
月
に

は
総
合
学
術
大
会
で
の
発
表
が
『
仏
教
論
叢
』
五
八
号
に
論
文
と
し

て
発
表
さ
れ
た
（「
高
等
学
校
公
民
科
「
倫
理
」
教
科
書
に
お
け
る

法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
教
科
書
記

述
へ
の
提
言
―
」）。
こ
の
よ
う
に
、
林
田
氏
の
一
連
の
論
文
に
よ
っ

て
教
科
書
に
お
け
る
法
然
・
親
鸞
の
関
係
を
め
ぐ
る
記
述
が
問
題
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
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三
、
浄
土
宗
に
お
け
る
問
題
の
展
開

　

林
田
氏
の
指
摘
を
受
け
て
浄
土
宗
で
は
、
平
成
二
六
年
三
月
二
五

日
に
開
催
さ
れ
た
第
五
〇
回
教
学
審
議
会
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が

今
後
の
課
題
と
な
る
旨
が
示
さ
れ
た
（『
宗
報
』
平
成
二
七
年
二
月

号
一
七
〇
頁
）。
さ
ら
に
同
年
九
月
三
〇
日
か
ら
一
〇
月
三
日
ま
で

開
催
さ
れ
た
浄
土
宗
第
一
一
〇
次
定
期
宗
議
会
で
は
、
こ
の
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
浄
土
宗
が
こ
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（『
宗
報
』
平
成
二
七
年
二
月
号

一
六
三
頁
～
一
七
一
頁
）。
翌
二
七
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
浄
土
宗

第
一
一
一
次
定
期
宗
議
会
で
も
再
度
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

こ
の
問
題
へ
の
対
策
が
議
論
さ
れ
た
（『
宗
報
』
平
成
二
七
年
八
月

号
一
八
〇
頁
～
一
八
五
頁
）。
浄
土
宗
は
、
第
一
一
一
次
定
期
宗
議

会
ま
で
に
、
総
合
研
究
所
に
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
を
任
じ
て
お
り
（
同
一
八
三
頁
）、
翌
二

七
年
四
月
に
「
法
然
上
人
の
教
科
書
記
述
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

発
足
し
た
。

四
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
報
道

　

教
科
書
に
お
け
る
法
然
・
親
鸞
の
記
述
問
題
は
、
浄
土
宗
内
で
議

論
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
新
聞
や
雑
誌
な
ど
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

紹
介
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
時
系
列
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ら
の
報
道
を
紹

介
す
る
。

京
都
新
聞
に
よ
る
報
道

　

第
一
一
〇
次
定
期
宗
議
会
で
議
論
さ
れ
た
こ
の
教
科
書
問
題
は
、

同
年
一
一
月
四
日
の
京
都
新
聞
に
「
法
然
は
親
鸞
よ
り
劣
る
？
」
と

見
出
し
が
付
さ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
記
事
は
初
め
に
「
高
校
で
使

わ
れ
て
い
る
倫
理
の
教
科
書
の
記
述
に
、
浄
土
宗
（
総
本
山
・
知
恩

院
、
京
都
市
東
山
区
）
の
僧
侶
が
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
宗
祖
法
然

に
つ
い
て
、
そ
の
弟
子
で
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
い
た
親
鸞
よ
り
も
劣
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
記
述
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
浄

土
宗
は
、
記
述
の
内
容
や
経
緯
を
調
べ
た
う
え
で
、
出
版
元
に
再
考

を
促
す
構
え
。
過
剰
反
応
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
る
が
、
教
団

に
と
っ
て
は
譲
れ
な
い
一
線
の
よ
う
だ
」
と
述
べ
、
そ
の
後
に
宗
議

会
で
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
記
事
の
末
尾
に
は
仏
教
教

団
が
宗
祖
や
教
え
に
関
わ
る
表
現
に
つ
い
て
抗
議
し
た
例
を
紹
介
し

て
い
る
。

　

京
都
新
聞
の
記
事
は
、
浄
土
宗
が
倫
理
の
教
科
書
に
お
い
て
、
法

然
が
親
鸞
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
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い
て
不
満
を
抱
い
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

「
教
団
に
と
っ
て
は
譲
れ
な
い
一
線
」
と
は
、
宗
祖
が
乏
し
め
ら
れ

た
か
の
よ
う
な
記
述
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
図
し
た

表
現
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
浄
土
宗
の
教
師
に
と
っ
て
、
宗
祖
法

然
は
尊
敬
し
、
大
切
に
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
教

科
書
に
お
け
る
法
然
・
親
鸞
の
記
述
問
題
は
そ
れ
と
は
別
の
問
題
で

あ
る
。
林
田
氏
の
論
考
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
倫
理
の
教
科

書
に
お
け
る
法
然
・
親
鸞
の
記
述
が
、
教
育
基
本
法
第
一
五
条
に
違

反
す
る
可
能
性
を
問
題
と
し
て
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
新
聞

で
は
、
そ
の
点
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ま
た
宗
議
会
で
の
議
論
が
一
か
月
後
に
報
道
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
伺
わ
れ
る
。

産
経
新
聞
に
よ
る
報
道

　

京
都
新
聞
で
の
報
道
か
ら
二
か
月
半
ほ
ど
た
っ
た
平
成
二
七
年
一

月
一
九
日
に
産
経
新
聞
夕
刊
に
て
、
こ
の
問
題
が
報
道
さ
れ
た
。
こ

の
記
事
で
は
「
法
然
の
教
え
、
親
鸞
が
「
徹
底
」「
発
展
」
浄
土
宗
、

倫
理
教
科
書
調
査
へ
」
と
見
出
し
が
付
さ
れ
、
最
初
に
「
高
校
で
使

わ
れ
て
い
る
倫
理
の
教
科
書
に
、
浄
土
真
宗
の
宗
祖
、
親
鸞
と
の
師

弟
関
係
を
め
ぐ
る
不
適
切
な
記
述
が
あ
る
と
し
て
、
法
然
を
宗
祖
と

す
る
浄
土
宗
（
京
都
市
東
山
区
）
が
４
月
か
ら
調
査
研
究
に
乗
り
出

す
こ
と
が
分
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
報
道
記
事
は
現
行
教
科
書
に
お
け
る
法
然
・
親
鸞
の
関
係
を

紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
記
述
が
宗
議
会
で
指
摘
さ
れ
た
「
法
然
が
親
鸞

よ
り
も
劣
る
印
象
を
与
え
る
」
も
の
か
ど
う
か
を
読
者
に
判
断
さ
せ

る
余
地
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
「
浄
土
宗
は
、
宗
教
に
関
す
る
寛
容

の
態
度
な
ど
を
定
め
た
教
育
基
本
法
の
精
神
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
表
現

だ
と
判
断
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
浄
土
宗
の
主
張
が
教
育
基
本
法
を

意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
の
記
事
は
産
経
ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
の
記
事
と
し
て
、
一
月
一
九
日
一
四

時
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
がY

ahoo new
s

に

取
り
上
げ
ら
れ
、
話
題
を
呼
ん
だ
。T

w
itter

で
は
こ
の
記
事
を
直

接
取
り
上
げ
た
ツ
イ
ー
ト
が
一
三
〇
〇
を
超
え
、Facebook

で
も

記
事
に
対
し
て
一
八
〇
〇
を
超
え
る
イ
イ
ネ
が
記
録
さ
れ
た
。
翌
二

〇
日
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
サ
イ
ト
「
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
ま
と
め
」
に

「
浄
土
宗
が
激
怒
！
法
然
、
親
鸞
の
師
弟
関
係
に
「
不
適
切
な
記
述
」　

倫
理
教
科
書
調
査
へ
」（http://m

atom
e.naver.jp/odai/ 

（（（（（（（（8（（（（（（（80（

）
と
し
て
、
こ
の
問
題
が
言
及
さ
れ
た
。

こ
ち
ら
も
二
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
人
が
閲
覧
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
こ
の
問
題
は
賛
否
を
呼
び
、
様
々
な
意
見
や
議
論
が
交
わ
さ
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れ
た
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
こ
の
問
題
に
初
め
て
知
っ
た

人
が
多
数
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
情
報
発
信
力
を
改
め
て

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

朝
日
新
聞
に
よ
る
報
道

　

産
経
新
聞
で
の
報
道
か
ら
約
二
週
間
後
の
平
成
二
七
年
二
月
四
日

に
は
、
朝
日
新
聞
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
報
道
さ
れ
た
。
同
紙
は

「
公
教
育
の
教
科
書　

宗
教
に
不
用
意
な
価
値
判
断
」
と
見
出
し
を

付
し
、
教
科
書
に
お
け
る
宗
教
記
述
の
問
題
を
め
ぐ
る
一
例
と
し
て
、

こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
「
教
科
書
の
宗
教
を

め
ぐ
る
記
述
は
中
立
で
客
観
的
―
と
思
い
き
や
、
最
近
、
疑
問
の
声

が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
調
べ
る
と
、
不
用
意
な
価
値
判
断
や
独

善
的
な
歴
史
観
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
実
態
が
浮
か
ん
で
き
た
」
と
書

き
始
め
ら
れ
、
こ
の
問
題
の
提
言
者
で
あ
る
林
田
氏
の
コ
メ
ン
ト
を

載
せ
、
ま
た
こ
の
問
題
が
教
育
基
本
法
第
一
五
条
を
紹
介
し
て
、
公

教
育
の
教
科
書
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
て
い
る
。

さ
ら
に
『
教
科
書
の
中
の
宗
教
―
こ
の
奇
妙
な
実
態
』（
岩
波
新
書
、

二
〇
一
一
）
の
著
者
で
あ
る
藤
原
聖
子
東
京
大
学
准
教
授
の
コ
メ
ン

ト
を
掲
載
し
、
日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
倫
理
の
教
科
書
に
お
け
る
諸

宗
教
の
記
述
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

毎
日
新
聞
に
よ
る
報
道

　

朝
日
新
聞
の
報
道
か
ら
約
二
か
月
後
の
四
月
一
五
日
、
毎
日
新
聞

の
地
方
欄
（
京
都
）
が
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
。
こ
こ
で
は
「
教
科

書
記
述
に
疑
問
」
と
見
出
し
が
付
さ
れ
、
浄
土
宗
が
教
科
書
の
記
述

に
疑
問
の
声
を
上
げ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
記
事
の
中
で
教

学
局
長
の
「
浄
土
真
宗
と
の
教
義
論
争
を
す
る
つ
も
り
は
無
い
」
と

い
う
言
葉
を
紹
介
し
、
あ
く
ま
で
も
教
科
書
に
お
け
る
記
述
問
題
で

あ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
毎
日
新
聞
は
、

三
月
の
浄
土
宗
第
一
一
一
次
定
期
宗
議
会
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
言
及
し
、
こ
れ
は
京
都
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

が
浄
土
宗
議
会
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
る

か
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

週
刊
ポ
ス
ト
に
よ
る
報
道

　

教
科
書
に
お
け
る
記
述
問
題
は
新
聞
で
の
報
道
と
と
も
に
、
週
刊

誌
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
平
成
二
七
年
四
月
一
三
日
に
発
売
さ
れ

た
『
週
刊
ポ
ス
ト
』（
四
月
二
四
日
号
）
で
は
「
浄
土
宗
が
浄
土
真

宗
“
発
祥
”
問
題
に
「
Ｎ
Ｏ
！
」
を
突
き
付
け
た
」
と
見
出
し
を
付

さ
れ
て
報
道
さ
れ
た
。

　

こ
の
記
事
は
「
法
然
と
親
鸞
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
２
人
の
宗
教
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者
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。
高
校
の
倫
理
の
教
科

書
に
記
さ
れ
て
い
る
二
人
の
教
え
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
法
然
を
宗

祖
と
す
る
浄
土
宗
が
苦
言
を
呈
し
た
の
だ
」
と
は
じ
め
ら
れ
る
。
全

体
と
し
て
は
、
教
学
局
長
や
林
田
氏
の
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
し
、
ま
た

教
育
基
本
法
に
も
言
及
す
る
な
ど
、
教
科
書
に
お
け
る
記
述
問
題
で

あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
末
尾
に
「
一

方
、
自
身
の
“
発
祥
”
に
「
Ｎ
Ｏ
！
」
を
突
き
付
け
ら
れ
た
か
た
ち

の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
本
山
・
西
本
願
寺
）、
真
宗
大
谷
派
（
本

山
・
東
本
願
寺
）
は
、
と
も
に
「
コ
メ
ン
ト
は
差
し
控
え
た
い
」
と

静
観
の
構
え
だ
」
と
あ
り
、
浄
土
宗
が
浄
土
真
宗
の
発
祥
に
対
し
て

批
判
し
た
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

報
道
に
つ
い
て
の
ま
と
め

　

教
科
書
記
述
の
問
題
は
、
平
成
二
六
年
一
一
月
の
京
都
新
聞
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
以
降
、
様
々
な
か
た
ち
で
報
道
さ
れ
て
き
た
。
報
道

に
は
、
一
瞥
す
る
と
、
こ
の
問
題
が
浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
、
法
然
と

親
鸞
の
教
義
論
争
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、

こ
の
問
題
を
最
初
に
取
り
上
げ
た
京
都
新
聞
は
、
そ
の
見
出
し
が

「
法
然
は
親
鸞
よ
り
劣
る
？
」
で
あ
り
、
ま
た
『
週
刊
ポ
ス
ト
』
は

「
浄
土
宗
が
浄
土
真
宗
“
発
祥
”
問
題
に
「
Ｎ
Ｏ
！
」
を
突
き
付
け

た
」
と
見
出
し
を
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
法
然
と
親
鸞
の

教
義
優
劣
や
、
浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
の
論
争
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
記
事
の
中
で
は
教
科
書
に
お
け
る
法
然
と
親
鸞
の
記
述

に
関
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
宗
教
的
な
問

題
と
の
印
象
を
与
え
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

　

ま
た
産
経
新
聞
で
は
浄
土
宗
が
教
科
書
の
記
述
に
対
し
て
異
論
を

唱
え
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
朝
日
新
聞
は
教
科
書
に
お
け
る
宗

教
記
述
問
題
の
一
例
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
報
道
各
社

に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
は
多
様
な
観
点
か
ら
報
道
で
き
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
問
題
点
の
再
確
認

　

様
々
な
角
度
か
ら
報
じ
ら
れ
る
倫
理
の
教
科
書
に
お
け
る
法
然
と

親
鸞
の
記
述
問
題
の
本
質
を
、
こ
こ
で
再
確
認
し
た
い
。
こ
の
問
題

を
提
起
し
た
林
田
氏
は
、
現
行
倫
理
の
教
科
書
に
み
ら
れ
る
法
然
と

親
鸞
の
関
係
の
記
述
―
そ
れ
は
多
く
の
場
合
「
法
然
の
教
え
を
徹
底

さ
せ
た
親
鸞
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
―
が
教
育
基

本
法
の
精
神
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
一
貫
し
て
指
摘
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
学
校
教
育
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
法
律

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
は
浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
の
教
義
の
優
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劣
は
無
関
係
で
あ
り
、
換
言
す
る
と
、
宗
教
上
の
教
義
論
争
で
は
な

い
。

　

よ
り
広
く
と
ら
え
る
と
、
宗
教
が
教
科
書
の
中
で
ど
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
ま
た
本
来
平
等
に
記
述
さ
れ
る

べ
き
諸
宗
教
や
諸
宗
派
の
関
係
が
、
無
意
識
の
あ
る
い
は
意
図
し
な

い
価
値
観
に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

六
、
教
科
書
記
述
の
変
遷
と
現
状

　

筆
者
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
、
平
成
二
七
年
四

月
よ
り
開
始
さ
れ
た
「
法
然
上
人
の
教
科
書
記
述
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
高
校
教
育
課
程

の
倫
理
、
倫
社
、
現
社
の
教
科
書
を
中
心
に
、
法
然
・
親
鸞
の
関
係

に
つ
い
て
の
記
述
を
調
査
し
て
い
る
。

　

昭
和
二
二
年
に
教
育
課
程
の
基
準
と
な
る
「
学
習
指
導
要
領
」
の

初
版
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
『
現
行
学
習
指

導
要
領
・
生
き
る
力
』
に
至
る
ま
で
、
幾
度
か
の
改
訂
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
改
訂
に
よ
っ
て
高
校
の
教
育
課
程
に
も
様
々
な
変
化

が
あ
っ
た
。
法
然
・
親
鸞
の
教
科
書
記
述
問
題
に
か
か
わ
る
の
は
、

倫
理
、
倫
社
、
現
社
の
科
目
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
科
目
に
関
す

る
変
遷
を
国
立
教
育
政
策
研
究
所
発
刊
の
『
社
会
科
系
教
科
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
改
善
に
関
す
る
研
究
―
歴
史
的
変
遷
（
１
）―
』（「
教

科
等
の
構
成
と
開
発
に
関
す
る
調
査
研
究
」
研
究
成
果
報
告
書

（
５
）、
平
成
一
三
年
三
月
刊
行
）
を
参
考
に
し
つ
つ
、
確
認
し
て
お

こ
う
。

　

倫
社
（
倫
理
・
社
会
）
が
科
目
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
は
、
昭
和

三
五
年
に
改
訂
さ
れ
た
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
改
訂
に
よ
っ
て
倫
社
の
科
目
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
な
お
こ
れ
は
昭
和
三
八
年
度
に
高
等
学
校
第
一
学
年
か
ら

学
年
進
行
で
実
施
さ
れ
た
。

　

昭
和
五
三
年
に
改
訂
さ
れ
た
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
で
は

現
代
社
会
が
新
設
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
い
倫
理
が
新
た
に
設
置
さ

れ
た
。
こ
れ
は
昭
和
五
七
年
度
の
第
一
学
年
か
ら
学
年
進
行
で
実
施

さ
れ
た
。

　

平
成
元
年
三
月
に
告
示
さ
れ
た
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
で

は
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
科
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
地
理
歴
史
科
と
公

民
科
が
新
設
さ
れ
た
。
現
代
社
会
と
倫
理
は
公
民
科
に
属
す
る
教
科

と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
、
公
民
科
の
科
目
と
し
て

現
代
社
会
と
倫
理
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。

　

総
合
研
究
所
が
中
心
的
に
調
査
す
る
の
は
、
昭
和
三
五
年
の
改
定
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に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
昭
和
五
三
年
の
改
定
で
廃
止
さ
れ
た
倫
社
、
そ

れ
以
降
に
科
目
と
し
て
定
め
ら
れ
、
現
在
は
公
民
科
の
教
科
で
あ
る

現
代
社
会
と
倫
理
の
教
科
書
で
あ
る
。
資
料
の
収
集
で
は
こ
れ
ら
の

教
科
書
と
、
昭
和
三
五
年
以
前
に
出
版
さ
れ
た
高
校
社
会
の
教
科
書

を
合
わ
せ
た
、
総
計
三
四
一
冊
を
集
め
た
。
主
な
内
訳
は
現
代
社
会

一
五
二
冊
、
倫
理
八
四
冊
、
倫
社
九
九
冊
、
そ
の
他
六
冊
で
あ
る
。

ま
た
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
倫
理
と
現
代
社
会
の
教
科
書
は
、
清
水

書
院
、
東
京
書
籍
、
第
一
学
習
社
、
実
教
出
版
、
数
研
出
版
、
山
川

出
版
の
六
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

収
集
し
た
資
料
を
概
観
す
る
と
、
若
干
の
記
述
の
変
遷
は
見
ら
れ

る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
の
教
科
書
が
「
親
鸞
が
法
然
の
思
想
を
徹
底

（
あ
る
い
は
発
展
）
さ
せ
た
」
と
い
う
旨
の
記
述
が
あ
る
と
い
え
る

が
、
こ
の
問
題
が
新
聞
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
以
降
、
第
一
学
習
社

は
『
高
等
学
校　

倫
理
』（
平
成
二
七
年
二
月
発
行
）
に
お
い
て
、

そ
れ
ま
で
の
記
述
を
改
訂
し
「
浄
土
真
宗
の
開
祖
と
さ
れ
る
親
鸞
は
、

師
の
法
然
の
教
え
を
継
承
し
つ
つ
も
、
独
自
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な

っ
た
」（
八
三
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
い
く
つ
か
の
新
聞

で
も
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
法
然
と
親
鸞
と
の
関
係
を
よ
り
対
等
に

扱
っ
た
も
の
と
い
え
、
教
育
基
本
法
第
一
五
条
に
適
っ
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
ま
と
め

　

本
稿
は
高
校
倫
理
、
現
代
社
会
の
教
科
書
の
中
に
お
け
る
、
法
然

と
親
鸞
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
記
述
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
発
端
を

確
認
し
、
ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
を
時
系
列
で
紹
介
し
た
。

こ
の
問
題
の
所
在
や
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
は
林
田
氏
の
一
連
の
論

考
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
か
は
、
こ
れ
ま
で
ま
と
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本

稿
は
そ
の
点
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
よ
う
に
、
宗
教
教
団
が
公
的
な
も
の
―
こ
の
ケ
ー
ス
で
は

公
教
育
、
特
に
倫
理
教
科
書
―
を
批
判
す
る
と
、
そ
れ
が
本
来
の
意

図
か
ら
ず
れ
て
報
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
問
題
で
は
当
初
、

浄
土
宗
と
真
宗
と
の
教
義
論
争
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
向
き
も
あ

っ
た
が
、
明
確
な
論
拠
さ
え
提
示
し
て
あ
れ
ば
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も

よ
り
掘
り
下
げ
た
報
道
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
今
後
も

よ
り
良
い
教
科
書
記
述
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
現
行
の
教
科
書
記

述
が
教
育
基
本
法
と
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
指

摘
し
、
宗
教
的
な
教
義
論
争
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
つ
つ
、
こ

の
問
題
の
所
在
や
歴
史
的
経
緯
を
詳
ら
か
に
す
る
学
的
な
営
み
を
続

け
た
い
。
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Ⅰ
．
浄
土
宗
の
教
え

　

浄
土
宗
の
教
え
を
布
教
す
る
こ
と
は
、
教
師
の
使
命
で
あ
り
ま
す
。

布
教
す
る
際
の
指
針
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
文
章
を
取
り
上
げ
て
み

ま
す
。

　

① 

私
た
ち
の
宗
旨
・「
教
え
」（
浄
土
宗
）

　

阿
弥
陀
仏
の
平
等
の
慈
悲
を
信
じ
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
み
名

を
称
え
て
、
人
格
を
高
め
、
社
会
の
た
め
に
つ
く
し
、
明
る
い
安
ら

か
な
毎
日
を
送
り
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
信
仰
で
す
。    

　

文
章
の
構
成

信
仰
の
三
要
素

　

１
．
所
求
（
目
的
）
…
…
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と

　

２
．
所
帰
（
本
尊
）
…
…
阿
弥
陀
仏

　

３
．
去
行
（
手
段
）
…
…
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
み
名
を
称
え
る

　

信
仰
に
よ
る
救
済

現
世
…
… 

人
格
を
高
め
、
社
会
の
た
め
に
つ
く
し
、
明
る
い
安
ら
か

な
毎
日
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。（
生
き
る
意
味
）

後
世
…
…
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
生
き
る
目
的
）

　

② 

一
枚
起
請
文

た
だ
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
申
し
て
疑
い
な
く
、

往
生
す
る
ぞ
と
思
い
と
り
て
申
す
外
に
は
、
別
の
仔
細
候
わ
ず
。

　

現
代
語
訳

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
に
往
生
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
南
無
阿
弥
陀
佛
と

お
称
え
し
て
念
仏
往
生
を
疑
う
こ
と
な
く
、
必
ず
往
生
す
る
の
だ
と

思
い
定
め
て
お
称
え
す
る
以
外
に
は
、
特
別
な
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

文
章
の
構
成

信
仰
の
三
要
素

　

１
．
所
求
（
目
的
）
…
…
往
生
極
楽

浄
土
宗
の
布
教
─
─
生
き
る
意
味
と
目
的
─
─

石　

田　

孝　

信



─ （（9 ─

　

２
．
所
帰
（
本
尊
）
…
…
阿
弥
陀
仏

　

３
．
去
行
（
手
段
）
…
…
往
生
す
る
ぞ
と
思
い
と
り
て
申
す

　

信
仰
に
よ
る
救
済

現
世
…
…

後
世
…
…
極
楽
に
往
生
で
き
る

　

以
上
、
比
較
考
察
し
て
み
ま
し
た
。
一
枚
起
請
文
を
拝
読
し
て
、

こ
の
内
容
を
現
代
的
に
表
現
し
た
も
の
が
、
浄
土
宗
の
「
私
た
ち
の

宗
旨
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
教
え
」
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
檀
信

徒
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
往
生
と
念
仏
の
解
釈
の

仕
方
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
下
、
檀
信
徒
に
広
く
受
け
入
れ
て
も
ら

え
る
こ
と
を
願
い
、 

問
題
点
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

Ⅱ
．
往
生
の
解
釈

　

① 

往
生
の
原
語

　

原
語
は
、
ｐ
ｒ
ａ
ｔ
ｙ 

ａ
ｊ 

ａ
ｙ
ａ
ｔ
ｅ
（
プ
ラ
テ
ヤ
ー
ジ
ャ
ー

ヤ
テ
）
で
す
。

　

荻
原
雲
来
博
士
に
よ
る
と
、
原
語
は
転
生
と
再
生
の
二
つ
の
意
味

を
持
つ
言
葉
で
す
。

　

因
み
に
、
広
辞
苑
に
は
、
転
生
は
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
（
輪
廻
転

生
）、
再
生
は
精
神
的
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
意
味
を
持
つ
原
語
が
、
中
国
で
は
往
生
と
翻

訳
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
く
と
い
う
言
葉
か
ら
転

生
の
一
面
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
生
の
意 

味
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

尚
、
翻
訳
者
の
名
誉
の
た
め
に
、
往
生
の
訳
語
は
適
切
で
あ
っ
た

こ
と
を
補
足
し
ま
す
。
白
川
静
博
士
に
よ
る
と
往
の
漢
字
の
成
り
立

ち
は
次
の
よ
う
で
す
。

　

往
…
…
古
い
字
形
は

。

は
王
（
王
位
の
象
徴
で
あ
る
儀
礼
用

の
道
具
と
し
て
の
鉞
の
頭
部
の
形
）
の
上
に
、
之
（
足
あ
と
の
形
で
、

行
く
の
意
味
）
を
そ
え
た
形
。

　

王
の
命
令
で
旅
に
出
る
と
き
に
は
、
王
位
の
象
徴
で
あ
る
神
聖
な

鉞
の
上
に
足
を
乗
せ
る
儀
式
を
し
、
鉞
の
霊
の
力
、
霊
力
を
身
に
移

し
て
出
発
し
た
。

　

そ
れ
で

に
「
ゆ
く
」
の
意
味
が
あ
る
。
の
ち
、
歩
く
の
意
味
を

も
つ
彳
を
合
わ
せ
て
往
と
な
り
、「
ゆ
く
」
の
意
味
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
往
に
は
「
ゆ
く
」
と
「
変
わ
る
」
と
い
う
二
つ
の
意

味
が
あ
っ
た
の
で
、
転
生
と
再
生
の
意
味
を
も
つ
原
語
を
往
生
と
翻

訳
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
名
訳
で
あ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
後
の
人
が
、

こ
れ
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
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法
然
上
人
の
当
時
、
往
生
の
梵
語
が
伝
来
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、

不
勉
強
で
分
か
り
か
ね
ま
す
。
法
然
上
人
は
、
往
生
に
転
生
と
再
生

の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
明
言
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
両
方
の
意 

味
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
ご
教
示
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
の
で
、
次
に
そ
の
用
例
を
記
述
し
ま
す
。

　

② 

転
生
の
往
生
（
場
所
の
移
動
・
死
後
）

　

往
生
ト
言
ハ
、（
捨
此
往
彼　

蓮
華
化
生
ナ
リ
）、
草
庵
ニ
目
ヲ
瞑

ノ
間
ダ
、
蓮
台
ニ
跏
ヲ
結
ブ
ノ
程　

即
弥
陀
仏
ノ
後
ニ
従
ヒ　

菩
薩

衆
ノ
中
ニ
在　

一
念
ノ
頃
ニ
西
方
極
楽
世
界
ニ
往
生
ス
ル
コ
ト
ヲ　

故
ニ
往
生
ト
言
フ
也　
『
往
生
要
集
釈
』

　

法
然
上
人
の
代
表
的
な
往
生
の
用
例
で
、
死
後
に
極
楽
に
生
ま
れ

る
こ
と
を
示
す
、
正
に
原
語
の
転
生
の
意
味
に
沿
っ
た
解
釈
で
す
。

　

因
み
に
、
往
生
極
楽
の
目
的
は
、「
ま
ず
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
彼

に
て
悟
り
を
も
ひ
ら
き
、
仏
に
も
な
ら
ん
と
思
う
な
り
」『
要
義
門

答
』
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

③ 

再
生
の
往
生
（
状
態
の
変
化
・
現
世
）・
転
生
を
含
む

　

い
ま
、
極
楽
を
も
と
む
る
人
は
、
本
願
の
念
仏
を
行
じ
て
、
摂
取

の
光
明
に
て
ら
さ
れ
ん
と
お
も
う
べ
し
。『
大
胡
の
太
郎
実
秀
が
妻

室
の
も
と
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』

　

現
代
語
訳

　

今
、
極
楽
往
生
を
願
う
人
た
ち
は
、
本
願
に
誓
わ
れ
た
お
念
仏
を

称
え
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
の
光
明
に
照
ら
し
て
い
た
だ
こ
う
と

思
う
べ
き
で
す
。『
法
然
上
人
の
ご
法
語
①
』

　

こ
の
ご
法
語
を
拝
読
す
る
限
り
、
法
然
上
人
は
往
生
極
楽
を
死 

後
の
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り    

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
往
生
極
楽
を
願
う
人
に
、
現
世
で
の
救
い
を 

を
促
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
精
神
的
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と 

を
意
味
し
ま
す
。
正
に
、
往
生
が
再
生
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い 

る
実
例
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
現
世
で
阿
弥
陀
仏
の
救
い
（
精
神
的
）
を
い
た
だ
け
る

事
実
を
、
お
歌
に
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
、「
宗
歌
月
か
げ
」
な
の
で

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
仏
者
は
生
き
る
意
味
と
人
生
の
目
的 

に
目
覚
め
、「
人
格
を
高
め
、
社
会
の
た
め
に
つ
く
し
、
明
る
い
安

ら
か
な
毎
日
を
送
り
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
然
上
人
は
、
往
生
に
転
生
（
場
所
の
移
動
・ 

極
楽
に
生
ま
れ
る
）
と
再
生
（
状
態
の
変
化
・
精
神
的
に
生
ま
れ 

変
わ
る
）
の
両
方
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
れ
、
相
手
や
状      

況
に
応
じ
て
教
示
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
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次
に
、
法
然
上
人
は
、
お
念
仏
を
手
段
と
目
的
の
二
通
り
の
意
味

で
用
い
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
述
べ
て
み
ま
す
。

Ⅲ
．
念
仏
の
解
釈

　

① 

念
仏
の
定
義

　

た
だ
心
を
致
し
て
、
専
ら
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
念
す
る
、
こ
れ

を
念
仏
と
は
申
す
な
り
『
大
胡
の
太
郎
実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』

　

現
代
語
訳

た
だ
心
を
尽
く
し
て
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
声
に
出
し
て
称

え
る
、
こ
れ
を
念
仏
と
申
す
の
で
す
。 
『
法
然
上
人
の
お
言
葉
・
総

本
山
知
恩
院
布
教
師
会
』

　

② 

念
仏
の
用
法

　

１
．
手
段

　

詮
ず
る
と
こ
ろ
、
極
楽
に
あ
ら
ず
ば
生
死
を
は
な
る
べ
か
ら
ず
。

念
仏
に
あ
ら
ず
ば
極
楽
に
生
ま
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

 

『
大
胡
の
太
郎
実
秀
が
妻
室
の
も
と
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』

　

現
代
語
訳

　

詮
じ
つ
め
る
と
、
極
楽
に
往
生
し
な
け
れ
ば
、
生
死
の
迷
い
の
世

界
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
念
仏
で
な
け
れ
ば
、
極
楽
へ

往
生
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。『
法
然
上
人
の
ご
法
語
①
浄
総
研
』

　

こ
の
ご
法
語
で
は
、
お
念
仏
を
極
楽
へ
往
生
す
る
た
め
の
手
段
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
り
ま
す
。

　

２
．
手
段
と
目
的

　

聖
光
房
尋
ね
て
申
し
て
云
く
。
仰
ぎ
て
本
願
を
信
じ
、
実
に
往
生

を
願
ず
れ
ど
も
、
妄
念
鎮
に
起
き
て
止
め
難
し
、
散
乱
弥
倍
し
て
静

か
な
ら
ず
、
此
の
條
如
何
候
や
。

　

上
人
答
え
て
の
給
わ
く
。
妄
念
余
念
を
も
か
え
り
み
ず
、
散
乱
不

浄
を
も
い
わ
ず
、
唯
口
に
名
号
を
唱
え
よ
。
も
し
能
く
称
名
す
れ
ば
、

仏
名
の
徳
と
し
て
妄
念
自
ら
止
み
、
散
乱
自
ら
静
ま
り
、
三
業
自
ら

調
い
て
、
願
心
自
ら
発
る
な
り
。 

『
聖
光
聖
覚
両
上
人
と
の
問
答
』

　

現
代
語
訳

　

聖
光
房
が
次
の
よ
う
に
尋
ね
ま
し
た
。
本
願
を
仰
ぎ
信
じ
、
心
か

ら
浄
土
往
生
を
願
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
妄
念
は
音
も
な
く
沸
き 

起
こ
っ
て
止
め
難
く
、
散
り
乱
れ
る
心
は
い
よ
い
よ
盛
ん
と
な
っ
て

静
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

法
然
上
人
は
、
次
の
よ
う
に
お
答
え
に
な
り
ま
し
た
。
妄
念
や
雑

念
が
沸
き
起
こ
ろ
う
と
も
顧
み
ず
、
ま
た
心
が
散
り
乱
れ
た
り
、
清

ら
か
で
な
く
と
も
そ
れ
を
問
う
こ
と
な
く
、
た
だ
口
に
お
名
号
を
称

え
な
さ
い
。
も
し
し
っ
か
り
お
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
そ
の
お
名
号
の
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功
徳
と
し
て
自
ず
と
妄
念
が
止
み
、
散
り
乱
れ
る
心
が
静
ま
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
身
口
意
の
三
業
が
自
然
と
調
え
ら
れ
て
、
浄
土

往
生
を
願
う
心
が
お
の
ず
か
ら
沸
き
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

 

『
法
然
上
人
の
ご
法
語
③
浄
総
研
』

　

こ
の
ご
法
語
を
拝
読
し
て
、
お
念
仏
は
往
生
極
楽
の
た
め
の
手
段

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
に
限
定
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
無
理
で 

あ
り
ま
す
。

　

お
念
仏
す
る
と
、
そ
の
お
念
仏
に
内
在
し
て
い
る
功
徳
が
働
き
出

し
て
、
そ
の
人
の
心
に
直
接
働
き
か
け
、
そ
こ
に
様
々
な
救
い
が
現

れ
る
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
念
仏
が
、
往
生
極
楽
の
た
め

の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
お
念
仏
が
救
い
を
現
す
の
で
す
か

ら
、
称
え
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
目
的
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
真
に
お
念
仏
の
奥
深
さ
を
思
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
と
こ
ろ
は
、
法
然
上
人
が
ご
自
身
の
お
念
仏
の
ご
体
験
か
ら

会
得
さ
れ
た
独
自
の
見
解
で
あ
り
、
口
称
念
仏
を
強
調
さ
れ
た
真
意

の
一
端
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
正
に
「
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず

し
て
、
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」（
観
念
の
念
仏
な
ど
を
し
な
い

で
、
と
も
か
く
口
称
念
仏
だ
け
し
な
さ
い
）
と
い
う
ご
教
示
の
根
拠

に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
口
称
念
仏
の
実
践
こ
そ
が
浄

土
宗
の
根
本
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
お
念
仏
に
は
、
手
段
と
目
的
の
両
方
の
意
味
が
あ
る
と
い

う
根
拠
と
し
て
、
法
然
上
人
の
教
義
の
一
節
を
記
述
し
ま
す
。

　

③ 

名
号
の
内
容

　

名
号
は
こ
れ
万
徳
の
帰
す
る
所
な
り
。
然
れ
ば
す
な
わ
ち
弥
陀
一

仏
の
所
有
る
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四
無
畏
等
の
一
切
の
功
徳
・
相

好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
等
の
一
切
の
外
用
の
功
徳
、
皆
こ
と
ご
と

く
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
中
に
摂
在
せ
り
。 

『
選
択
本
願
念
仏
集
』

　

現
代
語
訳

　

阿
弥
陀
仏
の
み
名
に
は
、
仏
の
さ
と
り
の
功
徳
も
救
済
の
お
力
も
、

す
べ
て
の
徳
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
に
そ
な
わ

る
四
種
の
智
慧
、
三
種
の
仏
身
、
十
種
の
智
力
、
説
法
の
時
の
四
種

の
信
念
な
ど
、
内
な
る
さ
と
り
の
功
徳
と
、
尊
い
相
好
、
光
明
、
人

び
と
を
利
益
さ
れ
る
な
ど
、
外
へ
の
は
た
ら
き
が
、
皆
の
こ
り
な
く

仏
の
み
名
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。 

『
選
択
集
講
述
、
小
澤
勇

貫
、
浄
土
宗
』

　

阿
弥
陀
仏
の
覚
り
の
功
徳
や
救
済
の
お
力
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、

口
称
念
仏
す
る
と
、
そ
の
人
の
心
に
直
接
働
き
か
け
て
く
だ
さ
る
と

い
う
こ
と
は
、
体
験
無
く
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
。

　

法
然
上
人
の
宗
教
体
験
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
な
ら
ば
、
０
％

か
ら
、
そ
の
人
に
応
じ
た
体
験
の
程
度
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
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自
分
に
は
無
理
だ
と
諦
め
な
い
で
、
法
然
上
人
の
教
え
を
信
じ
て
お

念
仏
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。

　

お
念
仏
す
る
人
は
摂
取
不
捨
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

口
称
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
号
に
込
め
ら
れ
た
救
済
力
が
働

き
出
し
、
精
神
的
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
仏
す
る
人
は
人
生
の
目
的
を
自
覚
し
、

日
々
の
生
活
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

人
生
の
孤
独
や
絶
望
か
ら
も
救
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

何

故
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
が
こ
の
世
と
後
の
世
に
わ
た
っ
て
導
き
救
っ

て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

勿
論
、
そ
の
根
底
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が
あ
っ
て
の
こ
と

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

Ⅳ
．
ま
と
め

　

浄
土
宗
は
、「
私
た
ち
の
宗
旨
」
に
立
派
な
布
教
指
針
を
掲
げ
て

お
り
ま
す
。
所
求
・
所
帰
・
去
行
を
踏
ま
え
、
現
当
二
世
に
わ
た
る

阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
説
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
基
本
と
し
て
、
檀

信
徒
に
布
教
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
の
解

釈
に
従
っ
て
往
生
と
念
仏
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

従
来
の
解
釈
に
固
執
せ
ず
に
、
法
然
上
人
の
真
意
を
敷
衍
し
て
い
く

こ
と
が
大
事
で
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
専
修
念
仏
は
、
そ
れ
ま
で
の
、
そ
し
て
当
時
の
浄
土

教
の
智
者
達
の
理
解
を
遙
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
死
後
の
仏
さ
ま
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
仏
を
現
当
二
世
の
救 

い
主
と
し
、
死
後
に
極
楽
に
往
生
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
念
仏

が
、
口
称
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
当
二
世
に
わ
た
る
救
い
そ

の
も
の
（
目
的
）
に
も
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
教
の
真
意
が
開
顕
さ
れ
、
一
切
衆
生
の
成
仏

を
目
的
と
す
る
大
乗
仏
教
が
、
口
称
念
仏
に
至
っ
て
、
初
め
て
結
実

し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
浄
土
宗
な
の
で
す
。

　

法
然
上
人
の
布
教
に
は
、
お
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
り
ま
し
た
。
檀
信
徒
と
共
々
に
お
念
仏
を
称
え
る
、
称
え
て

い
た
だ
く
こ
と
に
つ
な
が
る
布
教
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

共
々
に
浄
土
宗
の
興
隆
に
勤
め
ま
し
ょ
う
。
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は
じ
め
に

　

仏
教
福
祉
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
仏
教
福
祉
の
定
義
、
仏
教

福
祉
に
関
す
る
教
学
的
研
究
、
僧
侶
に
よ
る
仏
教
福
祉
実
践
史
の
研

究
、
寺
院
に
よ
る
社
会
福
祉
活
動
の
研
究
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
研
究

が
行
わ
れ
て
き
た
。
特
に
浄
土
宗
教
団
を
対
象
と
し
た
こ
れ
ら
の
研

究
活
動
に
関
し
て
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
仏
教
福
祉
研
究
会
編
『
浄

土
宗
の
教
え
と
福
祉
実
践
』
に
詳
し
く
研
究
成
果
が
総
括
さ
れ
て
い

る（
１
）。

　

仏
教
福
祉
を
学
問
的
に
探
求
す
る
活
動
は
、
一
九
六
二
年
に
佛
教

大
学
に
仏
教
福
祉
学
科
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
系
統
的
な
研

究
が
開
始
さ
れ（
２
）、

一
九
六
六
年
の
仏
教
社
会
福
祉
学
会
の
発
足
を
以

て
本
格
化
さ
れ
た
。
浄
土
宗
内
で
の
仏
教
福
祉
の
研
究
拠
点
は
佛
教

大
学
に
あ
り
、
佛
教
大
学
仏
教
社
会
事
業
研
究
所
か
ら
研
究
誌
『
仏

教
福
祉
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
三
年
四
月
か
ら
第
三
代
浄

土
宗
総
合
研
究
所
水
谷
幸
正
所
長
が
着
任
し
、
一
九
九
五
年
度
（
平

成
七
年
度
）
か
ら
は
仏
教
福
祉
の
研
究
拠
点
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所

に
移
さ
れ
た
。
佛
教
大
学
で
は
第
十
七
号
で
廃
刊
と
な
っ
て
い
た
研

究
誌
『
仏
教
福
祉
』
を
一
九
九
七
年
三
月
に
総
合
研
究
所
か
ら
再
刊

行
し
、
活
発
の
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
十

年
、
社
会
状
況
の
大
き
く
変
化
し
仏
教
福
祉
に
関
し
て
も
新
た
な
展

開
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
。
そ
こ
で
小
論
で
は
仏
教
福
祉
の

新
た
な
展
開
方
向
に
つ
い
て
の
可
能
性
を
探
っ
た
。

一　

こ
れ
ま
で
の
仏
教
福
祉
研
究

　

仏
教
福
祉
の
新
た
な
展
開
を
考
察
す
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ

て
き
た
仏
教
福
祉
研
究
を
概
観
し
て
お
く
。
仏
教
福
祉
を
概
観
し
た

論
文
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
匡
俊（
３
）、
芹
川
博
通（
４
）、
石
川
到
覚（
５
）ら
に
よ

現
代
の
諸
問
題
と
仏
教
福
祉

今　

岡　

達　

雄
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る
優
れ
た
論
考
が
あ
る
が
、
筆
者
な
り
の
問
題
意
識
で
整
理
し
て
み

た
。

① 

仏
教
福
祉
の
定
義
に
つ
い
て

　

仏
教
福
祉
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
用
語
の
概
念
規
定
自
体
が
研
究

対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
論
文
の
中
で
は
、
福
祉
、

仏
教
福
祉
、
社
会
福
祉
、
仏
教
社
会
福
祉
、
社
会
事
業
、
仏
教
社
会

事
業
な
ど
の
言
葉
が
混
在
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
多
く
の
言
葉
が
使

わ
れ
る
理
由
は
研
究
の
対
象
と
な
る
実
践
的
活
動
の
種
類
、
時
代
背

景
が
異
な
る
か
ら
で
あ
り
、
仏
教
と
福
祉
と
の
関
係
は
時
代
と
共
に

変
化
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
古
代
に
は
「
福
祉
が
布

施
・
慈
悲
の
行
為
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
時
代
が
あ
り
、
布
施
行
・

慈
悲
行
と
い
う
宗
教
的
実
践
が
「
福
祉
」
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
る
。

　

一
方
、
近
代
国
家
体
制
の
下
で
は
「
福
祉
と
は
社
会
構
造
の
欠
陥

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
的
弱
者
の
救
済
行
為
」
と
定
義
さ
れ
、
こ

の
時
代
に
お
け
る
仏
教
福
祉
と
は
、
仏
教
者
・
仏
教
寺
院
・
仏
教
教

団
が
行
う
社
会
福
祉
の
実
践
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
国
家

的
な
弱
者
救
済
の
体
制
が
整
わ
な
い
た
め
仏
教
者
や
寺
院
、
あ
る
い

は
教
団
が
先
行
し
て
弱
者
救
済
を
行
う
場
合
と
、
国
家
的
な
救
済
体

制
が
整
い
仏
教
者
や
寺
院
、
あ
る
い
は
教
団
が
補
助
的
な
機
能
を
分

担
す
る
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
は
あ
る
が
、
現
在
の
仏
教
福
祉
と
は
仏

教
者
・
仏
教
寺
院
・
仏
教
教
団
が
行
う
社
会
福
祉
の
実
践
で
あ
る
と

定
義
で
き
よ
う
。

② 

仏
教
福
祉
の
浄
土
教
学
的
研
究

　

な
ぜ
浄
土
宗
の
僧
侶
、
寺
院
あ
る
い
は
教
団
が
仏
教
福
祉
を
実
践

す
る
の
か
。
そ
の
理
論
的
背
景
を
研
究
す
る
分
野
が
、
仏
教
福
祉
の

教
学
的
研
究
で
あ
る
。
高
祖
善
導
大
師
、
宗
祖
法
然
上
人
、
二
祖
聖

光
上
人
、
三
祖
良
忠
上
人
、
七
祖
聖
冏
上
人
の
諸
上
人
の
仏
教
福
祉

に
関
連
す
る
教
学
的
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
仏
教
福
祉
に
関
す
る

浄
土
教
学
は
、
本
願
行
と
し
て
の
念
仏
一
行
を
重
視
す
る
か
、
あ
る

い
は
助
業
と
し
て
の
諸
行
を
念
仏
生
活
の
中
に
い
か
に
位
置
づ
け
る

の
か
に
よ
っ
て
異
な
る
立
場
に
な
ろ
う
。
念
仏
一
行
の
重
視
と
は

「
念
仏
に
よ
る
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
こ
そ
福
祉
」
で
あ
る
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。
福
祉
と
は
衆
生
の
幸
福
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽

浄
土
こ
そ
最
高
の
福
祉
仏
国
土
で
あ
る
。
仏
が
選
択
さ
れ
た
念
仏
一

行
こ
そ
が
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
の
行
で
あ
る
。
利
他
的
行
動
は
還
相

回
向
に
よ
る
も
の
し
か
な
い
。
も
う
一
つ
の
考
え
方
は
、
念
仏
を
行

い
や
す
く
す
る
た
め
に
行
は
、
念
仏
の
助
業
で
あ
る
と
考
え
慈
悲
・
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布
施
・
利
他
行
を
積
極
的
に
評
価
し
、
仏
教
福
祉
の
理
論
的
根
拠
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

僧
侶
と
し
て
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
慈
悲
の
実
践
は
、
念
仏
を
行
い
や

す
く
す
る
た
め
の
念
仏
の
助
業
で
あ
る
と
い
う
の
が
小
論
の
立
場
で

あ
る
。

③ 

仏
教
に
よ
る
福
祉
実
践
史

　

仏
教
福
祉
の
定
義
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
実
践
自
体
が
社

会
福
祉
に
つ
な
が
っ
て
い
た
時
代
が
あ
る
。
飛
鳥
時
代
か
ら
始
ま
る

律
令
制
の
下
で
は
仏
教
を
背
景
と
し
た
国
家
政
策
が
実
施
さ
れ
、
聖

徳
太
子
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
四
天
王
寺
に
は
、
敬
田
院
、
施
薬
院
、

療
病
院
、
悲
田
院
の
四
箇
院
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
行
基
や
重
源

は
、
治
水
・
架
橋
な
ど
の
地
域
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
雇
用
の
創
出
や

貧
民
救
済
な
ど
の
社
会
事
業
を
行
っ
た
時
代
で
あ
る
。
封
建
体
制
下

（
鎌
倉
～
江
戸
時
代
）
で
は
戦
乱
の
時
代
も
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代

に
な
っ
て
寺
院
は
行
政
機
能
の
一
部
を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
時
代
地
域
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
雇
用
の
創
出
は
幕
府
あ
る
い
は

藩
の
主
要
な
業
務
に
な
り
、
寺
院
は
寺
子
屋
の
よ
う
な
教
育
を
受
け

持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
権
威
主
義
体
制
下
（
明
治
・
大
正
・
昭
和
前

期
）
で
は
国
家
主
導
で
社
会
政
策
が
行
わ
れ
た
が
学
校
教
育
・
病

院
・
養
育
院
・
盲
学
校
な
ど
の
分
野
で
は
僧
侶
や
寺
院
・
教
団
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
主
と
し
て
行
政
の
補
完
機
能
で
あ
っ
た
が

浄
土
宗
は
帰
国
奨
学
僧
を
中
心
と
し
て
め
ざ
ま
し
い
活
動
を
行
い
浄

土
宗
は
社
会
事
業
宗
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
民
主
主

義
体
制
下
（
第
二
次
大
戦
後
～
現
在
）
で
は
公
的
社
会
福
祉
制
度
の

充
実
の
中
で
、
法
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
れ
を
補
完
・
支
援
す
る

補
助
的
な
社
会
福
祉
機
関
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
長
谷
川
匡
俊

に
よ
れ
ば
戦
後
の
仏
教
福
祉
は
四
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
第
Ⅰ

期
は
終
戦
・
戦
後
復
興
期
で
保
育
・
更
生
保
護
、
政
策
の
補
足
的
・

補
完
的
機
能
を
果
た
し
た
時
期
。
第
Ⅱ
期
は
高
度
経
済
成
長
期
で
老

人
福
祉
・
障
害
者
福
祉
・
児
童
福
祉
に
進
出
し
た
時
期
。
第
Ⅲ
期
は

低
成
長
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
期
で
、
人
権
問
題
（
同
和
）、
国
際
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時
期
。
第
Ⅳ
期
は

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
以
降
で
ホ
ー
ム
レ
ス
・
孤
独
死
な
ど
新
た
な
社
会

問
題
が
出
現
し
た
時
期
で
あ
る
。

　

こ
の
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
に
発
生
し
た
新
た
な
社
会
問
題
に
つ
い
て

は
仏
教
福
祉
と
し
て
対
応
で
き
て
い
な
い
。

④ 

浄
土
宗
僧
侶
に
よ
る
仏
教
福
祉
実
践
の
研
究

　

浄
土
宗
僧
侶
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
仏
教
福
祉
の
実
践
や
そ
の
思
想
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的
背
景
に
つ
い
て
の
研
究
も
仏
教
福
祉
研
究
の
一
分
野
で
あ
る
。
颯

田
本
真
尼
の
自
坊
で
あ
る
德
雲
寺
は
明
治
二
十
三
年
の
大
津
波
に
よ

っ
て
被
災
し
た
。
そ
の
被
災
者
を
見
て
以
後
の
生
涯
を
難
民
救
済
に

捧
げ
よ
う
と
決
意
し
た
。
翌
明
治
二
十
四
年
の
濃
尾
地
震
か
ら
大
正

十
三
年
の
高
座
郡
藤
沢
町
震
災
救
援
ま
で
三
十
四
年
間
、
布
施
一
行

の
生
活
を
過
ご
し
た
。
困
窮
者
を
目
の
前
に
し
て
止
む
に
止
ま
れ
ぬ

慈
悲
の
実
践
す
る
、
こ
れ
こ
そ
仏
教
福
祉
の
原
点
で
あ
ろ
う
。

　

渡
邉
海
旭
は
、
荻
原
雲
来
と
と
も
に
第
一
回
浄
土
宗
海
外
留
学
生

に
選
ば
れ
、
明
治
三
十
三
年
に
ド
イ
ツ
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
大
学
に

留
学
し
印
度
学
や
仏
教
哲
学
で
研
究
業
績
を
あ
げ
た
。
そ
れ
に
加
え

ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
社
会
改
良
主
義
の
影
響
を
受
け
、
社
会
事
業

や
慈
善
事
業
の
必
要
を
主
張
し
た
。
矢
吹
慶
輝
も
浄
土
宗
留
学
生
を

命
ぜ
ら
れ
、
大
正
四
年
四
月
に
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
英
国
に
渡
り

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
で
学
ん
だ
。
社
会
を
「
連
帯
共
同
体
」
と
理

解
し
、
宗
教
大
学
に
社
会
事
業
研
究
室
を
つ
く
り
、
地
方
社
会
福
祉

行
政
を
推
進
し
、
東
京
市
社
会
局
長
に
も
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
当

時
欧
州
お
け
る
最
新
の
社
会
政
策
を
、
社
会
政
策
の
立
ち
後
れ
た
わ

が
国
に
も
た
ら
し
、
社
会
事
業
の
祖
と
な
っ
た
。
長
谷
川
良
信
は
宗

教
大
学
予
科
（
現
大
正
大
学
）
に
入
学
し
渡
邉
海
旭
と
出
会
い
『
社

会
事
業
と
は
何
ぞ
や
』
を
著
し
、
児
童
養
護
施
設
「
マ
ハ
ヤ
ナ
学

園
」
や
淑
徳
大
学
を
設
立
し
た
。
椎
尾
弁
匡
は
東
京
帝
国
大
学
で
哲

学
科
宗
教
学
を
専
攻
し
て
姉
崎
正
治
教
授
に
師
事
し
、
浄
土
宗
の
社

会
化
に
尽
力
し
多
面
的
な
社
会
活
動
、「
共
生
」
活
動
を
提
唱
し
、

そ
の
実
現
の
た
め
「
共
生
会
」
の
設
立
、
国
会
議
員
と
し
て
政
治
活

動
も
行
っ
た
。
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
社
会
事
業
に
活
躍

し
た
諸
師
は
、
国
家
的
な
社
会
福
祉
体
制
が
未
熟
な
状
況
で
あ
っ
た

わ
が
国
に
海
外
か
ら
社
会
事
業
を
持
ち
込
み
、
実
施
し
、
発
展
さ
せ

た
。
戦
後
に
な
っ
て
社
会
福
祉
体
制
が
整
備
さ
れ
、
社
会
福
祉
機
能

は
宗
教
教
団
の
手
か
ら
国
家
や
自
治
体
に
移
っ
た
が
、
新
た
な
社
会

問
題
に
対
し
て
こ
の
方
法
論
は
こ
れ
か
ら
も
適
応
可
能
性
が
あ
る
。

二　

現
代
の
問
題
と
社
会
福
祉
ニ
ー
ズ

　

わ
が
国
は
社
会
福
祉
が
行
き
届
い
た
国
で
あ
る
。
社
会
福
祉
法
、

生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
薄
弱
者

福
祉
法
、
老
人
福
祉
法
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
、
社
会
福
祉
事
業

法
、
老
人
保
健
法
、
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
法
、
精
神
保
健
及
び

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
障
害
者
自
立
支
援
法
な
ど
を
は

じ
め
と
し
て
、
法
律
四
三
・
政
令
二
七
・
省
令
四
〇
に
基
づ
い
て

様
々
な
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
制

度
化
さ
れ
た
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
一
方
で
、
何
ら
か
の
社
会
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福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
る
、
独
居
老
人
の
孤
立
死
、
ニ
ー
ト

や
ひ
き
こ
も
り
、
自
死
・
自
殺
、
ホ
ー
ム
レ
ス
な
ど
現
代
の
問
題
が

起
き
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
仏
教
福
祉
の
立
場
か
ら
研
究
が
行
わ

れ
て
い
る
。
龍
谷
大
学
人
間
・
科
学
・
宗
教
オ
ー
プ
ン
・
リ
サ
ー

チ
・
セ
ン
タ
ー
で
は
「
現
代
に
生
き
る
仏
教
社
会
福
祉（
６
）」

の
研
究
を

行
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
現
代
社
会
の
社
会
問
題
に
つ
い
て
仏
教
福

祉
の
立
場
か
ら
い
か
に
対
応
す
る
か
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る

（
７
）（
８
）。

ま

た
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
の
政
策
企
画
部
に
よ
る
報
告
書
で
は
、

制
度
外
の
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
発
掘
と
、
そ
れ
ら

ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
の
組
織
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
提
言

が
行
わ
れ
て
い
る（
９
）。　

寺
院
の
公
益
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
社
会
に

つ
な
が
る
寺
院
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
財
団
法

人
全
国
青
少
年
教
化
協
議
会
付
属
臨
床
仏
教
研
究
所
で
は
、
そ
の
研

究
成
果
を
出
版
）
（0
（

し
て
お
り
仏
教
者
の
社
会
貢
献
の
事
例
を
紹
介
し
て

い
る
。
民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
（
株
）
三
菱
総
合
研
究
所
で
は
厚
生
労

働
省
平
成
（（
年
度
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
支
援
対
策
事
業
補
助
金
で
新

た
な
社
会
福
祉
需
要
の
関
連
す
る
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
研
究
事
例
か
ら
み
た
新
た
な
福
祉
ニ
ー
ズ
と
は
ど
ん
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

① 

新
た
な
福
祉
ニ
ー
ズ

　

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
政
策
委
員
会
は
、
二
〇
一
〇
年
に
発
表
し

た
「
全
社
協
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
中
で
、
現
在
の
福
祉
課
題
・
生
活

課
題
と
し
て
、
貧
困
、
孤
立
死
、
ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ
も
り
、
自
殺
、

ホ
ー
ム
レ
ス
、
ゴ
ミ
屋
敷
、
家
庭
内
で
の
高
齢
者
虐
待
や
児
童
虐
待
、

Ｄ
Ｖ
、
更
生
保
護
分
野
に
お
け
る
高
齢
者
、
知
的
障
害
者
へ
の
支
援

な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
三
菱
総
合
研
究
所
の
報
告
書
で
は
、
新
た
な

福
祉
需
要
と
し
て
社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
伴
う
低
所
得
者
や
ホ
ー

ム
レ
ス
へ
の
対
応
や
虐
待
防
止
へ
の
取
り
組
み
を
挙
げ
て
い
る
。
臨

床
仏
教
研
究
所
で
は
貧
困
、
不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
、
ニ
ー
ト
、
路

上
生
活
者
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
、
災
害
支
援
、
過
疎
化
・
自
死
・
孤

独
死
、
破
壊
カ
ル
ト
、
虐
待
・
ネ
グ
レ
ク
ト
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
新
た
な
福
祉
ニ
ー
ズ
を
も
た
ら
す
原
因
は
、
高
齢
化
・

過
疎
化
・
少
子
化
・
自
由
競
争
の
激
化
な
ど
様
々
な
原
因
が
考
え
ら

れ
る
が
、
因
果
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
り
、

原
因
を
追
及
し
た
り
社
会
制
度
の
修
正
を
し
て
い
る
間
に
も
自
体
が

益
々
悪
化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
事
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

象
に
対
し
て
は
ま
ず
救
済
の
手
を
打
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
伝
統

的
な
仏
教
福
祉
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
慈
悲
の
実
践
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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② 
仏
教
福
祉
の
活
動
主
体

　

仏
教
福
祉
の
担
い
手
は
、
僧
侶
個
人
か
寺
院
、
あ
る
い
は
教
団
と

な
ろ
う
。
保
育
、
障
害
者
福
祉
、
母
子
福
祉
施
設
、
介
護
施
設
な
ど

の
従
来
型
仏
教
福
祉
は
、
寺
院
の
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
僧
侶

が
経
営
や
労
働
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
福
祉

は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
、
独
居
老
人
の
孤
立
死
な
ど
社
会
の
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
か
ら
抜
け
落
ち
た
問
題
発
見
対
応
型
の
社
会
福
祉
で
あ
る
。

こ
れ
は
僧
侶
個
人
や
寺
院
単
独
で
は
限
定
さ
れ
た
救
済
し
か
で
き
な

い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
教
団
と
し
て
の
対
応
が
必
要
と
な
ろ
う
。

問
題
を
発
見
す
る
シ
ス
テ
ム
、
対
応
方
法
を
検
討
し
実
現
す
る
シ
ス

テ
ム
、
人
材
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
構
築
は
教
団
以
外
で
は
実
現

で
き
な
い
。
ま
た
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の

現
場
で
は
個
人
的
な
ス
キ
ル
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
か
よ
う
な
個

人
資
格
型
の
社
会
福
祉
に
対
応
す
る
た
め
の
教
育
機
関
も
教
団
と
し

て
保
有
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③ 

こ
れ
か
ら
の
仏
教
福
祉

　

最
近
の
社
会
状
況
は
、
格
差
社
会
と
か
下
流
社
会
と
か
い
わ
れ
て

い
る
。
少
子
・
高
齢
化
に
対
応
し
て
急
拡
大
す
る
医
療
費
、
年
金
な

ど
の
社
会
保
障
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
持
続
的
な
経
済
成
長
が
必
要

で
あ
る
と
し
て
、
自
由
貿
易
の
拡
大
と
規
制
緩
和
に
よ
る
自
由
競
争

の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
所
得
格
差
が
拡
大
し
て
お

り
、
今
後
は
格
差
が
再
生
産
さ
れ
る
社
会
に
陥
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
仏
教
者
、
寺
院
、
教
団
が
取
り
得
る
方
策

は
、
当
面
の
困
窮
者
の
救
済
で
あ
る
。
こ
れ
を
教
団
の
仏
教
福
祉
の

方
向
性
と
し
て
定
め
、
宗
内
外
有
識
者
に
よ
る
問
題
早
期
発
見
を
可

能
に
す
る
問
題
発
見
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
当
面
の
救
済
策
を
検
討

し
、
公
益
財
団
法
人
を
含
め
た
宗
内
諸
団
体
の
力
を
結
集
し
て
救
済

の
実
施
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
福
祉
の
あ
り
方
で
あ

る
と
考
え
る
。

１ 

浄
土
宗
総
合
研
究
所
仏
教
福
祉
研
究
会
編
『
浄
土
宗
の
教
え
と
福
祉
実
践
』

ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
二
年
五
月

２ 

佛
教
大
学
通
信
教
育
部
編
『
二
十
一
世
紀
の
社
会
福
祉
を
め
ざ
し
て
』
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
、
i
頁

３ 

長
谷
川
匡
俊
編
『
戦
後
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
歴
史
』
法
藏
館
、
二
〇
〇

七
年
五
月
、
二
四
三
～
二
五
一
頁

４ 

芹
川
博
通
『
仏
教
と
福
祉
―
共
済
主
義
と
共
生
主
義
―
』
北
樹
出
版
、
二

〇
〇
八
年
九
月
、
一
～
十
九
頁

５ 
石
川
到
覚
「
法
然
浄
土
教
の
福
祉
思
想
と
実
践
の
課
題
」
前
掲
資
料
１
、

二
四
一
～
二
四
七
頁

６ 

長
上
深
雪
編
『
現
代
に
生
き
る
仏
教
社
会
福
祉
』
法
藏
館
、
人
間
・
科

学
・
宗
教
Ｏ
Ｒ
Ｃ
研
究
叢
書
５
、
二
〇
〇
八
年
一
月
、

７ 

中
垣
昌
美
「
仏
教
社
会
福
祉
学
の
動
向
と
実
践
課
題
再
考
」
前
掲
資
料
６
、
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一
五
二
～
一
七
一
頁

８ 
中
垣
昌
美
「
仏
教
社
会
福
祉
の
地
域
福
祉
活
動
へ
の
参
加
と
社
会
的
貢
献
」

前
掲
資
料
６
、
一
七
五
～
一
八
五
頁

９ 

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
政
策
委
員
会
『
新
た
な
福
祉
課
題
・
生
活
課
題
へ

の
対
応
と
社
会
福
祉
法
人
の
役
割
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
』
社
会
福
祉
法

人
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
政
策
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
十
月

（0 

全
国
青
少
年
教
化
協
議
会
・
臨
床
仏
教
研
究
所
編
『「
臨
床
仏
教
」
入
門
』

白
馬
社
、
二
〇
一
三
年
十
一
月

（（ 

（
株
）
三
菱
総
合
研
究
所
『
新
た
な
社
会
福
祉
需
要
に
対
応
し
た
社
会
福
祉

法
人
の
安
定
的
運
営
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究　

報
告
書
』（
株
）
三
菱
総

合
研
究
所
人
間
・
生
活
研
究
本
部
、
二
〇
一
四
年
三
月



─ （8（ ─

増
上
寺
に
お
け
る
清
揚
院
殿
霊
廟
造
営
と
大
法
要

長　

田　

正　

澄

一
　

江
戸
時
代
の
増
上
寺
は
徳
川
家
の
菩
提
寺
と
し
て
、
ま
た
浄
土
宗

の
惣
録
所
と
し
て
宗
内
第
一
の
地
位
に
あ
っ
た
。
特
に
二
代
秀
忠
や

内
室
お
江
与
の
方
が
葬
ら
れ
て
以
降
、
将
軍
の
参
詣
や
年
忌
法
要
な

ど
を
通
し
て
密
接
な
関
係
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
将

軍
の
霊
廟
に
関
し
て
い
え
ば
、
二
代
秀
忠
（
台
徳
院
殿
）
霊
廟
造
営

以
後
、
六
代
家
宣
（
文
昭
院
殿
）
が
葬
ら
れ
る
ま
で
の
八
十
年
間
は

行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
代
家
光
が
日
光
山
、
四
代

家
綱
と
五
代
綱
吉
は
寛
永
寺
に
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
四
代
、
五
代
将
軍
の
葬
送
に
関
し
て
は
、
幕
府
へ
の
再
三
の
訴

え
も
む
な
し
く
、
増
上
寺
へ
の
霊
廟
造
営
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
徳
川
将
軍
家
の
菩
提
寺
と
し
て
の
地
位
が
揺
ら
ぐ
か
に
思
え

た
こ
の
時
期
、
将
軍
に
準
じ
て
増
上
寺
に
祀
ら
れ
た
人
物
が
い
た
。

そ
れ
が
六
代
家
宣
の
実
父
甲
府
宰
相
綱
重
（
清
揚
院
殿
）
で
あ
る
。

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
霊
廟
造
営（
１
）と
五
年
後
の
修
復
及
び
三
十

三
回
忌
法
要
は
、
六
代
家
宣
の
霊
廟
が
増
上
寺
に
造
営
さ
れ
る
ま
で

の
徳
川
家
と
の
関
係
を
み
る
上
で
、
注
目
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る（
２
）。

　

そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
こ
の
件（
３
）に
つ
い
て
お
も
に
『
江
戸
幕
府
日

記（
４
）』（
以
下
『
日
記
』）
と
増
上
寺
蔵
『
清
揚
院
殿
三
十
三
回
忌
勅
会

記
』（
以
下
『
勅
会
記
』）
を
も
と
に
考
察
し
て
み
た
い
。

二
　

徳
川
綱
重
（
以
下
清
揚
院
殿
）
は
三
代
将
軍
家
光
の
次
男
で
、
す

で
に
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
亡
く
な
り
小
石
川
伝
通
院
に
葬
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
長
男
綱
豊
（
の
ち
の
六
代
家
宣
）
が
五
代
将
軍

綱
吉
の
養
子
と
な
り
、
次
の
将
軍
に
な
る
こ
と
が
決
ま
る
と
増
上
寺
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へ
改
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
十
七
回
忌
に

あ
た
る
年
で
も
あ
っ
た
。『
日
記
』
同
年
七
月
三
十
日
条
に
よ
る
と
、

一
、
増
上
寺　

桂
昌
院
様　

御
仏
殿
料
七
百
石
、
内
百
五
拾
石

御
別
当
料
増
上
寺
所
化
恵
元
改
仏
心
院
、
百
石
番
僧
料
五
人
、

清
揚
院
様　

御
仏
殿
料
七
百
石
、
内
百
五
拾
石
御
別
当
料

増
上
寺
所
化
譜
碩
改
通
元
院
、
百
石
番
僧
料
五
人
、

と
あ
り
、
同
年
六
月
に
死
去
し
た
桂
昌
院
の
御
仏
殿
料
と
同
じ
七
百

石
が
清
揚
院
殿
霊
廟
造
営
の
た
め
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
後
十
月
五
日
に
遺
骸
は
増
上
寺
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
宝

塔
に
安
置
さ
れ
、
十
日
に
宝
塔
供
養
、
十
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
法

要
が
執
り
行
わ
れ
た
。『
日
記
』
同
年
十
月
十
四
日
条
に
よ
る
と
、

一
、
大（
家
宣
）

納
言
様
増
上
寺　

清
揚
院
様
御
仏
殿
江　

御
参
詣
、
御

供
侍
五
時
半
行
列
、
御
供
西
丸
御
側
衆
大
久
保
長（
教
寛
）

門
守
・

井
上
遠（
正
長
）

江
守
、

と
あ
る
よ
う
に
、
法
要
結
願
と
な
っ
た
こ
の
日
は
じ
め
て
家
宣
が
参

詣
し
た
。
し
か
し
こ
の
日
は
『
日
記
』
同
日
条
に
「
公
方
様
よ
り
者

御
名
代
無
之
」
と
あ
っ
て
、
将
軍
綱
吉
の
参
詣
も
代
参
も
行
わ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
参
詣
も
家
宣
に
よ
る
年
二
回
の
参
詣

以
外
は
、
将
軍
綱
吉
の
代
参
は
行
わ
れ
ず
、
西
丸
付
属
の
老
中
に
よ

る
代
参
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
は
将

軍
と
同
等
の
祀
ら
れ
方
を
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
将

軍
継
嗣
と
な
っ
た
家
宣
の
実
父
と
し
て
祀
ら
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
　

次
に
家
宣
が
六
代
将
軍
と
な
っ
た
翌
年
で
あ
る
宝
永
七
年
（
一
七

一
〇
）
の
霊
廟
修
復
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
そ
の
準
備
が
始
ま
っ

た
の
は
同
年
五
月
で
、
八
月
に
は
家
宣
に
よ
る
特
別
な
扱
い
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。『
文
露
叢（
５
）』

同
年
八
月
九
日
条
に
よ

る
と
「
清
揚
院
殿
仏
殿
料
三
百
石
御
加
増
、
都
合
千
石
ニ
成
」
と
あ

り
、
も
と
は
桂
昌
院
殿
料
と
同
じ
七
百
石
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
度
新

た
に
三
百
石
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
輝
光
卿
記（
６
）』
同
年
八
月

二
十
三
日
条
に
「
辰
刻
永
資
参
内
、
依
故
権
中
納
言
源
朝
臣
綱
重
贈

征
夷
大
将
軍
宣
下
也
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
日
綱
重
へ
の
征
夷
大
将
軍

追
贈
宣
下
が
あ
り
、
そ
の
四
日
後
の
『
輝
光
卿
記（
７
）』
八
月
二
十
七
日

条
に
は
「
今
日
故
征
夷
大
将
軍
源
綱
重
贈
太
政
大
臣
正
一
位
宣
下

也
」
と
あ
っ
て
、
太
政
大
臣
正
一
位
が
追
贈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
家
宣
は
征
夷
大
将
軍
の
追
贈
に
続
い
て
、
前
年
に
死

去
し
た
五
代
綱
吉
を
は
じ
め
歴
代
将
軍
に
並
ぶ
太
政
大
臣
正
一
位
の

追
贈
を
願
い
出
る
な
ど
、
清
揚
院
殿
を
歴
代
将
軍
と
同
等
に
祀
ろ
う
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と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
回
の
法
要
に
向
け
て
準
備
し
て
き
た

こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
日
記
』
閏
八
月
二
十
四
日
条

に
よ
る
と
、

一
、
清
揚
院
様
御
仏
殿
之　

勅
額
仙
洞
御
筆

二
条
在
番
之
大
御
番

酒
井
下
総
守
組
之
組
頭
江
原
五
郎
左
衛
門
、
同
組
大
久
保

新
六
郎
宰
領
ニ
而
今
朝
伝　

奏
屋
敷
迄
持
参
、（
中
略
）

 

勅
額
之
箱
明
之
御
目
付　

御
同
朋
頭
差
添
、
御
黒
書
院
江

表
坊
主
ニ
為
持
兼
而
御
上
段
江
う
す
へ
り
敷
置
之　

勅
額

置
之
、（
中
略
）

一
、
御
黒
書
院　

出
御
、
勅
額
被
遊　

上
覧

と
あ
り
、
閏
八
月
二
十
四
日
に
は
勅
額
が
江
戸
に
到
着
し
、
江
戸
城

内
の
黒
書
院
上
段
の
間
に
置
か
れ
て
家
宣
の
上
覧
が
あ
っ
た
と
い
う
。

村
上
博
了
氏
は
『
増
上
寺
史
』
の
中
で
「
勅
額
は
将
軍
家
の
葵
紋
と

御
霊
牌
と
御
宝
塔
に
対
す
る
崇
敬
と
も
な
り
、
幕
府
権
力
の
表
示
と

同
時
に
社
会
生
活
の
秩
序
を
正
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
将
軍

家
へ
の
崇
敬
と
幕
府
権
力
の
象
徴
と
し
て
、
将
軍
の
霊
廟
に
ふ
さ
わ

し
い
勅
額
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
増
上
寺
蔵
「
清
揚
院
様

御
霊
屋
図
」
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
に
建
て
ら
れ
た
護
国
殿

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
霊
廟
の
様
子
を
伝
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
惣
門
か
ら
真
っ
直
ぐ
伸
び
る
参
道
正

面
の
門
が
勅
額
門
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
日
記
』
同
年

六
月
二
十
九
日
条
に
「
清
揚
院
様
御
仏
殿
御
修
補
ニ

付
而
、
今
日
酉

刻
外
遷
座
」
と
あ
り
、
家
宣
は
法
要
を
前
に
霊
廟
修
復
を
行
う
な
ど

着
々
と
準
備
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
　

こ
う
し
て
霊
廟
が
整
備
さ
れ
、
同
年
九
月
に
清
揚
院
殿
三
十
三
回

忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
始
ま
り
は
九
月
八
日
の
万
部
開
白

法
要
で
、
十
日
に
は
中
日
を
迎
え
、
十
二
日
に
は
万
部
法
要
結
願
と

な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
万
部
法
要
と
は
、
将
軍
家
の
葬
儀
や
年
忌
法
要
で
執
り

行
わ
れ
る
も
の
で
、
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
の
台
徳
院
殿
二
十
七

回
忌
法
要
を
記
録
し
た
『
万
部
記（
８
）』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
は
「
読
経

之
衆
」
と
し
て
堂
内
に
一
千
百
人
の
僧
侶
が
集
ま
り
、
浄
土
三
部
経

の
読
誦
が
五
日
間
勤
め
ら
れ
て
い
る
。
一
日
ご
と
に
「
浄
土
三
部
経

二
千
二
百
部
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
毎
日
二
部
ず
つ
読
誦
し

て
五
日
間
の
合
計
が
一
万
部
に
到
達
す
る
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
清
揚
院
殿
三
十
三
回
忌
法
要
も
『
勅
会
記
』
に

「
一
日
二
千
部
充
、
依
開
白
法
要
迄
日
数
五
日
」
と
あ
り
、
五
日
間

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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さ
て
、
清
揚
院
殿
の
万
部
法
要
が
終
わ
る
と
十
三
～
十
四
日
に
勅

会
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。「
勅
会
」
と
は
、
将
軍
家
の
法
要
に
勅

使
が
下
向
し
、
焼
香
お
よ
び
贈
経
が
行
わ
れ
る
法
要
の
こ
と
で
あ
る
。

増
上
寺
に
お
け
る
勅
会
法
要
は
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
の
台
徳

院
殿
五
十
回
忌
法
要
以
来
二
十
九
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

勅
会
法
要
の
内
容
に
つ
い
て
は
『
勅
会
記
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
増
上
寺
の
月
番
を
勤
め
て
い
た
随
学
が
記
録
し
た
も

の
で
、
表
紙
裏
面
に
は

勅
会
御
法
事
始
終
之
式
、
宝
永
七
寅
年
之
類
聚
ニ
記
之
、
又
同

年
八
月
九
月
両
度
之
日
鑑
ニ
有
之
、
但
右
類
聚
・
日
鑑
ハ
此
記

録
未
清
書
出
来
、
以
前
任
見
聞
記
之
、

と
あ
り
、
当
時
ま
だ
清
書
で
き
て
い
な
か
っ
た
類
聚
・
日
鑑
に
か
わ

っ
て
前
任
者
か
ら
見
聞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
類
従
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

が
、『
増
上
寺
史
料
集
』
四
巻
の
解
題
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

伽
藍
経
営
や
霊
廟
の
修
新
に
関
わ
る
こ
と
を
ま
と
め
た
『
漢
文
類

聚
』
が
現
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
時
代
の
日
鑑（
９
）に
も
詳
細
な

記
載
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
史
料
は
清
揚
院
殿
の
三
十
三
回

忌
法
要
を
知
る
上
で
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料

に
よ
る
と
、
今
回
の
勅
会
法
要
の
導
師
は
知
恩
院
宮
尊
統
法
親
王
で
、

そ
の
他
参
列
の
人
員
は
増
上
寺
門
周
、
由
緒
寺
院
並
び
に
檀
林
寺
院
、

所
化
月
行
事
、
増
上
寺
塔
頭
な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
衣
体
が
定
め
ら

れ
て
い
た
。
塔
頭
寺
院
の
衣
体
は
、

中
﨟
以
下
ハ
色
袈
裟
ヲ
著
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ワ
ス
、
然
モ
勅
会
出

勤
ノ
日
ハ
格
別
ノ
大
法
会
タ
ル
ヲ
以
テ
、
中
﨟
タ
リ
ト
云
モ
色

袈
裟
聴
著
可
然
之
旨　

門
主
ヨ
リ
モ
命
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
依
テ
、
大

僧
正
許
容
有
テ
、
十
三
日
十
四
日
共
ニ
同
ク
色
袈
裟
大
衣
ヲ
著

服
セ
ラ
ル

と
あ
り
、
本
来
中
﨟
以
下
の
色
袈
裟
着
用
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、

「
格
別
の
大
法
会
」
で
あ
る
か
ら
尊
統
法
親
王
の
指
示
に
よ
り
増
上

寺
門
周
の
許
可
が
お
り
た
の
で
あ
る
。
ま
た
声
明
に
つ
い
て
は
、

台
徳
院
様
三
十
三
回
御
忌
ノ
勅
会
ニ
ハ
、
当
山
塔
頭
十
二
人
ニ

テ
声
明
ヲ
勤
ム
、
京
都
ヨ
リ
六
役
職
衆
召
下
サ
ル
ヽ
事
ナ
シ
、

此
度
ハ
懺
法
等
新
ニ
執
行
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
依
テ
、
京
都
ニ
テ
六
役

塔
頭
ノ
中
ニ
兼
テ
稽
古
セ
シ
メ
玉
フ
故
召
連
ラ
レ
シ
ナ
リ
、

と
あ
り
、
台
徳
院
殿
三
十
三
回
忌
で
は
増
上
寺
塔
頭
十
二
人
で
勤
め

た
が
、
今
回
は
阿
弥
陀
懺
法
等
を
新
た
に
執
り
行
う
の
で
、
知
恩
院

塔
頭
の
僧
侶
に
声
明
の
稽
古
を
さ
せ
て
連
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
内
容
を
吟
味
し
な
が
ら
、
事
前
に
準
備
を
し
て
き
た
こ

と
が
わ
か
る
。
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ま
た
増
上
寺
に
は
な
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

勅
額
門
ヨ
リ
唐
門
迄
障
子
廊
下
ア
リ
、
薄
縁
地
布
如
前
唐
門
ノ

南
方
ニ
舞
台
ア
リ
、
右
方
左
方
ニ
仮
屋
ア
リ
、
縵
（
幔
）幕

ヲ
引
、
金

屏
風
ヲ
タ
テ
、
楽
器
ヲ
飾
リ
、
伶
人
列
居
セ
リ
、
仮
屋
ノ
前
ニ

大
太
鼓
鉦
皷
ヲ
飾
レ
リ
、
惣
シ
テ
聞
ニ
大
太
鼓
鉦
皷
ハ
上
野
ヨ

リ
来
ル
、
其
外
ノ
楽
器
楽
人
ノ
装
束
ハ
日
光
山
ヨ
リ
来
ル
ヨ
シ

こ
れ
に
よ
る
と
、
仮
屋
の
前
に
置
か
れ
た
大
太
鼓
及
び
鉦
鼓
は
寛
永

寺
の
も
の
、
そ
の
他
の
楽
器
や
楽
人
の
装
束
な
ど
は
日
光
山
（
輪
王

寺
）
か
ら
運
ば
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
増
上
寺
は
五
年
前
の
宝
永

二
年
（
一
七
〇
五
）
閏
四
月
一
日
に
火
災
が
起
き
て
い
る
こ
と
か
ら）

（0
（

、

そ
の
際
に
大
太
鼓
や
鉦
鼓
な
ど
を
焼
失
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
前
年
に
は
寛
永
寺
で
五
代
綱
吉
の
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
ら
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
規
模
の
法
要
を
執

り
行
お
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　

こ
の
よ
う
に
宝
永
七
年
の
霊
廟
修
復
と
三
十
三
回
忌
法
要
は
き
わ

め
て
大
々
的
で
あ
っ
た
。
家
宣
は
勅
会
万
部
法
要
と
い
う
台
徳
院
殿

と
同
規
模
の
法
要
を
執
り
行
わ
せ
、
将
軍
権
力
の
象
徴
と
も
な
る
勅

額
を
霊
廟
に
掲
げ
る
な
ど
、
実
父
綱
重
へ
の
特
別
な
思
い
が
感
じ
ら

れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
前
年
に
六
代
将
軍
と
な
っ
た
家
宣
が
四
代
家

綱
、
五
代
綱
吉
と
同
様
に
三
代
家
光
の
系
譜
を
引
く
と
い
う
出
自
の

正
当
性
を
主
張
し
、
確
固
た
る
政
権
を
築
く
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
増
上
寺
側
か
ら
み
れ
ば
、
台
徳
院
殿
以
来
の
将
軍
の
霊
廟
造

営
で
あ
り
、
そ
し
て
台
徳
院
殿
五
十
回
忌
以
来
の
勅
会
万
部
法
要
で

あ
っ
た
か
ら
、
備
品
の
調
達
や
次
第
の
吟
味
な
ど
を
行
っ
て
盛
大
に

執
り
行
お
う
と
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
十
月
、
家
宣
は
増
上
寺
へ
埋
葬
す
る
よ

う
に
と
の
遺
言
を
残
し
て
没
す
る
。
そ
の
臨
終
に
念
仏
を
授
け
た
の

は
『
三
縁
山
志
）
（（
（

』
な
ど
に
よ
れ
ば
当
時
増
上
寺
住
職
に
な
っ
て
い
た

祐
天
で
あ
る
。
祐
天
は
宝
永
二
年
の
改
葬
当
時
に
伝
通
院
住
職
で
あ

っ
た
。
も
し
推
測
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
祐
天
は
改
葬
お
よ
び
霊

廟
修
復
に
な
ん
ら
か
の
関
与
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

本
稿
で
は
祐
天
及
び
大
奥
な
ど
と
の
関
係
に
ま
で
触
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

１　

御
霊
屋
あ
る
い
は
御
仏
殿
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
で
は
霊
廟
に
統
一
す

る
。

２　

タ
イ
ト
ル
の
「
大
法
要
」
と
は
、『
縁
山
志
』
巻
十
（『
浄
土
宗
全
書
』
十

九
巻
）
の
「
同
十
月
五
日
前
後
三
位
清
揚
院
殿
の
霊
體
を
伝
通
院
よ
り
本
堂
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後
へ
御
改
葬
御
追
贈
大
法
会
あ
り
」
に
基
づ
く
が
、
本
稿
で
は
同
七
年
の
霊

廟
修
復
と
三
十
三
回
忌
法
要
も
含
め
て
取
り
扱
う
。

３　

従
来
の
研
究
で
は
村
上
博
了
氏
『
増
上
寺
史
』
や
吉
水
成
正
氏
「
増
上
寺

と
江
戸
幕
府
」（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
４
・
（
合
併
号
）
に
よ
り
触
れ

ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
伊
坂
道
子
氏
「
増
上
寺
の
清
揚
院
霊
廟
に
つ
い
て
」

（『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
』
一
九
九
九
年
九
月
号
）
に
お
い

て
建
築
史
の
観
点
か
ら
霊
廟
の
建
造
物
構
成
に
関
し
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

勅
会
法
要
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

４　
『
江
戸
幕
府
日
記
』
は
特
に
注
記
が
な
い
場
合
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
利
用
し
た
。

５　
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
第
四
十
八
巻
所
収

６　
『
中
御
門
天
皇
実
録
』
第
一
巻
所
収

７　

註
６
に
同
じ

８　
『
増
上
寺
史
料
集
』
第
九
巻

９　

宇
高
良
哲
著
『
増
上
寺
日
監
』

（0　
『
常
憲
院
殿
御
実
記
』（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
十
三
巻
）、

（（　
『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
九
巻
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と
も
に
極
楽
に
生
じ
て
仏
道
を
成
ぜ
ん

勝  

部  

正  

雄

　

平
成
２
７
年
度
の
「
大
会
テ
ー
マ
」
を
受
け
、
提
起
さ
れ
て
い
る

課
題
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
実
践
報
告
を
行
う
。

1.　

現
代
社
会
と
現
代
人
の
特
性

　

大
会
テ
ー
マ
入
る
前
に
、
対
象
と
す
る
現
代
社
会
及
び
そ
の
社
会

に
生
存
し
て
い
る
【
現
代
人
の
特
質
】
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。　

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
生

活
の
場
で
は
次
の
三
点
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

①　

人
間
中
心
主
義
（
私
た
ち
は
自
己
を
最
優
先
に
中
心
と
し
て
生

き
て
い
る
。）

　

法
然
上
人
の
『
登
山
状
』
に

　
「
正
に
今
、
多
生
曠
劫
を
経
て
も
、
生
ま
れ
難
き
人
界
に
生

ま
れ
、
無
量
劫
を
送
り
て
も
、
遇
い
難
き
仏
教
に
遇
え
り
。　　

釈
尊
の
在
世
に
遇
わ
ざ
る
事
は
悲
し
み
な
り
と
雖
も
、
教
法
流

布
の
世
に
遇
う
事
を
得
た
る
は
、
こ
れ
喜
び
な
り
。」「
こ
こ
に

我
等
、
如
何
な
る
宿
縁
に
応
え
、
如
何
善
業
に
よ
り
て
か
、
仏

法
流
布
の
時
に
生
ま
れ
て
、
生
死
解
脱
の
道
を
聞
く
事
を
得
た

る
。
然
る
を
、
今
遇
い
難
く
し
て
遇
う
事
を
得
た
り
。」
と
、

難
値
得
遇
の
意
義
の
深
さ
と
こ
の
上
の
な
い
お
慶
び
を
お
示
し

く
だ
さ
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ

う
か
。

　

人
間
の
知
識
と
能
力
は
最
高
で
あ
り
、
人
は
万
物
の
霊
長
で
あ
る

と
自
負
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
超
え
た
叡
知
や

機
能
は
全
く
存
在
し
な
い
と
認
識
し
て
い
る
人
が
多
い
。
一
九
世
紀

の
哲
学
者
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
こ
と
ば
に
「
昔
は
神
が
人
を
創

っ
た
。
今
は
人
間
が
神
を
創
る
。」
と
の
言
葉
は
そ
の
こ
と
を
物
語
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っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
も
し
神
仏
が
あ
る
と
し
て
も
、
極
め
て
個

人
的
な
所
作
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
は
人
間
の
情
緒
的
発
想
と
神
仏

も
人
間
の
創
作
の
範
疇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

人
間
の
英
知
を
超
え
た
真
理
へ
の
畏
敬
や
憧
憬
の
姿
を
見
る
こ
と
が

少
な
く
、
神
仏
な
き
社
会
・
神
仏
な
き
人
生
を
過
ご
し
て
い
る
現
状

で
あ
る
。
よ
っ
て
「
教
法
流
布
の
世
に
遇
う
事
を
得
た
る
は
、
こ
れ

喜
び
な
り
。」「
然
る
を
、
今
遇
い
難
く
し
て
遇
う
事
を
得
た
り
。」

と
い
う
実
感
が
日
常
生
活
の
場
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②　

唯
物
論
的
発
想
と
思
考
（
こ
の
世
は
物
質
の
集
ま
り
で
あ
り
、

生
命
と
は
物
質
の
中
の
一
現
象
（
働
き
）
に
し
か
過
ぎ
な
い
。）

　
「
物
質
ま
た
は
存
在
」
と
「
心
・
生
命
・
真
理
」
と
の
関
係
に
お

い
て
、
ど
ち
ら
が
重
要
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
の
か
と
見
つ
め
た
時
、「
物
質
ま
た
は
存
在
」
が
よ
り
確
か
な
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
一
八
世
紀
の
近
代
唯
物
論
の
論
述
に
始
ま
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
物
質
的
な
も
の
の
客
観
的
存
在

を
重
視
す
る
と
こ
ろ
に
認
識
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
発
想
線
上
に
沿
っ

て
思
想
が
あ
り
生
活
態
度
が
あ
る
と
見
え
る
。

　

そ
の
発
想
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
す
べ
て
物
質
に

視
点
が
置
か
れ
、
霊
魂
・
生
命
・
霊
性
な
ど
も
物
体
の
あ
る
作
用

（
生
命
は
物
質
界
の
一
現
象
）
と
し
て
説
明
さ
れ
、
神
仏
の
存
在
は

空
想
・
創
作
の
所
産
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
唯
物
論
的
発
想
と
思
考
は
、
そ
の
後
の
社
会
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
人
は
経
典
・
聖
書
と
寺
院
・
教
会
の
権
威
か
ら
離
れ
、
無

神
論
が
常
識
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

③　

自
他
断
絶
と
自
己
防
衛
の
世

　

私
と
他
人
、
人
間
と
動
物
や
植
物
、
人
間
と
自
然
と
い
う
関
わ
り

は
、
直
感
的
・
本
能
的
に
深
い
連
鎖
が
あ
る
と
は
受
け
止
め
ら
れ
て

い
な
い
。
自
他
と
も
に
か
け
離
れ
た
関
係
と
見
る
こ
と
が
多
く
、
関

わ
り
を
通
じ
て
自
己
の
合
理
的
利
益
を
優
先
し
、
利
用
す
る
考
え
方

に
陥
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
と
対
象
と
い
う
二
元
論
的
な
発

想
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
、
他
と
の
競
争
が
あ
り
、
他
と
の
対
立
が
あ
り
、
他
と

の
争
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
中
傷
誹
謗
等
の
心
労
も
と
も
な
い
、
恨

み
と
な
り
、
排
除
と
な
り
、
殺
戮
と
な
る
状
況
を
生
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
断
絶
の
発
想
が
、
対
象
を
支
配
・
制
覇
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ

り
自
己
の
幸
福
・
快
適
・
願
い
通
り
へ
と
進
む
と
認
識
さ
れ
る
（
自

然
を
制
覇
す
る
こ
と
が
文
明
の
目
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
人
類
に
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幸
福
が
実
現
す
る
と
考
え
る
）
に
至
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
常
に
一
面
的
合
理
性
の
追
求
と
闘
争
の
連
鎖
を
生

み
、
強
き
者
が
弱
き
者
を
利
用
・
支
配
・
排
除
・
殺
戮
に
ま
で
至
る

社
会
の
現
象
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
点
が
融
合
し
な
が
ら
織
り
成
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
と
現

代
人
の
心
に
は
、
反
仏
教
的
感
性
と
思
考
と
行
動
が
定
着
し
て
い
る

現
状
が
あ
る
。
そ
の
閉
塞
感
、
お
よ
び
こ
の
流
れ
の
行
く
先
は
？
と
、

不
安
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
混
迷
の
世
に
「
法
然
上
人
の
浄

土
教
」
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
け
る
の
か
。
そ
し
て
、
ど
の
よ

う
に
意
義
あ
る
人
生
・
安
穏
な
く
ら
し
・
和
合
の
社
会
が
実
現
さ
れ

て
往
く
の
か
。
法
然
上
人
、
世
に
出
て
く
だ
さ
っ
て
以
降
の
大
変
革

に
今
日
差
し
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
浄
土
宗
存
続
の
危
機
は
、
即
、

同
時
に
人
間
の
生
存
の
危
機
感
に
直
面
し
て
い
る
現
状
と
言
え
る
。

如
何
に
し
て
阿
弥
陀
仏
の
救
済
に
出
遇
う
環
境
・
縁
が
整
う
の
か
。

そ
の
成
す
べ
き
時
が
こ
の
八
百
年
の
大
遠
忌
で
あ
っ
た
と
考
え
、
実

に
世
間
の
仏
教
化
を
切
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

梁
瀬
義
亮
著
・『
仏
陀
よ
』
刊
・
地
湧
社
よ
り
を
参
照

2.　

�「
法
然
上
人
の
み
教
え
が
、
現
代
社
会
に
い
か
な
る

意
義
を
持
つ
の
か
。」
を
考
え
る
。

　
「
清
浄
な
本
心
と
は
、
言
葉
を
変
え
て
い
え
ば
仏
性
で
あ
る
。
仏

性
と
は
、
す
な
わ
ち
仏
の
種
で
あ
る
。

　

レ
ン
ズ
を
取
っ
て
太
陽
に
向
か
い
、
も
ぐ
さ
を
当
て
て
火
を
求
め

る
と
き
に
、
火
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
太
陽
と
レ
ン
ズ

と
は
あ
い
へ
だ
て
た
る
こ
と
遠
く
、
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ

ど
も
、
太
陽
の
火
が
レ
ン
ズ
を
縁
と
し
、
も
ぐ
さ
の
上
に
現
れ
た
こ

と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
ま
た
、
も
し
も
太
陽
が
あ
っ
て
も
、
も
ぐ

さ
に
燃
え
る
性
質
が
な
け
れ
ば
、
も
ぐ
さ
に
火
は
起
こ
ら
な
い
。」

と
。『
仏
教
聖
典
』
第
三
章
・
二
を
抜
粋
・
刊
・
仏
教
伝
道
協
会

　

私
た
ち
は
不
十
分
こ
の
上
の
な
い
存
在
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
人

間
と
は
、
本
願
の
か
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

「
仏
性
」
の
与
え
ら
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
仏
性
で
あ
る
も
ぐ
さ
に
、
仏
の
陽
光
を
「
仏
の
智
慧
」
と
言

う
レ
ン
ズ
で
受
け
た
な
ら
ば
、
た
や
す
く
太
陽
の
光
で
も
ぐ
さ
が
点

火
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
信
は
自
ず
か
ら
火
を
放
つ
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
私
に
、
信
の
火
を
与
え
て
く
れ
る
「
仏
の
智
慧
」
と
は
「
五
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種
正
行
」
で
あ
る
。

　

仏
教
の
知
識
を
一
切
持
っ
て
い
な
い
人
が
、
く
ら
し
の
中
で
行
わ

れ
た
「
五
種
正
行
」
に
よ
り
、
程
度
の
差
こ
そ
違
え
ど
も
、
六
波
羅

密
の
行
為
を
内
存
す
る
姿
に
変
わ
り
、「
仏
教
的
意
義
の
深
さ
を
得

た
人
」
を
何
度
か
拝
見
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
体
験

に
こ
そ
、
現
代
の
私
た
ち
が
更
正
さ
れ
て
行
く
先
に
往
生
へ
と
導
か

れ
る
縁
が
確
定
す
る
と
信
じ
る
。

　
「
五
種
正
行
」
へ
の
謙
虚
な
仰
信
が
、
一
分
の
狂
い
も
な
く
「
な

が
む
る
人
の
こ
こ
ろ
に
ぞ
す
む
」
を
現
象
さ
せ
る
事
実
を
、
住
職
で

あ
れ
ば
檀
信
徒
に
実
感
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
自
ず
か
ら
得

ら
れ
た
功
徳
は
、
次
の
三
分
野
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

　

①　

自
己
の
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
常
に
認
め
、
そ
の
一
方
で
無
心
の

五
種
正
行
に
努
め
、
他
に
対
し
て
謙
虚
に
し
て
親
切
、
明
る
さ
と
誠

実
さ
を
秘
め
、
成
し
終
え
た
こ
と
を
手
柄
と
さ
れ
ず
、
一
隅
を
照
ら

さ
れ
た
人
生
。

　

②　

自
己
の
有
限
的
生
存
を
深
く
自
覚
し
、
同
時
に
永
久
の
生
命

に
生
き
て
往
く
「
不
死
の
道
」
を
仰
ぎ
、
輝
か
し
き
浄
土
へ
こ
こ
ろ

遊
ば
せ
、
後
に
続
く
人
に
浄
土
の
実
在
を
感
じ
さ
せ
て
往
か
れ
た
人

生
。

　

③　

生
存
の
慶
び
を
い
た
だ
か
れ
、
安
穏
な
人
生
を
過
ご
さ
れ
た

方
。
念
仏
の
功
徳
・
護
念
・
滅
罪
の
徳
の
体
験
を
得
ら
れ
た
人
生
。

3.　

�「
共
生
」
の
思
想
を
ふ
ま
え
て
社
会
へ
の
仏
教
実
践

に
つ
い
て
。

　

法
然
上
人
の
浄
土
開
宗
よ
り
五
百
年
の
歴
史
が
受
け
継
が
れ
た
江

戸
時
代
。
い
よ
い
よ
十
七
世
紀
頃
か
ら
村
々
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
、

各
家
庭
で
は
仏
壇
を
設
け
、
念
仏
の
声
と
よ
き
香
り
が
漂
う
豊
か
な

集
落
が
形
成
さ
れ
、「
五
種
正
行
」
が
人
々
に
定
着
し
、
実
に
、
世

界
に
例
を
見
な
い
仏
教
生
活
が
日
々
の
く
ら
し
の
中
に
根
づ
い
た
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
社
会
の
底
流
に
仏
法
が
あ
り
、
人
生
に
確
か
な

帰
依
処
を
会
得
し
た
生
活
が
確
立
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
世
界
の
知

識
者
は
、「
地
球
上
で
最
も
神
仏
に
近
い
民
族
で
あ
る
。」
と
驚
異
し

た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
り
、「
生
命
に
関
す
る
無
知
が
人
間
の

智
恵
の
特
徴
で
あ
る
。」（
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
こ
と
ば
）
と
の
言
葉
知
ら

ず
と
も
、
無
知
の
輩
を
自
覚
し
「
仏
の
智
慧
に
依
ら
な
け
れ
ば
人
に

な
れ
な
い
」
と
の
厚
い
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
実
践
こ

そ
浄
土
宗
徒
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
。

　

現
在
社
会
へ
働
き
か
け
る
「
共
生
の
実
践
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

個
々
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
な
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
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て
い
る
が
、
私
の
考
え
る
「
共
生
」
は
「
総
願
偈
」
に
お
け
る
「
自

他
法
界
利
益
を
同
う
し
共
に
極
楽
に
生
じ
て
仏
道
を
成
ぜ
ん
」
で
あ

る
と
受
け
止
め
て
い
る
。
特
に
、「
共
生
の
実
践
」
と
は
、
社
会
的

な
奉
仕
活
動
も
世
へ
の
貢
献
も
尊
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も

最
も
第
一
に
据
え
て
き
た
こ
と
は
「
す
べ
て
の
生
命
が
、
献
身
的
な

他
者
か
ら
の
施
し
に
よ
り
生
存
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
事
実
に
め
ざ

め
、
自
他
共
に
、
仏
心
に
よ
る
大
功
徳
は
、
私
た
ち
の
称
名
念
仏
の

一
途
な
正
行
に
よ
る
。」
と
信
じ
、
十
七
世
紀
来
の
歩
み
を
続
け
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。　

実
に
、
拙
い
実
践
で
あ
る
が
、
名
も
な
き
人

の
如
来
か
ら
受
け
ら
れ
た
功
徳
の
大
き
さ
は
無
量
で
あ
っ
た
こ
と
を

今
日
の
人
々
に
お
伝
え
し
た
い
。

【
現
代
社
会
へ
の
共
生
の
実
践
（
仰
信
の
時
と
場
と
行
の
設
定
）】
五

種
正
行
に
よ
る
世
間
の
仏
教
化
を
図
る
。

　

檀
家
四
五
戸
・
信
徒
三
一
戸
・
人
口
二
五
八
人
。
地
域
は
一
一
五

戸
人
口
三
二
八
人
・
地
域
に
神
社
・
他
寺
一
・
教
会
一

①　

檀
信
徒
を
同
行
と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
。
ど
の
会
も
生
活
に

な
じ
み
四
十
年
は
経
過
し
て
い
る
。

　

子
ど
も
会
活
動
・
夏
休
み
中
、
中
学
生
は
午
前
五
時
に
集
合
し
、

六
時
半
ま
で
自
学
自
習
を
す
る
。
質
問
は
参
考
書
を
提
示
す
る
。

　

小
学
生
は
午
前
六
時
半
に
集
合
。
小
・
中
学
生
と
も
に
ラ
ジ

オ
体
操
し
、
そ
の
後
「
十
分
勤
行
」
後
、
中
学
生
帰
路
へ
。

　

小
学
生
は
午
前
七
時
か
ら
八
時
ま
で
自
学
自
習
を
す
る
。
質

問
は
中
学
生
有
志
先
生
が
指
導
す
る
。
八
時
以
降
お
遊
び
。

 

約
三
十
六
年
し
平
成
十
八
年
よ
り
休
会
と
な
っ
た
が
、
こ

の
力
は
今
日
の
大
人
を
創
っ
た
と
考
え
る
。

　

青
年
会
・
二
十
分
勤
行
・（
地
縁
を
自
覚
し
懇
親
を
図
り
奉
仕
作

業
等
）
月
一
回
開
催
。
参
加
者
十
名
乃
至
五
名
。

　

壮
年
会
・
三
十
分
勤
行
・（
阿
弥
陀
経
典
拝
読
・
地
縁
を
自
覚
し

仕
事
を
生
か
し
村
興
し
の
懇
親
。）
月
一
回
。
参
加
者
二
十
名
程
。

　

婦
人
会
・
三
十
分
勤
行
・（
詠
唱
奉
納
・
地
縁
を
自
覚
し
仕
事
を

生
か
し
村
興
し
の
懇
親
。）
月
一
回
。
参
加
者
二
十
名
程
。

　

老
人
会
・
三
十
分
勤
行
・（
別
時
念
仏
・
法
話
・
座
談
会
）
月
一

回
。
参
加
者
二
十
五
名
程
。

　

ど
の
会
も
素
朴
で
和
や
か
で
支
え
合
い
が
あ
る
。
こ
の
集
い
の
功

徳
と
し
て
年
間
法
要
へ
の
参
加
と
勤
行
が
定
着
し
て
い
る
。

②　

広
報
活
動

　

寺
報
発
行
・
Ａ
４
版
４
Ｐ
編
集
・
一
九
七
〇
年
創
刊
・
年
間
十
八

号
発
刊
・
本
年
末
八
二
〇
号
と
な
る
。

　

は
が
き
伝
道
・
メ
ー
ル
発
信
等
・
中
陰
中
に
毎
週
一
回
行
っ
て
い

る
。
親
族
の
別
離
は
新
た
な
出
逢
い
。
別
れ
て
も
離
れ
な
い
。
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③　

年
間
の
法
要

　

修
正
会
・
御
忌
（
二
日
間
・
雅
楽
奉
納
・
法
話
）・
春
秋
の
お
彼

岸
（
七
日
間
・
阿
弥
陀
経
典
和
訳
・
念
仏
・
法
話
）・
釈
尊
の
三
大

聖
日
法
要
（
降
誕
会
・
成
道
会
・
涅
槃
会
）・
施
餓
鬼
法
要
（
一
日

で
終
日
勤
行
）・
お
十
夜
（
五
日
間
毎
夜
・
念
仏
・
法
話
）　

毎
月
一

日
礼
拝
会
（
午
前
五
時
よ
り
六
時
・
勤
行
・
礼
拝
・
年
間
十
二

回
）・
仏
名
会
（
師
走
一
夜
）

 
 【

以
上
の
例
会
・
法
要
・
日
数
は
百
二
十
日
を
超
え
、
参

詣
者
人
数
に
変
化
は
な
い
。】

④　

葬
儀
式
・
法
要
は
、
菩
提
寺
本
堂
で
執
行
。
本
堂
内
荘
厳
は
世

話
方
の
奉
仕
・
手
伝
い
隣
組
縁
者
・（
ご
本
尊
前
で
葬
儀
と
三
仏
二

役
の
僧
侶
以
上
の
お
経
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
の
が
檀
家
の
願

い
。）

⑤　

年
忌
の
お
勤
め
（
施
主
家
か
ら
前
日
に
布
施
を
ご
本
尊
へ
・
回

向
塔
婆
と
参
詣
者
の
経
本
と
座
敷
椅
子
を
借
用
に
来
る
。）

⑥　

世
間
へ
の
宗
教
情
操
啓
発
（
地
域
に
あ
る
他
宗
派
寺
院
・
神

社
・
教
会
と
の
交
流
と
共
に
支
援
活
動
が
望
ま
し
い
。
自
治
会
か

ら
）
地
域
の
寺
院
の
法
要
・
神
社
や
教
会
の
大
祭
へ
は
お
供
え
を
す

る
。
ま
た
、
地
域
の
婦
人
会
の
会
員
研
修
と
し
て
各
自
参
拝
す
る
。

こ
の
連
携
が
地
域
の
宗
教
情
操
を
高
め
て
い
る
。
ま
た
、
自
治
会
発

行
の
『
村
新
聞
』
が
あ
り
四
十
年
継
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
の
投
稿

依
頼
が
あ
り
協
力
。
最
近
「
お
宮
さ
ま
の
お
話
」
を
連
続
で
掲
載
。）

⑦　

宗
教
的
文
化
講
座
・
法
話
・
法
縁
へ
の
参
加
に
は
提
携
・
協
賛

を
通
じ
て
、
参
加
・
支
援
を
す
る
。
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は
じ
め
に

　

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
あ
れ
だ
け
庶
民
の
あ
い
だ
に
仏
教
を

ひ
ろ
め
、
か
っ
浸
透
さ
せ
た
説
経
祭
文
は
、
浄
瑠
璃
と
な
っ
て
近
世

の
舞
台
芸
術
に
出
世
下
半
面
く
ず
れ
山
伏
の
放
浪
芸
に
お
ち
た
が
、

各
地
の
芸
能
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
浪
花
節
（
浪
曲
）
も
そ
の
流

れ
の
な
か
に
あ
る
。

　

か
つ
て
の
説
経
や
祭
文
が
仏
教
の
故
事
や
霊
仏
の
縁
起
や
本
地
を

語
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
い
ち
じ
る
し
く
世
俗
化
し
、
一
般
民
衆
が

語
り
、
歌
う
こ
と
が
出
来
る
に
は
、
語
り
物
の
「
く
ど
き
」
化
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
ど
ん
な
音
痴
で
も
、
節
を
一
つ
覚
え
れ
ば
よ
い
。
長
い

説
経
祭
文
か
ら
「
く
ど
き
」
へ
の
転
回
を
も
た
ら
し
た
の
が
、「
チ

ョ
ン
ガ
レ
」
で
、
浪
花
節
の
前
身
と
い
わ
れ
、
錫
杖
と
法
螺
貝
の
か

わ
り
に
三
味
線
を
伴
奏
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
の
浪
曲
の
基
が
出

来
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
大
衆
演
芸
と
し
て
の
浪
曲
は
、

明
治
の
中
頃
ま
で
、
デ
ロ
レ
ン
祭
文
（
貝
祭
文
）
の
大
道
芸
で
あ
っ

た
た
め
、
文
献
資
料
は
極
め
て
少
な
く
、
デ
ロ
レ
ン
祭
文
の
系
を
引

く
芸
能
の
人
た
ち
の
言
い
伝
え
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
浪
曲
に
現
れ

る
信
仰
心
を
探
り
た
い
。

一
、
口
説
き
と
節

　

江
戸
時
代
の
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
説
経
祭
文
の
製
本
、「
さ
ん
せ

う
太
夫
」（
寛
永
末
年
刊
）
の
初
め
に
は
「
コ
ト
バ
、
た
だ
今
語
り

申
す
御
物
語
、
国
を
申
さ
ば
丹
後
の
国
」
と
あ
り
、
ま
た
「
フ
シ
、

あ
ら
い
た
わ
し
や
御
台
所
」
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
ト
バ
、
フ
シ
、
ク
ド
キ
、
フ
シ
ク
ド
キ
、
ツ
メ
、

フ
シ
ツ
メ
な
ど
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
コ
ト
バ
と
フ
シ
を
交
互
に
語

る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
中
に
ク
ド
キ
と
か
ツ
メ
を
加

祭
文
の
研
究　
―
浪
曲
に
現
れ
た
信
仰
譚
―

加　

藤　

善　

也
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え
て
変
化
を
持
た
せ
て
い
る
。
ツ
メ
は
今
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
悲
し
み
の
調
子
を
さ
ら
に
、
せ
き
た
て
る
よ
う
に
す
る
語
り
方

で
あ
る
。

　
「
コ
ト
バ
」
は
地
語
り
と
も
云
う
べ
き
「
フ
シ
」
で
も
っ
と
も
一

般
的
に
使
用
さ
れ
る
。
朗
誦
的
な
旋
律
を
も
つ
「
コ
ト
バ
」
と
旋
律

を
も
た
な
い
講
談
調
の
「
コ
ト
バ
」
が
あ
る
。
貝
祭
文
の
「
フ
シ
」

で
い
え
ば
「
ク
ド
キ
」
と
「
白
声
」
に
相
当
す
る
。

　
「
ク
ド
キ
」
は
五
七
五
や
七
七
七
五
の
短
い
小
唄
民
謡
形
式
の
も

の
と
、
七
七
や
七
五
調
の
長
い
口
説
き
盆
踊
り
音
頭
形
式
の
も
の
が

あ
り
、
浪
花
節
が
、
何
が
何
し
て
何
と
や
ら
が
基
本
で
長
々
と
く
ど

く
、
同
じ
節
を
繰
り
返
す
か
ら
「
ク
ド
キ
」
な
の
で
あ
る
。

　

声
調
べ
で
は
、
意
味
の
な
い
「
何
が
な
に
し
て
な
ん
や
ら
、
も
の

か
ら
も
の
ま
で
も
の
と
や
ら
」
か
ら
悲
し
さ
が
、
切
な
さ
が
、
或
い

は
抑
え
き
れ
な
い
白
声
の
喜
び
が
出
て
く
る
。

　

祭
文
は
声
明
で
唱
え
ら
れ
た
の
で
曲
調
は
謹
厳
で
あ
る
が
、
元
禄

の
頃
大
道
芸
と
な
り
、
白
声
で
口
演
さ
れ
た
こ
と
が
、『
人
倫
訓
蒙

図
彙
』
に
あ
る
。「
白
声
に
し
て
力
身
を
第
一
と
し
て
歌
浄
瑠
璃
の

せ
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
か
か
る
事
を
錫
杖
に
の
せ
る
は
悲
し

…
…
」
と
あ
り
、
完
全
に
大
衆
芸
能
化
し
た
状
況
で
あ
る
。
小
屋
掛

け
の
舞
台
芸
人
に
な
る
も
の
が
出
る
と
、
芸
の
複
雑
化
と
洗
練
が
起

こ
り
、
再
び
プ
ロ
の
芸
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
浮
か
れ
節
（
浮
連
節
）

と
呼
ば
れ
た
浪
花
節
で
あ
る
。

二
、
説
経
か
ら
浪
花
節
へ

　

説
経
祭
文
は
説
経
と
祭
文
と
が
結
合
し
た
も
の
で
、
近
世
後
期
に

流
行
し
、
相
当
の
人
気
が
あ
っ
た
。

ゞ
御
入
来
下
さ
る
皆
々
様
に
、
勤
め
あ
げ
ま
す
段
の
儀
は
、
ど

っ
と
末
に
と
な
り
ま
し
た
ら
、
所
は
確
か
に
三
丹
州
、
丹
後
の

国
は
（「
岩
見
重
太
郎
」）

　

浪
曲
は
、
以
前
は
浪
花
節
と
言
わ
れ
た
も
の
だ
が
関
西
で
は
、
そ

の
前
に
「
う
か
れ
節
」（
浮
連
節
）
と
い
っ
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
語

り
出
す
の
が
決
ま
り
で
あ
つ
た
。
そ
の
出
し
の
文
句
は
、
浮
か
れ
節
、

浪
花
節
が
、
説
経
祭
文
か
ら
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
示
し
て
い
る
。

　

説
経
節
は
、
節
付
説
教
（
節
談
節
教
）
か
ら
派
生
し
た
一
種
の
仏

教
芸
能
で
あ
り
、
祭
文
も
神
仏
の
功
徳
を
説
く
宗
教
的
な
も
の
で
、

語
り
物
、
話
芸
風
の
も
の
と
歌
謡
風
（
歌
祭
文
）
と
が
あ
る
。

説
経
節
の
出
し
は
、
ゞ
た
だ
い
ま
語
り
申
す
御
物
語
、
国
を
申

さ
ば
丹
後
の
国
、
金
焼
き
地
蔵
の
御
本
地
を
、
あ
ら
あ
ら
説
き

て
、（
山
椒
太
夫
）
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浪
曲
は
説
経
、
祭
文
を
先
祖
と
し
て
、
明
治
御
維
新
前
後
か
ら
大

衆
の
中
に
育
っ
て
き
た
語
り
芸
で
、
説
経
語
り
が
無
宿
放
浪
の
大
道

芸
人
で
あ
っ
た
様
に
浪
花
節
語
り
も
神
社
仏
閣
の
境
内
や
農
家
の
軒

先
や
市
の
盛
り
場
の
一
陬
で
道
行
く
人
々
に
語
り
掛
け
た
。
無
理
や

り
に
で
も
聴
か
せ
て
、
い
く
ら
か
の
銭
に
有
り
付
か
な
く
て
は
暮
ら

し
が
た
た
ぬ
。
そ
れ
だ
け
必
死
一
生
懸
命
で
あ
る
。

　

さ
ら
ば
塩
辛
声
を
絞
っ
て
、
錫
杖
や
法
螺
貝
を
合
い
の
手
に
、
因

果
応
報
、
神
仏
霊
験
の
あ
ら
ま
し
を
節
に
の
せ
、
寒
風
暑
熱
を
凌
ぎ

な
が
ら
庶
民
の
心
情
を
掻
き
立
て
る
芸
を
練
磨
し
た
。
面
白
く
な
け

れ
ば
サ
ッ
サ
と
立
ち
去
る
事
の
出
来
る
相
手
を
、
と
も
か
く
も
釘
付

け
し
な
く
て
な
ら
ず
、
な
ま
半
な
芸
で
は
話
に
な
ら
ぬ
。
厳
し
い
修

業
だ
け
が
生
活
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

説
経
節
が
簓
を
摺
っ
て
語
っ
た
門
前
時
代
か
ら
、
座
を
設
け
て
浄

瑠
璃
説
経
へ
発
展
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
浪
花
節
語
り
も
葭
簀
張

り
か
ら
寄
席
の
高
座　

、
つ
ま
り
屋
根
も
あ
り
畳
も
あ
る
高
座
へ
上

が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
十
年
頃
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
四
十
三
年
に
八
十
余
歳
の
高
齢
で
亡
く
な
っ
た
吉
田
大
和
之

丞
は
、
大
和
の
祭
文
語
り
浮
か
れ
節
の
出
身
で
「
先
祖
は
澄
憲
さ
ん

や
」
と
語
っ
て
い
た
が
、
澄
憲
と
は
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
三
）、

保
元
の
乱
で
殺
さ
れ
た
藤
原
信
西
入
道
の
子
で
、
唱
導
（
説
経
）
説

法
を
得
意
と
し
、
澄
憲
の
子
聖
覚
が
大
成
し
て
安
居
院
流
の
開
祖
と

な
っ
た
人
で
あ
る
。

　

中
世
の
安
居
院
流
や
三
井
寺
流
の
節
経
師
達
は
三
周
説
法
（
法
説
、

譬
喩
、
因
縁
）
な
ど
を
通
じ
て
人
生
、
社
会
の
様
相
を
活
写
し
、
感

銘
の
深
い
話
を
口
演
し
、
近
世
に
は
説
教
の
五
段
法
（
讃
題
、
法
説
、

譬
喩
、
因
縁
、
結
勧
）
の
説
経
の
型
も
で
き
、
人
情
噺
的
な
話
し
方
、

話
芸
の
系
譜
が
で
き
た
。
日
本
人
は
、
笑
い
と
も
に
涙
を
楽
し
む
性

向
が
あ
る
。

　

唱
導
、
説
経
が
音
曲
化
し
た
の
は
平
曲
の
刺
激
と
仏
教
音
楽
の
講

式
や
和
讃
の
俗
化
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
民
衆

の
間
に
仏
教
を
広
め
る
手
段
と
し
て
試
み
ら
れ
た
も
の
と
、
明
ら
か

に
生
活
の
た
め
の
方
法
が
織
り
混
ざ
っ
て
い
る
。

　

音
曲
化
し
た
説
経
は
浄
瑠
璃
と
な
り
、
操
り
人
形
や
三
味
線
と
結

ぶ
。
説
経
浄
瑠
璃
が
浪
花
節
の
母
指
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
大
和
之
丞
が
澄
憲
さ
ん
を
祖
先
と
呼
ぶ
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

三
、
浪
花
節
の
節
調

　

浪
花
節
に
は
一
声
、
二
節
、
三
タ
ン
カ
と
い
わ
れ
、
節
調
に
は
関

西
節
（
上
方
節
、
浮
か
れ
節
）
と
関
東
節
と
中
京
節
（
名
古
屋
節
））

が
あ
り
三
様
の
節
調
当
然
で
あ
る
が
、
浪
花
節
の
母
体
で
あ
る
祭
文
、
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説
経
の
節
調
等
の
味
わ
い
が
に
じ
み
で
て
い
る
。

　

①
ま
く
ら
②
早
節
③
約
節
（
四
ッ
間
、
か
ん
違
い
、
観
音
、、
説

経
）
④
憂
い
節
（
地
節
、
流
節
、
攻
め
）
な
ど
が
あ
る
。
啖
呵
（
台

詞
）
の
中
に
節
が
入
り
、
そ
れ
ら
の
声
の
使
い
分
け
を
一
人
の
啖
呵

で
語
り
、
節
付
け
す
る
仕
組
み
は
、
ま
く
ら
の
歌
詞
、
展
開
部
の
歌

詞
、
切
り
節
の
歌
詞
に
な
っ
て
い
る
。

　

関
東
節
を
大
成
し
た
浪
花
亭
駒
吉
は
説
経
節
の
名
人
薩
摩
若
太
夫

に
三
味
線
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
い
、
三
下
が
り
の
三
味
で
あ
る
。
関

西
節
は
祭
文
語
り
の
浪
花
伊
助
が
阿
波
浄
瑠
璃
に
春
駒
節
を
加
味
し

浮
か
れ
節
作
り
、
三
味
線
は
駒
も
低
く
、
弦
も
細
目
で
、
撥
も
小
さ

く
胴
の
張
方
も
緩
く
水
調
子
で
あ
る
。

　

こ
の
伊
助
が
奈
良
興
福
寺
南
円
堂
の
再
建
勧
進
に
諸
国
を
口
演
し

て
回
っ
た
と
も
云
わ
れ
、
浮
か
れ
節
完
成
前
、
チ
ヨ
ン
ガ
レ
時
代
で

あ
る
。

　

チ
ョ
ン
ガ
レ
と
云
う
の
は
、
何
か
相
手
を
茶
化
す
、
真
実
で
は
な

い
が
、
う
ま
く
話
し
て
納
得
さ
せ
る
言
葉
で
「
チ
ョ
ン
ガ
ル
」
と
い

う
動
詞
の
命
令
形
で
あ
り
、
塵
世
遁
（
チ
リ
ョ
ノ
ガ
レ
）
と
も
書
か

れ
、
浮
世
を
逃
れ
る
世
俗
間
か
ら
遁
世
す
る
、
仏
教
的
思
想
が
背
景

に
あ
り
塵
世
遁
節
、
浮
か
れ
節
で
あ
る
。

　

ま
た
、　

弔
ち
ょ
う
歌か

連れ
ん
の
訛
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
安
居
院
の
澄
憲
が

亡
父
を
は
じ
め
藤
原
一
門
の
冥
福
を
祈
る
た
め
今
様
の
節
を
ま
じ
え

て
作
っ
た
弔
ち
ょ
う

詞し

節
か
ら
出
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　

説
経
は
語
り
（
内
容
）、
祭
文
は
読
み
（
節
）
と
も
い
わ
れ
、
浪

曲
が
宗
教
音
楽
に
発
し
て
お
り
、
そ
れ
が
堕
落
俗
化
の
末
裔
で
あ
ろ

う
と
も
、
民
衆
教
化
の
役
目
を
果
た
し
、
庶
民
的
感
覚
を
も
っ
て
神

仏
の
霊
験
語
り
続
け
て
来
た
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
錫
杖
や
法
螺
貝

を
捨
て
て
三
味
線
に
改
め
、
チ
ョ
ン
ガ
レ
、
う
か
れ
節
、
浪
花
節
に

な
っ
て
も
、
霊
場
や
寺
社
に
集
ま
る
善
男
善
女
を
相
手
銭
を
稼
い
だ

当
時
の
名
残
は
、
そ
の
読
み
物
に
伝
承
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
五
説
経

の
「
刈
萱
」「
山
椒
大
夫
」「
俊
徳
丸
」「
愛
護
若
」「
小
栗
判
官
」
は
、

大
道
放
浪
芸
の
頃
か
ら
浪
花
節
の
一
八
番
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。

　
「
小
栗
判
官
」
は
二
条
大
納
言
の
子
で
、
武
蔵
相
模
の
郡
代
横
山

の
一
人
娘
と
契
っ
た
た
め
毒
殺
さ
れ
、、
照
手
姫
も
追
わ
れ
て
遊
女

に
売
ら
れ
る
。
殺
さ
れ
た
小
栗
判
官
は
閻
魔
大
王
に
願
っ
て
餓
鬼
阿

弥
と
い
う
醜
い
姿
で
娑
婆
に
戻
り
、
藤
澤
の
遊
行
寺
の
上
人
に
よ
っ

て
熊
野
本
宮
湯
の
峯
へ
や
ら
れ
る
。
途
中
、
照
手
姫
と
出
会
い
、
三

日
の
旅
を
共
に
す
る
。
小
栗
は
峯
の
湯
で
四
十
九
日
の
湯
治
に
よ
っ

て
本
復
し
、
熊
野
権
現
の
加
護
に
よ
っ
て
五
畿
内
五
ケ
国
の
領
主
と

な
り
、
照
手
姫
を
救
い
出
し
夫
婦
と
し
て
常
陸
に
戻
る
。
と
い
う
物

語
で
あ
る
。
波
瀾
万
丈
の
中
に
仏
の
加
護
が
随
所
に
あ
り
、
奇
蹟
が
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生
じ
て
、
民
衆
の
興
味
を
ひ
い
た
。「
俊
徳
丸
」
も
ま
た
観
音
の
御

利
益
で
癩ら
い

を
克
服
す
る
天
王
寺
の
霊
験
譚
で
あ
る
。

四
、
浪
花
節
の
信
仰
譚

　

う
か
れ
節
、
浪
花
節
の
初
期
の
頃
迄
は
こ
れ
ら
の
信
仰
譚
が
数
多

く
あ
っ
た
。
説
経
浄
瑠
璃
の
焼
直
し
で
あ
れ
ば
当
然
で
、
仏
力
の
加

護
に
よ
っ
て
奇
跡
的
な
運
命
の
ド
ン
デ
ン
返
し
が
実
現
す
る
こ
と
へ

の
心
情
的
感
応
を
主
題
に
津
々
浦
々
へ
の
仏
典
の
弘
布
が
行
わ
れ
た
。

　

浪
花
節
の
読
物
を
一
変
さ
せ
た
の
が
桃
中
軒
雲
右
衛
門
の
出
現
で

あ
っ
た
。
浪
花
節
の
外
題
付
け
ゞ
御
入
来
な
る
い
ず
れ
の
様
に
、
弁

じ
述
べ
ま
す
表
曰
の
儀
は
、
を
や
め
て
枕
言
葉
に
入
っ
て
い
る
。
奇

縁
奇
瑞
の
神
仏
物
の
古
臭
さ
を
一
掃
し
て
、
彼
が
口
演
に
立
っ
た
の

は
赤
穂
義
士
伝
で
あ
り
、
そ
の
爆
発
的
な
人
気
に
の
っ
て
、
猫
も
杓

子
義
士
伝
に
突
走
っ
て
し
ま
つ
た
。
明
治
御
維
新
に
よ
っ
て
初
め
て

日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
与
え
ら
れ
た
一
般
庶
民
の
愛
国
心
を
煽あ
お
る

の
に
き
わ
め
て
有
効
な
も
の
で
あ
つ
た
。
雲
右
衛
門
の
人
気
、
ひ
い

て
は
浪
花
節
の
人
気
を
全
国
的
に
高
め
た
こ
の
義
士
伝
の
嵐
の
お
蔭

で
、
仏
法
関
連
の
読
み
物
は
影
を
ひ
そ
め
、
浪
花
節
は
寄
席
か
ら
劇

場
へ
進
出
、
そ
の
面め
ん

貎げ
い

を
一
新
し
た
。

　

因
果
応
報
、
勧
善
微
悪
、
の
説
教
臭
い
か
ら
、
主
従
関
係
の
義
理

報
恩
を
高
唱
す
る
愛
国
的
演
説
へ
の
転
換
が
浪
花
節
の
主
流
れ
に
な

り
、
乃
木
将
軍
の
登
場
で
あ
る
。

　

こ
の
乃
木
将
軍
物
に
は
、
戦
争
の
悲
衰
、
勝
利
の
か
げ
の
残
酷
な

特
性
が
に
じ
ん
で
お
り
、「
武
士
道
」
や
｛
日
本
精
神
｝
の
主
題
音

が
次
第
に
鳴
り
を
ひ
そ
め
た
と
き
、
狂
女
お
み
つ
が
法
華
経
の
力
で

正
気
に
も
ど
る
『
佐
渡
情
話
』、
侠
盗
木
鼠
吉
五
郎
が
僧
に
な
っ
て

世
人
の
難
儀
を
救
う
『
唄
入
り
観
音
経
』
夫
婦
の
信
仰
心
に
訴
え
出

た
の
が
『
壺
坂
壺
坂
霊
験
記
』
で
あ
っ
た
。

五
、
浪
曲
の
信
仰
譚

　
『
壺
坂
霊
験
記
』
は
、
明
治
二
十
年
、
大
阪
彦
六
座
初
演
の
浄
瑠

璃
で
、
名
手
豊
沢
団
平
の
三
味
線
で
大
隅
太
夫
が
語
っ
た
も
の
、
そ

の
作
者
は
団
平
の
妻
お
千
賀
と
い
う
。
こ
れ
を
浪
花
節
に
取
り
上
げ

た
の
が
、『
佐
渡
情
話
』
で
名
を
な
し
た
寿
々
木
米
若
の
叔
父
で
、

自
ら
工
夫
し
て
『
壺
坂
霊
験
記
』
を
浪
曲
化
し
た
。
そ
れ
を
浪
花
亭

綾
太
郎
が
乞
う
て
譲
り
受
け
た
、
彼
は
生
ま
れ
な
が
ら
盲
人
で
、
ま

さ
に
彼
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ゞ
岩
を
た
て
水
を
た
た
え
て
壺
坂
の
、
庭
の
真
砂
は
浄
土
な
る
、

真
如
の
月
は
変
ら
ね
ど
、
目め

界か
い

見
え
ね
ば
朝
夕
の
、
暮
ら
し
も

細
き
竹
の
杖
、
す
が
る
仏
や
妻
里
の
、
情
け
に
よ
り
て
開
く
眼
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の
、
三
十
三
所
第
六
番
、
壺
坂
寺
の
霊
験
記
、
お
里
貞
女
の
物

語
。

　

夫
の
眼
病
癒
し
て
と
は
願
っ
て
も
、
満
願
の
夜
に
谷
へ
落
と
し
て

と
は
頼
ま
ぬ
と
、
自
分
も
谷
間
へ
身
を
投
げ
る
。
所
詮
神
仏
を
頼
む

他
無
き
運
命
に
あ
る
弱
者
が
、
そ
の
夫
婦
愛
の
頂
点
を
心
中
に
持
ち

込
み
、
そ
れ
が
観
世
音
菩
薩
の
慈
悲
に
よ
っ
て
一
転
幸
福
へ
の
道
を

た
ど
る
。
そ
の
転
回
の
前
提
と
し
て
、
沢
市
お
里
の
夫
婦
愛
の
深
さ

を
強
調
す
る
演
出
が
す
ば
ら
し
く
、
文
字
通
り
涙
を
絞
っ
た
も
の
で

あ
る
。

　

三
門
博
の
『
唄
入
観
音
経
』
は
悲
劇
的
な
『
壺
坂
霊
験
記
』
と
は

質
の
違
っ
た
も
の
で
、
そ
の
原
材
は
講
談
か
ら
で
民
謡
や
小
唄
を
節

の
中
に
取
り
入
れ
独
特
の
浪
曲
を
築
き
あ
げ
た
。

　

全
国
放
送
は
昭
和
一
六
年
七
月
、
当
時
の
世
相
か
ら
、
浪
曲
も
戦

時
色
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
、
フ
ァ
ン
も
ま
た
そ
れ
を
不
思
議
と
し

な
か
っ
た
時
代
だ
が
、
そ
の
暗
雲
低
迷
の
陰
い
空
気
を
破
っ
て
、

『
唄
入
観
音
経
』
は
粋
で
軽
妙
な
節
に
お
経
を
乗
せ
た
奇
想
天
外
な

演
出
で
軍
事
浪
曲
に
ウ
ン
ザ
リ
し
て
い
た
浪
曲
フ
ァ
ン
の
大
喝
采
を

浴
び
た
。

ゞ
し
か
し
甚
兵
衛
さ
ん
や
、
観
音
経
一
巻
を
覚
え
る
に
は
、
一

心
不
乱
に
稽
古
し
て
も
、
四
、
五
、
年
は
か
か
る
ぞ
よ
。
ウ
ェ
、

そ
ん
な
に
長
く
な
く
て
、
あ
っ
さ
り
教
え
て
下
せ
え
…
…
ゞ
観

音
経
を
唱
え
奉
れ
ば
、
御
利
益
あ
ら
た
か
に
ま
し
ま
し
て
、
自

分
の
体
に
当
た
っ
て
く
る
刃
物
が
、
途
中
で
ポ
ッ
キ
リ
折
れ
て
、

体
に
傷
が
つ
か
ず
に
命
の
。
助
か
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
観

音
経
に
な
ぞ
ら
え
て
、
惑
遭
王
難
苦
、
臨
刑
欲
寿
終
、
念
彼
観

音
力
、
刀
尋
段
々
壊

　

木
魚
の
口
真
似
し
て
難
し
い
経
文
も
こ
う
歌
わ
れ
た
ら
小
唄
な
み

の
楽
し
さ
で
、
何
よ
り
も
そ
こ
に
は
大
衆
の
心
を
落
着
か
せ
楽
し
ま

せ
る
芸
が
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

舌
耕
と
は
弁
舌
に
よ
っ
て
生
活
を
立
て
、
舌
で
人
の
心
を
耕
す
と

い
う
。
笑
い
と
涙
と
様
々
な
感
動
、
特
に
生
き
る
喜
び
さ
え
も
、
講

義
や
演
説
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
狭
い
意
味
で
は
話
芸
、

浪
曲,

講
談
、
落
語
、
漫
才
な
ど
指
し
て
お
り
、
浪
曲
に
関
す
る
書

物
は
多
く
の
浪
曲
師
自
身
の
力
量
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
い
て
、
歴
史
や

人
物
評
価
を
語
っ
て
き
た
。

　

浪
曲
の
宗
教
物
は
お
よ
そ
当
た
ら
ぬ
も
の
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
め
い

た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
事
に
破
っ
た
の
が
『
壺
坂
霊
験
記
』

で
あ
り
『
唄
入
り
観
音
経
』
だ
が
、
そ
の
他
に
文
芸
浪
曲
菊
池
寛
原
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作
『
恩
讐
の
彼
方
』
も
宗
教
的
色
彩
が
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。

　

ゞ
槌
に
交
じ
り
て
普
門
品
。
経
文
を
取
り
入
れ
て
切
追
し
た
情
景

を
描
き
出
す
気
迫
の
至
芸
。
浪
曲
の
芸
の
多
様
を
示
し
て
お
り
、
そ

の
出
し
物
や
語
り
口
、
節
調
も
含
め
て
、
日
本
の
語
り
芸
の
行
き
着

い
た
形
で
あ
る
。

　

奇
祥
奇
瑞
が
、
庶
民
の
間
に
娯
楽
以
上
の
心
の
慰
み
を
与
え
、
そ

れ
な
り
に
納
得
さ
せ
る
と
い
う
の
も
説
経
、
祭
文
と
の
繋
が
り
に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

檀
信
徒
の
前
で
「
祖
師
伝
」
を
語
っ
て
賽
銭
の
紙
粒
を
降
ら
せ
た

り
、「
出
家
と
そ
の
弟
子
」
を
浪
曲
化
し
て
口
演
し
た
と
き
、
聴
衆

の
間
か
ら
一
節
毎
に
“
受
け
念
仏
”
が
起
き
た
と
い
う
。

　

熱
心
な
禅
の
帰
依
者
の
苦
闘
時
代
を
浪
曲
に
し
て
読
ん
だ
浪
曲
師

は
、
一
瞬
の
悟
り
に
よ
っ
て
運
命
を
開
く
転
機
の
さ
ま
を
浪
曲
に
す

る
の
は
容
易
で
な
く
信
仰
譚
の
新
し
い
扱
い
方
を
示
し
た
。「
念
ず

れ
ば
生
ず
」
の
信
念
と
し
て
の
信
仰
が
語
ら
れ
近
代
的
な
宗
教
浪
曲

と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
く
、
聴
衆
の
反
応
は
浪
曲
の
力
に
何
か
が
あ

っ
て
の
事
で
あ
ろ
う
。

　

数
え
上
げ
た
ら
信
仰
を
テ
ー
マ
に
し
た
読
み
物
は
無
数
と
い
っ
て

よ
い
。
形
式
上
新
し
い
要
素
が
加
わ
る
だ
ろ
う
が
、
説
経
、
祭
文
の

面
影
は
浪
曲
か
ら
拭
う
べ
く
も
な
く
、
そ
こ
に
古
く
し
て
新
し
く
、

新
し
く
し
て
古
い
体
質
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。



─ （00 ─

は
じ
め
に

　
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
第
六
巻
は
、
法
然
上
人
（
以
下
敬
称
略
）

の
住
処
の
移
動
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
そ
こ
に
出
る
、
広
谷
か
ら
移

っ
た
「
東
山
吉
水
の
辺
に
、
静
か
な
る
地
」
の
具
体
的
な
住
処
に
つ

い
て
は
、
三
田
全
信
『
改
訂
増
補
浄
土
宗
史
諸
研
究
』（
山
喜
房
仏

書
林
、
一
九
八
〇
、
一
二
九
頁
～
一
三
五
頁
）
が
詳
し
い
。『
門
葉

記
』
八
二
の
、
後
白
河
法
皇
の
如
法
経
の
記
事
（
文
治
四
年
（
一
一

八
八
）
八
月
十
四
日
）
に
出
る
「
御
先
達
源
空
上
人　

或
号
両
界
堂

上
人　

或
号
穀
断
上
人
」
の
記
事
に
注
目
さ
れ
、「
そ
の
頃
の
法
然

上
人
の
住
房
は
「
両
界
堂
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
い
う
。

さ
ら
に
類
似
の
用
例
と
し
て
、『
華
頂
要
略
』
三
四
の
以
下
の
記
事

も
紹
介
す
る
。「
安
居
院　

奉
仕
慈
鎮
和
尚　

聖
覚
法
印　

澄
憲
法

印
真
弟　

竹
林
院
静
厳
法
印
弟
子
両
界
堂
源
空
上
人
弟
子
探
題
」
で

あ
る
。
こ
の
「
両
界
堂
」
自
体
は
不
明
と
す
る
が
、「
青
蓮
院
の
管

理
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。

　

さ
て
本
稿
で
扱
う
法
然
の
住
処
問
題
は
、
い
わ
ば
こ
の
「
吉
水
居

住
第
一
期
」
を
扱
う
も
の
で
は
な
く
、『
没
後
起
請
文
』
に
出
る

「
白
川
の
坊
」「
嵯
峨
の
辺
り
」
を
経
た
後
の
、「
吉
水
居
住
第
二
期
」

の
住
処
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
吉
水
の
禅
房
」
の
場
所

に
つ
い
て
諸
説
の
整
理
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
然
の
教
化
伝
道

の
一
端
、
御
法
語
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

な
お
第
二
期
の
具
体
的
な
住
処
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
典
籍
類
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
没
後
起
請
文
』、「
京
都
白
毫
寺
蔵

大
谷
古
地
図
」（
以
下
「
白
毫
寺
古
地
図
」）、『
円
光
大
師
行
状
画
図

翼
賛
』（
以
下
『
翼
賛
』）、『
華
頂
誌
要
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
初
期

の
法
然
伝
の
一
つ
で
あ
る
、
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
の
「
三
昧

発
得
記
」（
以
下
『
醍
醐
本
』）
に
も
、
法
然
の
生
活
環
境
に
つ
い
て

醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
に
見
る
法
然
上
人
の
住
処

中　

御　

門　

敬　

教
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記
述
が
確
認
で
き
る
。
ご
く
部
分
的
な
僅
か
な
記
述
で
あ
る
が
、
右

記
の
中
で
最
も
基
本
の
『
没
後
起
請
文
』
の
内
容
と
一
致
す
る
。
そ

の
点
の
紹
介
も
行
い
た
い
。

　

な
お
本
稿
で
扱
っ
た
、『
醍
醐
本
』
の
翻
訳
は
、
法
然
上
人
研
究

会
（
華
頂
短
期
大
学
）
に
お
け
る
輪
読
会
の
研
究
成
果
の
一
部
（
中

御
門
担
当
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
小
考
の
考
察
に
お
い
て
は
、
法
然

上
人
研
究
会
の
諸
氏
、
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
の
諸
氏
か
ら
種
々

の
御
教
示
を
頂
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

一
、
吉
水
で
の
法
然
上
人
の�

　
　
　
　
　
　
　
　

住
処
に
関
す
る
諸
氏
の
見
解

　

先
行
研
究
の
整
理
か
ら
開
始
し
よ
う
。「
吉
水
居
住
第
二
期
」
に

扱
う
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
三
つ
が
代
表
的
な
研
究
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
今
岡
〔
一
九
八
四
〕（
十
二
頁
～
十
四
頁
）、
三
田

〔
一
九
八
〇
〕（
一
七
〇
頁
～
一
七
一
頁
）、
中
野
〔
一
九
九
四
〕（
三

三
五
頁
～
三
三
七
頁
）
で
あ
る
。
今
岡
氏
は
「
予
案
ず
る
に
吉
水
西

舊
房
の
本
主
は
、
粟
田
の
門
跡
慈
円
僧
正
を
言
ふ
な
ら
ん
」
と
述
べ
、

慈
円
の
庇
護
下
に
法
然
の
生
活
が
あ
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。
三
田
氏

は
『
京
都
叢
書
』、『
翼
賛
』、『
同
随
聞
記
、『
華
頂
誌
要
』
等
の
記

述
に
基
づ
き
、「
吉
水
居
住
第
二
期
」
に
は
、
吉
水
の
地
に
三
カ
所

に
分
か
れ
て
法
然
の
坊
舎
が
あ
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
吉
水
中
房
は
二
つ
岩
禅
房
と
も
い
い
、
今
の
御
影
堂
の
地
に
あ
っ

た
房
舎
と
い
う
」、「
吉
水
東
新
房
は
松
下
禅
房
と
も
上
禅
房
と
も
称

せ
ら
れ
、
今
の
一
心
院
墓
地
お
よ
び
附
近
あ
っ
た
房
舎
で
あ
る
」、

「
吉
水
西
旧
房
は
清
水
禅
房
と
も
い
い
下
禅
房
と
も
い
わ
れ
今
の
三

門
西
南
の
地
に
在
っ
た
」
と
述
べ
る
。
中
野
氏
は
、「
吉
水
西
旧
房
」

に
つ
い
て
「
具
体
的
な
所
在
地
・
人
名
等
に
つ
い
て
は
他
に
証
す
る

も
の
が
な
い
た
め
確
定
で
き
な
い
」
と
い
う
前
提
の
も
と
、「（
吉
水

西
旧
房
は
）
恐
ら
く
は
法
然
の
生
活
の
根
拠
地
と
な
っ
て
い
た
た
め

で
あ
ろ
う
と
推
考
さ
れ
」
と
指
摘
す
る
。
三
田
氏
の
見
解
、
す
な
わ

ち
「
吉
水
の
中
ノ
房
が
法
然
上
人
日
常
の
住
房
で
あ
っ
た
よ
う
」

（
後
述
）
と
異
な
っ
た
見
解
で
あ
る
。

二
、
吉
水
に
お
け
る
法
然
の�

　
　
　
　
　
　
　

住
処
に
関
す
る
基
礎
資
料
の
紹
介

　

以
下
に
、『
没
後
起
請
文
』、「
白
毫
寺
古
地
図
」、『
翼
賛
』
に
お

け
る
、
法
然
の
住
処
問
題
に
関
す
る
当
該
個
所
の
紹
介
を
行
い
た
い
。

○
『
没
後
起
請
文
）
（
（

』（『
昭
法
全
』
七
八
四
～
七
八
五
頁
）　

＊
建
久

九
年
（
一
一
九
八
）
四
月
八
日
著

【
試
訳
】「
一
つ
、
房
舎
、
資
具
、
衣
鉢
、
遺
物
等
、
諍
論
す
べ
か
ら
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ず
の
事
」

「（
中
略
）
感
西
大
徳
も
数
年
来
、
常
に
傍
ら
で
給
仕
し
て
く
れ
た
弟

子
で
あ
る
。
思
い
は
互
い
に
一
致
し
て
お
り
、
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ

る
。
給
仕
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
、
や
は
り
僅
か
で
あ
る
が
付
属
す

る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
水
の
中
房
（
も
と
は
西
山
の
広
谷

に
在
っ
た
）、
高
畠
の
土
地
一
箇
所
（
但
売
買
之
時
半
直
与
之
）
を

付
属
し
終
わ
っ
て
い
る
。
吉
水
の
東
の
新
房
は
、
円
親
大
徳
の
所
有

で
あ
る
。
こ
の
者
が
本
来
の
持
ち
主
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
六
條
の

尼
御
前
が
そ
の
養
子
と
し
、
さ
ら
に
六
條
の
敷
地
も
付
属
す
る
。

〔
六
條
の
尼
御
前
が
〕
自
ら
付
属
状
を
手
書
き
し
て
、
与
え
終
わ
っ

て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
源
空
の
一
生
涯
の
間
は
、
進
ん
で

〔
移
譲
を
〕
行
わ
な
い
旨
が
か
の
〔
付
属
〕
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
今
や
、
二
度
に
わ
た
り
付
属
す
る
も
の
で
あ
る
（
そ
の

〔
付
属
〕
状
に
は
二
つ
在
る
。
別
紙
が
一
つ
）。
長
尊
大
徳
は
、〔
今

は
〕
亡
き
如
行
の
死
去
の
時
に
、
覚
悟
房
、
並
び
に
付
帳
の
一
口
を

始
末
し
て
、
こ
れ
を
与
え
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
白
川
の
辺
り
に
、

一
屋
を
買
儲
す
る
時
（
價
直
与
之
了
）。
ま
た
こ
の
吉
水
の
西
の
旧

房
は
、
そ
の
本
来
の
持
ち
主
は
明
ら
か
で
あ
る
。
誰
も
が
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
分
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
持
仏
堂
（
も
と
は
大
谷

に
在
っ
た
）
は
、
西
の
坊
の
尼
御
前
が
、
自
西
尊
成
乗
房
之
手
乞
之
、

毀
し
て
移
し
た
も
の
で
あ
る）

（
（

。
こ
の
他
に
雑
舎
が
一
両
あ
り
、
飾
り

付
け
を
施
し
た
が
、〔
そ
の
ま
ま
〕
す
べ
て
西
の
本
房
に
附
属
し
た
。

先
例
は
一
つ
で
は
な
い
。
白
川
の
房
に
巡
っ
た
と
き
は
、
廊
や
門
な

ど
を
修
造
し
た
が
、〔
そ
の
ま
ま
〕
主
人
に
渡
し
て
去
っ
た
。
嵯
峨

の
辺
り
に
巡
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
荘
厳
を
施
し
、
新
た
に
築
垣
を

構
え
た
が
、
同
じ
よ
う
に
家
主
に
渡
し
て
去
っ
た
。
こ
の
吉
水
の
西

房
も
同
じ
で
あ
る
。
修
理
し
、
改
築
し
た
が
、〔
そ
の
ま
ま
〕
す
べ

て
西
の
房
の
本
来
の
主
に
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
。
思
い
の
ま
ま
に
は

で
き
な
い
。
こ
れ
以
外
に
房
舎
は
な
く
、
領
地
も
な
く
、
自
ら
他
の

人
々
に
付
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）」

　

三
つ
の
「
房
舎
」
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
る
が
、
そ

の
敷
地
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
は
何
れ
も
言
及
が
な
い
。
上
人
自
身

の
所
有
で
は
な
く
、
借
り
受
け
た
「
敷
地
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。

○
「
白
毫
寺
古
地
図
」

　

本
稿
で
は
未
掲
載
だ
が
、
善
裕
昭
氏
が
解
説
さ
れ
た
『
法
然
上
人

研
究
』（
四
、
一
九
九
五
）
の
口
絵
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
応
永

年
間
（
一
三
九
四
～
一
四
二
七
）
の
古
地
図
に
よ
る
と
、
西
房
、
中

房
、
東
の
新
房
は
大
懺
法
院
の
正
面
に
、
散
在
せ
ず
に
一
所
に
集
中

し
て
い
る
。
そ
の
所
在
は
現
安
養
寺
の
西
、
八
坂
神
社
の
東
と
な
る
。
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ち
な
み
に
吉
水
に
お
け
る
大
懺
法
院
の
造
営
は
元
久
二
年
（
一
二
〇

五
）
と
さ
れ
る
。
大
懺
法
院
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
善
〔
二
〇
一

二
〕
一
〇
七
頁
を
参
照
。
慈
円
に
よ
る
吉
水
僧
坊
の
草
創
、
並
び
に

大
懺
法
院
の
造
営
の
以
前
に
、
す
で
に
吉
水
の
地
に
、
三
房
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
法
然
の
宗
教
活
動
に
も
何
ら
か
の
影
響
が

あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

○
義
山
、
円
智
著
『
翼
賛
』
巻
四
十
「
地
理
」
伝
本
第
六
（『
浄
全
』

十
六
、
七
〇
三
頁
上
）

「【
東
山
吉
水
】
今
丸
山
安
養
寺
ニ
水
ア
リ　
（
中
略
）
大
師
ノ
御
住

房
鼎
ノ
如
ク
三
所
ニ
ア
リ
テ
中
ノ
房
（
二
岩
今
ノ
影
堂
ノ
処
）、
東

ノ
新
房
（
松
ノ
下
今
ノ
鐘
楼
ノ
東
北
）、
西
ノ
本
房
（
清
水
今
ノ
三

門
ノ
西
南
）
ト
云
フ　

ト
モ
ニ
今
ノ
知
恩
院
ノ
墳
内
ニ
ア
リ
テ
安
養

寺
ト
ハ
別
処
也　

凡
ソ
総
名
ヲ
別
処
ニ
属
シ
別
処
ニ
総
名
ヲ
通
称
ス

ル
事
勿
論
ノ
事
ナ
リ
」

　

な
お
『
華
頂
誌
要
』（『
浄
全
』
十
九
、
一
六
八
頁
～
一
六
九
頁
）

の
内
容
は
、
前
述
の
『
翼
賛
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。

三
、『
醍
醐
本
』
に
お
け
る
法
然
の
住
処

　

以
下
に
法
然
に
関
す
る
最
初
期
の
伝
記
の
一
つ
で
あ
る
『
醍
醐

本
』
に
出
る
「
吉
水
居
住
第
二
期
」
へ
の
言
及
箇
所
）
（
（

を
挙
げ
る
。

【
現
代
語
訳
】「
八
月
一
日
、
以
前
の
と
お
り
七
万
遍
の
念
仏
を
始
め

た
。
九
月
二
十
二
日
の
朝
に
な
っ
て
、
地
想
が
は
っ
き
り
と
現
れ
た
。

周
囲
は
七
八
段
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
十
三
日
の
後
夜
、
な

ら
び
に
朝
、
ま
た
は
っ
き
り
と
地
想
が
現
れ
た
。
正
治
二
年
（
一
二

〇
〇
）
二
月
の
こ
ろ
、
地
想
等
の
五
観
が
立
ち
居
起
き
臥
し
、
思
い

の
ま
ま
に
、
心
の
ま
ま
に
、
自
然
の
ま
ま
に
現
れ
た
。
建
仁
元
年

（
一
二
〇
一
）
（
（

）
二
月
八
日
の
後
夜
に
、
鳥
の
声
を
聞
き
、
琴
の
音
を

聞
き
、
笛
の
音
等
を
聞
い
た
。
そ
の
後
、
日
を
お
う
ご
と
に
自
在
に

音
を
聴
い
た
。
正
月
五
日
、
三
度
、
勢
至
菩
薩
の
御
背
後
に
一
丈
六

尺
ほ
ど
の
御
顔
が
現
れ
た
。
西
の
持
仏
堂
の
勢
至
菩
薩
の
形
で
あ
り

（
本
文
：
西
の
持
仏
堂
の
勢
至
菩
薩
の
形
た
り
）、
一
丈
六
尺
の
顔
が

現
れ
た
。
つ
ま
り
こ
の
菩
薩
は
す
で
に
念
仏
の
法
門
を
所
証
）
（
（

の
法
門

と
し
た
か
ら
、
今
は
念
仏
者
の
た
め
に
そ
の
姿
を
示
し
現
し
た
。
こ

れ
を
疑
っ
て
は
い
け
な
い
。
同
二
十
六
日
、
念
仏
を
始
め
、
座
処
を

下
り
る
と
、
四
方
一
段
ほ
ど
の
青
瑠
璃
地
で
あ
っ
た
。
今
や
経

（『
観
無
量
寿
経
』）、
な
ら
び
に
釈
（『
観
無
量
寿
経
疏
』）
に
照
ら
し

て
往
生
は
疑
い
な
い
。
地
想
観
の
文
章
に
、「
心
得
無
疑
」（
心
に
疑

っ
て
は
な
ら
ぬ
）
と
説
か
れ
る
か
ら
。〔
そ
の
よ
う
に
〕
思
う
べ
き

で
あ
る
。
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）、
二
月
二
十
一
日
、
持
仏
堂
に

て
高
畠
の
少
将
殿
に
お
会
い
し
た
。
そ
の
間
、
い
つ
も
の
と
お
り
念
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仏
し
て
い
た
。
阿
弥
陀
仏
を
見
た
後
、
障
子
を
つ
き
抜
け
て
仏
の
顔

が
現
れ
た
。
大
き
さ
は
、
高
さ
一
丈
六
尺
の
仏
の
顔
の
よ
う
で
あ
っ

た
。
た
ち
ま
ち
に
お
消
え
に
な
っ
た
。
二
十
八
日
の
丑
の
時
刻
（
午

前
二
時
及
び
そ
の
前
後
二
時
間
）
で
あ
っ
た
。」

　

さ
て
『
没
後
起
請
文
』
に
は
、
西
の
旧
房
に
は
「
持
仏
堂
、
雑
舎

一
両
」
が
付
属
施
設
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
醍
醐
本
』
に
も

「
西
の
持
仏
堂
」
が
登
場
し
、『
没
後
起
請
文
』
の
記
述
と
一
致
す
る
。

こ
の
『
没
後
起
請
文
』
の
記
述
は
、
最
初
期
の
伝
記
の
一
つ
で
あ
る

『
醍
醐
本
』
か
ら
裏
付
け
が
取
れ
た
こ
と
に
な
る
。
古
層
に
属
す
る

両
資
料
が
共
通
の
指
摘
を
出
す
点
か
ら
も
、『
没
後
起
請
文
』
の
記

述
は
信
憑
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
か
ら
中
野
氏
が
指
摘
し

た
ご
と
く
、「
西
の
旧
房
」
が
吉
水
に
お
け
る
法
然
の
本
坊
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

　

次
に
こ
の
点
に
注
目
し
て
、『
西
方
指
南
抄
』
中
巻
末
に
所
収
さ

れ
る
「
起
請　

没
後
起
請
事　

一
、
葬
家
追
善
事
」
の
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
に
は
二
条
か
ら
な
る
条
文
の
一
条
「
葬
家

追
善
事
」
し
か
収
録
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
扱
っ
た
第
二
条
「
不
可
諍

論
房
舎
資
具
衣
鉢
遺
物
等
事
」
が
収
録
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
中
野
氏
は
以
下
の
よ
う
述
べ
る
。

「
そ
れ
に
し
て
も
没
後
遺
誡
文
に
関
し
て
は
、『
漢
語
燈
録
』
の

編
集
時
に
了
恵
道
光
が
第
二
条
を
付
加
し
た
と
す
る
考
え
る
に

は
あ
ま
り
に
も
不
自
然
で
納
得
が
い
か
な
い
。
筆
者
は
前
述
し

た
よ
う
に
、『
西
方
指
南
抄
』
が
「
起
請
没
後
二
箇
条
事
」
と

記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
事
由
に

よ
り
編
集
あ
る
い
は
書
写
の
段
階
で
脱
落
し
た
も
の
と
考
え
て

い
る
。」（
中
野
〔
一
九
九
一
〕
五
四
頁
）

　
『
西
方
指
南
抄
』
に
先
行
す
る
『
醍
醐
本
』
に
、
す
で
に
「
不
可

諍
論
房
舎
資
具
衣
鉢
遺
物
等
事
」
と
共
通
す
る
記
述
（
西
の
持
仏

堂
）
が
出
て
い
る
。
中
野
氏
が
言
及
す
る
よ
う
に
、「
何
ら
か
の
事

由
」
に
よ
っ
て
編
集
上
の
割
愛
が
行
わ
れ
た
と
見
る
ほ
う
が
自
然
で

あ
る
。
な
お
『
没
後
起
請
文
』
に
は
詳
細
は
な
い
が
、『
醍
醐
本
』

か
ら
は
法
然
の
住
処
に
は
「
勢
至
菩
薩
像
」
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
後
こ
の
像
が
、
ど
の
よ
う
に
伝
来
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。『
没
後
起
請
文
』
に
も
没
後
の
付
属

者
が
指
名
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、『
勅
伝
』
第
八
巻
第
二
段
に

は
、
こ
の
同
年
代
の
記
録
と
し
て
、
法
然
が
現
前
に
見
ら
れ
た
勢
至

菩
薩
を
絵
師
に
描
か
せ
て
、
そ
の
像
を
長
期
間
、
本
尊
と
し
て
い
た

記
録
が
あ
る
。
こ
れ
も
註
四
で
指
摘
し
た
「
堂
舎
供
養
」
と
同
様
、

法
然
の
勢
至
菩
薩
信
仰
の
一
端
と
い
え
る
。
こ
の
点
か
ら
推
測
で
き

る
点
と
し
て
、『
醍
醐
本
』
に
出
る
「
勢
至
菩
薩
像
」
は
仏
像
で
は
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な
く
、
画
像
の
可
能
性
も
高
い
。
な
お
『
没
後
起
請
文
』
に
出
る
、

西
の
旧
坊
の
形
態
、
す
な
わ
ち
、
持
仏
堂
を
含
む
、
少
な
く
と
も
三

房
な
い
し
四
房
の
生
活
環
境
は
、
当
時
の
後
世
者
（
念
仏
者
）
の
住

環
境
と
極
め
て
一
致
す
る
。
そ
の
点
を
次
に
指
摘
し
た
い
。

○
『
一
言
芳
談
抄
』（『
一
言
芳
談
抄
・
祖
師
一
口
法
語
』（「
仏
教
古

典
叢
書
」）
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
、
十
五
頁　

善
氏
に
よ
る
御

教
示
）

「
伝
教
記
文
云
。
後
世
者
の
住
所
は
三
間
に
不
可
過
謂
。
一
間
は
持

仏
堂
。
一
間
は
住
所
。
一
間
は
世
事
所
也
」（
良
忠
『
往
生
要
集
義

記
』（『
浄
全
』
十
五
、
二
八
三
上
段
）
に
も
引
用
あ
り
）

　

法
然
は
、
生
活
環
境
の
点
か
ら
も
、
明
ら
か
に
「
後
世
者
」
す
な

わ
ち
念
仏
者
の
姿
で
あ
る
。

小
結　

上
記
の
整
理

① 

吉
水
居
住
第
二
期
の
吉
水
の
禅
房
に
つ
い
て

・
三
つ
の
坊
の
位
置
関
係
を
明
記
し
な
い
（『
没
後
起
請
文
』、『
醍

醐
本
』））

・
三
つ
の
坊
が
一
所
に
集
在
し
て
い
た
説
（
白
毫
寺
古
地
図
）

・
三
つ
の
坊
が
散
在
し
て
い
た
説
（『
翼
賛
』、『
華
頂
誌
要
』、
三
田

氏
）

② 

法
然
上
人
の
生
活
の
中
心
と
な
っ
た
房
舎

・
中
坊
を
中
心
と
す
る
説
（
三
田
全
信
氏　

cf. 

三
田
〔
一
九
八
〇
〕

一
四
〇
頁
～
一
四
三
頁
）

「
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
四
月
八
日
に
起
草
さ
れ
た
『
没
後
起
請

文
』
に
は
吉
水
の
中
ノ
房
（『
翼
賛
』
に
は
今
の
御
影
堂
の
所
と
す
）

同
東
ノ
新
房
（
鐘
楼
堂
の
附
近
と
す
。
近
年
一
心
院
の
墓
地
に
久
我

誓
円
尼
を
埋
葬
す
る
に
当
っ
て
地
下
一
丈
の
所
か
ら
礎
石
が
発
見
さ

れ
た
。
こ
れ
が
東
ノ
新
房
と
推
考
さ
れ
て
い
る
。）
同
西
ノ
旧
房

（
三
門
附
近
と
す
る
）
の
名
が
見
え
て
あ
る
。
し
か
し
此
等
の
房
舎

が
悉
く
法
然
上
人
の
日
常
生
活
に
直
接
関
係
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、

吉
水
の
中
ノ
房
が
法
然
上
人
日
常
の
住
房
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

註
記
に
、
も
と
西
山
広
谷
に
あ
っ
た
房
舎
を
移
し
た
事
が
記
さ
れ
て

あ
る
。」

・
旧
の
西
坊
を
中
心
と
す
る
説
（
前
掲
、
中
野
氏
）

　
『
醍
醐
本
』
を
参
照
す
る
と
、
中
野
説
の
信
憑
性
が
高
い
。

③ 

旧
の
西
坊
が
複
数
の
房
舎
か
ら
成
っ
て
い
た
。

・『
没
後
起
請
文
』、『
醍
醐
本
』

主
な
参
考
文
献

・
藤
堂
恭
俊
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
藤
堂
恭
俊
博
士
古
希
記
念　

浄
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土
宗
典
籍
研
究
』
資
料
篇
（
一
九
八
八
、
制
作
同
朋
舎
出
版
）

三
田
全
信

・『
改
訂
増
補
浄
土
宗
史
の
諸
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八

〇
）

清
水
擴

・「
念
誦
堂
と
持
仏
堂
」（『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
』、

一
九
八
七
）

善
裕
昭

・
解
説
「
京
都
白
毫
寺
蔵
大
谷
古
地
図
」（『
法
然
上
人
研
究
』
四
、

一
九
九
五
）

・「
慈
円
の
大
懺
法
院
と
怨
霊
滅
罪
」（
池
見
澄
隆
編
『
冥
顕
論　

―

日
本
人
の
精
神
史
―
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
）

中
野
正
明

・「
法
然
上
人
の
没
後
遺
誡
文
に
つ
い
て　

―
遺
文
と
し
て
の
信
憑

性
―
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
十
七
、
一
九
九
〇
）

・『
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
四
）

（　

テ
キ
ス
ト
の
上
の
問
題
が
随
所
に
見
ら
れ
、
文
字
の
特
定
な
ど
残
さ
れ
た

問
題
の
多
い
が
、『
没
後
起
請
文
』
は
一
級
の
資
料
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
理
解
の
た
め
に
、
試
訳
と
い
う
形
で
提
出
し
、
誤
り
な
ど
に
つ
い

て
は
諸
賢
の
ご
指
導
を
仰
ぎ
た
い
。

（　

清
水
〔
一
九
八
七
〕
九
〇
八
頁
）
に
は
、
平
安
末
期
の
持
仏
堂
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
い
う
。

 

「
以
上
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
推
察
す
る
限
り
、
平
安
末
期
の
持
仏

堂
と
は
、
独
立
し
た
建
築
の
場
合
は
居
所
の
近
傍
に
設
け
ら
れ
、
安
置
仏
に

み
あ
う
形
で
規
模
も
小
さ
く
、
仏
堂
と
し
て
の
法
名
を
持
た
な
い
堂
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。（
中
略
）「
持
仏
堂
」
の
語
は
（（
世
紀
に
入
っ
て
一
般

化
し
、
特
に
（（
世
紀
末
以
降
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
居
所
に

近
接
す
る
小
規
模
仏
堂
で
、
法
名
を
持
た
な
い
堂
、
あ
る
い
は
居
所
内
の
持

仏
を
安
置
し
た
一
隅
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。（
中
略
）」

（　

五
四
丁
表
三
行
目
～
五
五
丁
裏
表
五
行
目
（
cf. 

藤
堂
古
稀
記
念
〔
一
九

八
八
〕
二
三
四
頁
～
二
三
六
頁

（　
『
勅
伝
』
第
十
三
巻
第
六
段
に
法
然
の
勢
至
菩
薩
信
仰
の
一
端
が
伺
え
る
。

左
衛
門
府
の
第
四
等
官
藤
原
宗
貞
と
、
妻
惟
宗
氏
の
娘
の
堂
舎
供
養
が
場
面

設
定
で
あ
る
。
堂
内
に
勢
至
菩
薩
像
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
法
然
は

供
養
せ
ず
に
立
ち
去
る
。

（　

本
尊
が
何
か
し
ら
の
証
明
の
為
に
、
行
者
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
（
現

相
）
は
、「
自
誓
授
戒
」
の
定
型
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
段
の
書
き
手
は

「
自
誓
授
戒
」
の
儀
礼
や
教
理
に
あ
る
程
度
、
通
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
個
所
に
限
ら
ず
、
法
然
の
所
謂
「
三
昧
発
得
」
に
お
け
る
諸
現
象
は
、

こ
う
し
た
「
自
誓
授
戒
」
と
の
関
わ
り
か
ら
も
考
察
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

（
本
研
究
は
、
東
海
学
園
大
学
共
生
文
化
研
究
所
に
お
け
る
研
究
テ

ー
マ
「
大
乗
経
典
『
大
宝
積
経
』
に
お
け
る
死
生
観
」
の
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。）
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■
彙
　
報  

平
成
二
十
七
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日
・
十
六
日
の
両
日
、

東
京
の
大
正
大
学
を
会
場
と
し
て
左
記
の
と
お
り

開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
浄
土
宗
（
教
学
院
・
布
教

師
会
・
法
式
教
師
会
・
総
合
研
究
所
）
で
あ
る
。

本
号
は
こ
の
学
術
大
会
に
お
け
る
紀
要
で
あ
る
。

【
大
会
日
程
】

九
月
十
五
日
（
火
）

受
付　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
九
時

開
会
式　
　
　
　
　
　
　

午
前
九
時
三
十
分

基
調
講
演　
　
　
　
　
　

午
前
十
時

記
念
写
真　
　
　
　
　
　

午
前
十
一
時
三
十
分

一
般
研
究
発
表　
　
　
　

午
後
一
時

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
　
　
　

午
後
三
時
三
十
分

九
月
十
六
日
（
水
）

受
付　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分

一
般
研
究
発
表　
　
　
　

午
前
九
時

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
　
　
　

午
後
一
時

合
同
総
会
・
閉
会
式　
　

午
後
三
時
三
十
分

【
基
調
講
演
】

世
界
に
共
生（
と
も
い
き
）を　

そ
の
社
会
的
実
践

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
仏
教
学
教
授

�

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

「
世
界
に
共
生（
と
も
い
き
）を　

そ
の
社
会
的
実
践
」

　

パ
ネ
ラ
ー�

　
　
　
　

教
学
院�

佐
藤
良
純

　
　
　
　

浄
土
宗
布
教
師
会　
　
　
　

前
島
格
也

　
　
　
　

法
式
教
師
会　
　
　
　
　
　

田
中
勝
道

　
　
　
　

総
合
研
究
所　
　
　
　
　
　

藤
本
淨
彦

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
　
　
　

総
合
研
究
所
主
任
研
究
員�

戸
松
義
晴

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

�

　

マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
十
五
日
）

法
然
上
人
に
お
け
る
現
世
利
益
に
つ
い
て
―
『
選

択
集
』
と
御
法
語
を
通
じ
て
―�

丸
山　

孝
立

法
然
思
想
背
景
と
し
て
の
南
都
浄
土
教
①
―
懈
慢

国
説
を
中
心
に
―�

坂
上　

雅
翁

法
然
浄
土
教
に
お
け
る
信
の
深
ま
り
に
つ
い
て

�
曽
根　

宣
雄

法
然
上
人
に
お
け
る
三
心
釈
の
受
容
と
展
開

（
１
）
―
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
を
中
心
に
―

�

林
田　

康
順

法
然
上
人
流
罪
考
―
そ
の
２
―�

中
井　

眞
孝

▽
第
一
部
会
（
十
六
日
）

廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
に
お
け
る
法
然
上
人
に
よ

る
推
敲
―
第
三
章
段
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
問
答

に
注
目
し
て
―��

春
本　

龍
彬

法
然
上
人
絵
伝
研
究
―
伝
法
絵
に
お
け
る
臨
終
場

面
に
つ
い
て
―�

平
間　

理
俊

『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
念
仏
論
の
構
造
に
つ
い

て�

安
孫
子　

稔
章

御
法
語
の
真
偽
に
つ
い
て�

長
尾　

隆
寛

善
導
の
専
修
念
仏
に
対
す
る
法
然
の
課
題
と
選
択

本
願
念
仏
説�

角
野　

玄
樹

法
然
『
選
択
証
誠
』
成
立
考�

南　

宏
信

醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
に
見
る
法
然
上
人
の

住
処�

中
御
門　

敬
教

二
祖
対
面
の
紫
雲
五
丈
の
飛
昇
に
つ
い
て

�

宮
澤　

正
順

▽
第
二
部
会
（
十
五
日
）

絵
師
高
田
敬
輔
と
そ
の
作
品
（
そ
の
三
）
―
『
無

量
寿
経
曼
荼
羅
』
を
中
心
と
し
て
―�

林　

竹
人

増
上
寺
に
お
け
る
清
揚
院
殿
霊
廟
造
営
と
大
法
要

�

長
田　

正
澄

良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
往
生
要
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集
』
の
引
用
に
つ
い
て�

大
橋　

雄
人

『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
二
）

�

郡
嶋　

昭
示

江
戸
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
大
谷
派
の
研

究
交
流
の
一
断
面�

曽
田　

俊
弘

三
条
西
実
隆
の
念
仏
信
仰
―
年
忌
供
養
を
中
心
に

―�

魚
尾　

孝
久

▽
第
二
部
会
（
十
六
日
）

『
茶
店
問
答
』『
茶
店
問
答
弁
訛
』
に
つ
い
て

�
星　

俊
明

金
光
上
人
の
人
物
像
に
つ
い
て�

工
藤　

大
樹

聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
第
四
重
所
説
の
宗
体
に
つ

い
て�

勝
崎　

裕
之

『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
引
用
文
献�

前
島
信
也

『
明
義
進
行
集
』
再
考�

成
田　

勝
美

千
姫
と
了
学
上
人�

石
川　

達
也

両
国
回
向
院
本
尊
阿
弥
陀
如
来
台
座
銘
文
に
つ
い

て
（
続
）�

東
海
林　

良
昌

良
暁
と
一
向
俊
聖
．
一
良
忠
門
流
の
展
開

�

伊
藤　

茂
樹

貞
享
以
前
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

�

遠
藤　

聡
明

▽
第
三
部
会
（
十
五
日
）

「
六
処
」
と
い
う
用
語
と
縁
起
説����

唐
井　

隆
徳

仏
滅
後
に
説
か
れ
た
初
期
経
典
の
権
威
性
―
『
長

部
』
第
10
経
「
ス
バ
経
」
を
中
心
に
―�

�

清
水　

俊
史

四
十
八
願
に
お
け
る
第
四
願
と
第
五
願
の
連
続
性

�

袖
山　

榮
輝

『
浄
土
宗
全
書
続
』
検
索
シ
ス
テ
ム
公
開
に
つ
い

て
（
Ⅰ
）�

佐
藤　

堅
正

『
浄
土
宗
全
書
続
』
検
索
シ
ス
テ
ム
公
開
に
つ
い

て
（
Ⅱ
）�

齊
藤　

舜
健

▽
第
三
部
会
（
十
六
日
）

『
釈
浄
土
群
疑
論
』
所
説
の
逆
謗
除
取
十
五
家
に

つ
い
て�

長
尾　

光
恵

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説
⑥

（
自
在
神
へ
の
祈
念
）�

近
藤　

辰
巳

曇
鸞
に
お
け
る
疑
惑
に
つ
い
て�

後
藤　

史
孝

『
安
楽
集
』
に
お
け
る
得
生
者
の
描
写
に
つ
い
て

�

杉
山　

裕
俊

知
恩
院
寄
贈
ペ
ル
ー
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て

�
田
中　

芳
道

『
釋
浄
土
群
擬
論
』
敦
煌
写
本
Ｓ
２
６
６
３
に
つ

い
て�
大
屋　

正
順

浄
土
宗
に
お
け
る
回
向
思
想
序
説�

石
川　

琢
道

「
三
縁
の
成
立
に
つ
い
て
」�

曽
和　

義
宏

善
導
『
観
経
疏
』
所
説
の
十
四
行
偈
に
つ
い
て

�

柴
田　

泰
山

▽
第
四
部
会
（
十
五
日
）

伊
勢
地
方
の
廃
仏
毀
釈
―
仏
像
什
物
の
ゆ
く
へ
―

�

堤　

康
雄

地
域
社
会
の
宗
教
的
情
操
を
高
め
る
た
め
に
―
そ

の
社
会
的
実
践
―�

勝
部　

正
雄

祭
文
の
研
究
―
浪
曲
に
現
わ
れ
た
信
仰
譚
―

�

加
藤　

善
也

「
善
の
綱
」
に
つ
い
て�

坂
上　

典
翁

袈
裟
に
つ
い
て�

西
城　

宗
隆

布
薩
戒
の
あ
り
方
に
つ
い
て�

大
澤　

亮
我

▽
第
四
部
会
（
十
六
日
）

八
橋
玉
純
師
所
持
資
料
に
つ
い
て
３

�
�

八
橋　

秀
法

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
～
地
域
の
中
の
お
寺　

社
会
の
中

の
お
坊
さ
ん
～�

石
原　

成
昭

過
疎
化
の
中
で
の
寺
門
維
持
の
一
方
策

�
�

旭　

俊
雄

他
宗
に
お
け
る
布
教
師
養
成
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
指

導
方
針
①
―
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
つ
い
て
―

�

後
藤　

真
法
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他
宗
に
お
け
る
布
教
師
養
成
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
指

導
方
針
②
―
日
蓮
宗
に
つ
い
て
―�

八
木　

英
哉

他
宗
に
お
け
る
布
教
師
養
成
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
指

導
方
針
③
―
曹
洞
宗
に
つ
い
て
―�

宮
入　

良
光

早
田
哲
雄
上
人
著
「
昭
和
更
編
校
注
勅
修
法
然
上

人
御
伝
全
講
」
に
つ
い
て�

早
田　

晴
久

昭
和
の
仏
教
学
者
、
友
松
圓
諦
氏�

吉
田　

祐
倫

浄
土
宗
の
布
教
～
生
き
る
意
味
と
目
的
～

�
石
田　

孝
信

▽
第
五
部
会
（
十
五
日
）

過
疎
地
域
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
現
状
と
課
題

①�

名
和　

清
隆

過
疎
地
域
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
現
状
と
課
題

②�

武
田　

道
生

高
校
倫
理
教
科
書
に
お
け
る
法
然
上
人
の
記
述
問

題
に
つ
い
て�

石
田　

一
裕

日
本
倫
理
思
想
史
研
究
に
お
け
る
法
然
上
人
の
位

置
づ
け�

市
川　

定
敬

『
縁
の
手
帖
』
購
入
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析

�

工
藤　

量
導

▽
第
五
部
会
（
十
六
日
）

青
年
教
化
と
災
害
支
援�

魚
尾　

和
瑛

宗
立
学
校
に
お
け
る
戦
死
者
慰
霊
施
設

�

小
林�

惇
道

東
日
本
大
震
災
後
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
構
築
に
お

け
る
宗
教
者
の
関
与�

齋
藤　

知
明

少
年
期
の
宗
教
性
―
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
み
る

知
識
・
体
験
・
意
識
―�

髙
瀨　

顕
功

常
時
Ｓ
Ｓ
Ｌ
化
の
流
れ
と
寺
院
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に

つ
い
て�

水
元　

明
法

現
代
の
諸
問
題
と
仏
教
福
祉�

今
岡　

達
雄

神
谷
正
義
氏
所
論
「
法
然
教
学
と
共
生
」
に
お
答

え
す
る�

村
上　

真
瑞

浄
土
宗
宗
綱
第
二
章
総
本
山
及
び
大
本
山
に
つ
い

て�

加
藤　

良
光

【
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
】

高
校
倫
理
教
科
書
に
お
け
る
法
然
上
人

�

法
然
上
人
の
教
科
書
記
述
研
究
班

『
浄
土
宗
聖
典
』
の
英
訳�

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ワ
ッ
ツ

現
代
に
お
け
る
浄
土
宗
批
判
の
一
断
面

�

　

清
水
俊
史

＊
大
会
プ
ラ
グ
ラ
ム
に
拠
る
。
収
録
論
文
と
題
目

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
各
部
会
発
表
順
・
敬
称
略
）

（
石
川
琢
道
記
）
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平
成
27年

度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
　
平
成
27年

9月
15日

～
16日

　
会
場
大
正
大
学
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編
集
後
記

・『
佛
教
論
叢
』
第
六
〇
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

・
本
号
は
平
成
二
十
七
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
（
九
月
十
五
日
・
十
六
日
、
於
大
正
大
学
）
に
お
け

る
、
基
調
講
演
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
演
記
録
、
お
よ
び
一
般
研
究
発
表
の
成
果
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

・
基
調
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
き
ま
し
て
は
、「
世
界
に
共
生
（
と
も
い
き
）
を　

そ
の
社
会
的
実
践
」

を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
仏
教
学
教
授
の
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
先
生
を

は
じ
め
、
諸
先
生
方
か
ら
貴
重
な
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

・
一
般
研
究
発
表
は
、
そ
の
成
果
を
『
佛
教
論
叢
』
編
集
査
読
委
員
会
の
厳
正
な
査
読
を
経
て
、
許
可
さ
れ

た
研
究
論
文
と
研
究
ノ
ー
ト
の
二
種
の
み
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

・
本
大
会
な
ら
び
に
本
誌
に
つ
き
ま
し
て
の
ご
意
見
や
ご
感
想
を
頂
戴
し
、
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
を
作
り

上
げ
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
林
田
記
）
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CBETA など主要な仏典電子化団体が準拠しているものである。電子テキスト作成と
タグ作成は TEI に準拠するのが望ましい。P ５Guidelines が最新版。http://www.tei-c.
org/index.xml。

４） 異体字セレクタ。Ideographic Variation Sequence。
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（ルビ、囲み文字、訓点表記など）。

3.2. 続浄検索システムについて
　続浄検索システムの最大の特色は電子化班内で自主開発した点にある。その
長所と短所は以下のとおりである。

◦内部開発の長所
― 小回りの利く開発：業者が介在しないので、自由に、即座に、修正、

変更が可能。
― システムのすべてを把握している：業者がソースファイルを開示しな

い、という弊害がない。
― 利用者＝開発者：利用者の視点からシステム開発することになる→業

者は研究者ではない。
◦内部開発の短所

― 連絡の不足：開発者以外にプログラムの意味がわかりにくくなる危険
性がある。

4. まとめと課題

　続浄検索システムは、一昨年のスタンドアロン版の公開以後、浄土宗総合研
究所所内 LAN 上という閉じた空間で運用試験を行い、改良を進めてきた。今
回、浄土宗総合学術大会期間内という限定ではあるが、初めてインターネット
上に公開して運用した。２日間の運用期間のアクセス状況や使用してくださっ
た方々からのご意見を参考にしてシステムの改善を図りたいと考えている。
　また、大量の電子テキストの校正作業は多人数による必要があり、長期間に
及ぶ。その校正を検索システムに反映させる場合に、入力ミス等のチェック、
修正入力、データベースへの反映という複数の段階が必要になる。これらの条
件にかなった校正システムが必要となることから、現在開発中である。

１） Mroonga については、http://mroonga.org/ja/ 参照。
２） 数学者 Donald E. Knuth が 1978 年にリリースした組版処理ソフトウェア。参考書、解

説書は多数あるので参照されたい。
３） 人文分野での電子テキスト作成にあたってどのようなタグを作成すべきか、という点に

ついて TEI（Text Encoding Initiative）という団体からガイドラインが提示されている。
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<zokujofont class="mojikyo" codepoint="038877"> 〓 </

zokujofont> 不急

　TEX で作成したテキストデータは、PDF に出力することで、閲覧や印刷す
ることができる。一方、このようにしてできあがった XML ファイルは、その
状態ではタグだらけで全く見難いし、そもそも書式などは再現されていない。
そこで検索システムから閲覧する場合には、HTML ファイルに変換してブラ
ウザ上で表示することにした。HTML ではルビや訓点の一部は表示できるも
のの、割書や左訓は表示できない。データとして記録されているので活用する
できる。
　この時点で未入力であった続浄 15、16、17 の３巻の入力は、別業者に依頼
した。テキスト作成にあたり XML に対応し、XHTML での出力まで依頼した。
その際に、XHTML で表現不可の部分は、書式だけでなく字形もタグに情報
を付加してデータに残すようにした。ただし、納入されたデータをさらに電子
化班内で変換して検索システムに組み込んでいる。

3.1.3. テキストデータの特色
　以上のようにして作成した続浄のテキストデータは、次のような特色を持っ
ている。

◦目視可能な書式情報（訓点、割書、註記、ルビ（左訓・右訓）、囲み文字、
空白をデータ化（XML タグにて表現）／但し、続浄１～ 14、18、19 で
は対応しきれていない箇所あり）を概ねデータ化した（表示できなくても
タグに情報を埋め込む）。

◦漢字の字形は Unicode（IVS を含む）で再現可能なものは再現した。
◦可能な限り文字鏡は Unicode に変換した。
◦字形の内、再現不能なものは、代替文字使用（元の字形をたどることがで

きるように XML タグの属性値にコードなどを挿入）。
◦画像による代替はしていない（将来的に、画像ファイルの情報をタグに埋

め込む可能性あり）。
◦続浄 15 ～ 17 巻については、全文字の字形データベース作成。
◦ブラウザ上での表示には、HTML によって表現可能な書式を極力採用
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ータとしてテキストファイルの上に挿入し記録しておくことができるようにし
た。また、字形についても、IVS４）まで使用することにし、それでもその字形
に対応するコードがない場合は、代替文字を使用した上で、その字形を特定す
る情報をタグとして埋め込むことにした。
　上に挙げた TEX 入力例に対応する箇所は次のようになる。

天台大師云。略
<lb textno="" textvol="1401" textpage="" zokujovol="14" 

zokujopageno="0001" 

column="B" lineno="17" textname=" 即心念仏安心決定談義本 " 

volname=" 霊空 " />

知 <kunten><kaeri> 二 </kaeri><okuri></okuri><left-

okuri></left-okuri></kunten>

佛法大意 <kunten><kaeri> 一 </kaeri><okuri></okuri><left-

okuri></left-okuri></kunten>。 

<zokujofont class="mojikyo" codepoint="002872"> 〓 </

zokujofont> 須 <kunten><kaeri>

下 </kaeri><okuri></okuri><left-okuri></left-okuri></

kunten> 覺 <kunten><kaeri>

二 </kaeri><okuri></okuri><left-okuri></left-okuri></

kunten> 悟無常 <kunten><kaeri>

一 </kaeri><okuri></okuri><left-okuri></left-okuri></

kunten> 懺 <zokujofont class="mojikyo"

codepoint="010659"> 〓 </zokujofont> 行 <zokujofont 

class="mojikyo" codepoint="039010">

〓 </zokujofont><kunten><kaeri> 上 </kaeri><okuri></

okuri><left-okuri></left-okuri></kunten>。
豈可 <kunten><kaeri> レ </kaeri><okuri></okuri><left-

okuri></left-okuri></kunten>

馳 <kunten><kaeri> 二 </kaeri><okuri></okuri><left-

okuri></left-okuri></kunten>
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TEX の入力例とその出力例（続浄 14 巻 p.1b）
　入力例：

天台大師云。略
知 \kunten{ 二 }{} 佛法大意 \kunten{ 一 }{}。\TMO{002872} 須
\kunten{ 下 }{} 覺 \kunten{ 二 }{} 悟無常 \kunten{ 一 }{} 懺 \

TMO{010659} 行 \TMO{039010}\kunten{ 上 }{}。豈可 \kunten{ レ
}{} 馳 \kunten{ 二 }{}\TMO{038877} 不急

　出力例：
　　 天台大師云。略知二佛法大意一。卽須下覺二悟無常一懺悔行衜上。豈可レ馳二逐

不急

　ただし、囲み文字、斜め割書、空白など、再現およびデータ化されなかった
書式もある。また、どういうわけか文字コードとして ShiftJIS を使用しており、
Unicode で対応可能な字形を文字鏡を用いて表示するといった問題があった。
　この段階でできあがった電子テキストにはこのような問題点はあったものの、
TEX を使用したため、テキストファイルとして作成されており、書式等の指
定がマークアップされている、という特性があった。この後、XML 化するこ
とになったが、この特性のために、変換が容易であった。

3.1.2. 標準的電子テキスト化
　古典籍の電子テキスト化は、近年では XML を用いることが一般的になって
いる３）。電子化班では、続浄の検索システムを構築する方針を決めた際、電
子テキストも XML 化することにした。文字コードも Unicode を用いること
になった。「続浄の版面をそのまま再現する」という当初の方針は変更するこ
となく、文字コードを Unicode 化し、書式等のデータを XML としてデータ
化することにした。電子化班では、そのために必要な XML タグを洗い出し、
作成した。この時点までの納入データは TEX ファイルだったので、これを
XML に変換するためのスクリプトを作成し、一括して XML 化した。その際
に、TEX コマンドで実現されていた書式等に加えて、再現されていなかった
書式を記録するためのタグを作成し、画面や印刷の上で再現できなくとも、デ
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◦ 平成 26 年：
 続浄 15、16、17 の電子テキスト化が完了した。これで続浄全巻の電子テ

キスト化が完了した。検索システムを大幅に改修した。改修内容は主とし
てデータベースの設計に係るところで、UI には殆ど変更は加えていない。

◦平成 27 年：
 ９月から外部サーバーにて試験運用開始した。平成 27 年度浄土宗総合学

術大会期間中に限り公開した。

2. 続浄検索システムの構成

　 続 浄 検 索 シ ス テ ム の 開 発 環 境 は、LAMP（Linux，Apache，MySQL，
PHP）による。すなわち、

◦ OS：Linux（Ubuntu Server）
◦ HTTP Server（Web Server）：Apache
◦ Database：MySQL + Mroonga１）（全文検索エンジンである Groonga をベ

ースとした MySQL のストレージエンジン）を使用
◦ Web アプリケーション開発言語：PHP（Web ページを動的に生成

→ Database への問合せ、検索結果の表示等）
試験運用に用いたシステムもこの環境を使用している。

3. 続浄検索システムの特色

3.1. テキストデータについて
3.1.1. 【前提】当初の電子テキスト化の方針

　電子テキストは使用目的によって作成の条件が異なる。電子化班発足時には
検索システムの構築を予定していなかったので、検索システムで使用するため
の条件を考慮せずに電子テキスト化の方針が決められていた。業者に依頼した
際の原則は唯一、「続浄の版面をそのまま再現する」というものであった。デ
ータ作成を依頼したのは TEX２）による PDF 作成を専門する業者であり、この
条件に従って、続浄の頁上に印刷されている次の書式、字形を再現した。

◦訓点・割書・註記・その他の書式：TEX マクロによって実現
◦ JIS 第二水準漢字以外の漢字の字形：文字鏡フォントによって実現。ただ

しすべてが表示できたわけではない。
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1. はじめに―「続浄検索システム（試用版）」開発の経緯―

　浄土宗総合研究所「浄土宗基本典籍の電子テキスト化」プロジェクト（以
下、電子化班）は、当初『浄土宗全書続』（以下続浄）、および『宗綱宗規』の
電子テキスト化を目標として平成 21 年に発足した。続浄の入力作業は、予算
上の制約から、単年度当たり３冊程度を業者に委託して入力するというペース
で作業を進め、平成 26 年度に続浄全 19 冊の入力が完了した。そして今般、平
成 27 年度浄土宗総合学術大会期間中に続浄検索システムを電子化班の研究成
果の一部として試験公開した。本稿では、今回の試験公開に至る経緯と続浄検
索システムの特徴について報告したい。電子化班発足から平成 27 年度までの
作業経緯は以下のとおりである。

◦平成 21 年：
 浄土宗総合研究所「浄土宗基本典籍の電子テキスト化」プロジェクト発足。

当初の目的は『浄土宗全書続』（続浄）・宗綱宗規の電子テキスト化であっ
た。続浄について、３冊 / 年のペースで業者に電子テキスト化を委託した。

◦ 平成 24 年：
 電子化班の目的に、続浄テキストデータベース（続浄検索システム）の構

築と公開を加えた。電子テキストの汎用性を重視。標準的な電子テキスト
とするため、Unicode 化、XML 化を決定した。検索システムを内部開発
する方針を決定した。

◦ 平成 25 年：
 続浄 15、16、17 の３巻を除く電子テキスト化が完了した。入力業者を変

更した。平成 25 年度浄土宗総合学術大会にて「続浄検索システム（試用
版）」のスタンドアロン版を公開した。

『浄土宗全書続』検索システム公開について（II）

齊　藤　舜　健
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場合、浄土宗教師からの意見は特に重要である。システム改良のためのご協力
を切にお願いする。

謝辞
　このたびの総合学術大会での検索システム仮公開に当り、『浄土宗全書続』
の画像データを一時的にインターネット上に公開することを許可して下さった
株式会社山喜房佛書林の浅地康平氏に心より感謝申し上げる。

１）平成 27 年の総合学術大会での発表の後に、SAT 2015 というテスト版が公開されている。
２）【画面１】［枠２］、【画面２】で、巻数が「書名」に表示される場合と、「著者名」に表

示される場合があるのは、残念ながらデータ形式が完全に統一されていないことによる。
いずれはどちらか一方にのみ表示されるようにするか、或いは、「書名」「著者名」とい
う表示の区分自体を変更する。
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　・赤：検索語
 【画面１】［枠２］、【画面２】とも、検索語は赤字で表示される。
　・緑：本文中小文字
  【画面１】［枠２］、【画面２】とも、本文中の小文字はポイントを下げた

緑色の文字で表示される。
　・青：割書
  【画面１】［枠２］、【画面２】とも、割書されている文字はポイントを下

げた青字で表示される。１行を２行に割って表示される訳ではない。ま
た、割書の改行箇所も示されていない。

　・紫：割書（斜め）
  「云云」や干支（例えば「甲子」など）は、しばしば斜めに割書される。

その場合、斜めに割書された文字はポイントを下げた紫色の文字で横に
並べて表示される。実際に斜めに表示される訳ではない。

　・橙：割書中の割書
  【画面１】［枠２］、【画面２】とも、割書の中で割書されている文字は、

割書の文字と同じ大きさの橙色の文字で表示される。割書の中の割書も、
１行を２行に割って表示される訳ではない。また、割書中の割書の改行
箇所も示されていない。

　・ルビ
 【画面１】［枠２］では、ルビは丸括弧に入れられて本文中に表示される。
  【画面２】では、本文中の文字の上にポイントを下げた黒字で表示され

る。
　・傍註
  【画面１】［枠２］、【画面２】とも、傍註はポイントを下げた青字で本文

中に表示される。
本文中の小文字、割書、割書斜め、割書中の割書、傍註が検索語の場合には、
上に示したそれぞれの色ではなく、赤字で表示される。

３　おわりに

　検索システムをインターネット上に公開した後は、かなり長期にわたって、
データの誤りを訂正し、プログラムを修正し続ける必要がある。本システムの



─ 25 ─

頁単位の画像データを表示する【画面３】が開く。
　【画面３】：頁単位の画像データを表示する。画像の上に、『続浄』の巻
数、頁番号、および、300dpi の解像度でスキャンして作られた画像であるこ
とが表示されている。この画像は、『浄土宗全書続』第二版（山喜房）を解像
度 300dpi でスキャンして白黒二値の png ファイルにしたものである。dpi は 
dots per inch の頭文字を並べたもので、１インチ（約 2.54cm）当たりを何個
のドット（点）で表現するかを表わす数である。
　画像の上には、「前の頁（巻 _ 頁段行）」、「次の頁（巻 _ 頁段行）」というリ
ンクがあり、それらのリンクをクリックすると、表示されている頁のひとつ前
の頁、あるいは、次の頁の画像データが表示される。
　「閉じる」と書かれたボタンを押すと、その頁の画面が閉じる。

2―3　AND 検索
　本システムでは、AND 検索が可能である。複数の検索語を全角か半角かの
スペースで区切って入力すると、前後２行中にそれらの検索語を含む箇所が表
示される。【画面１】［枠１］の「入力クリア」ボタンの下には AND 検索の仕
方についての簡単な説明がある。
　ここで、AND 検索を行う範囲について記しておく。本システムでは、複数
の検索語を探す範囲を『続浄』の２行にしている。範囲が狭過ぎると、複数
の検索語を含む箇所は殆ど見つからない。逆に範囲が広過ぎると、遠く離れた
場所に複数の検索語を含むような例をも見つけてしまって、実際には役に立た
ない検索結果が多くなる。参考までに、第１節「はじめに」に挙げた二つの
検索システムがどの程度の範囲で AND 検索をしているかを記しておく。SAT 
2012 は、pseudo paragraph（みなしパラグラフ）という範囲を検索単位とし
ている。これは、１行の文字数が 27 文字未満の行を段落の最終行とみなして、
コンピュータが自動的に段落に分割する、というものである。教学院の「浄土
宗全書検索システム」は AND 検索の範囲を５行にしている。

2―4　文字表示
　文字色と文字サイズについて、【画面１】［枠１］内の表示をより詳しく説明
する。
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（南（無 | 无）阿（弥 | 彌）（陀 | 陁）（仏 | 佛）））」の検索結果、と表示される。
例えば、検索語の２文字目は「無」という字だが、検索の際には、２文字目を

「无」にした文字列をも探した、という意味である。４文字目以降の「弥陀仏」
についても同様である。
　３行目以下は表である。表の１行目には左から、「巻 _ 頁段行」、「画像」、

「書名」、「著者等」、「本文」と記されていて、それぞれの列の内容を示している。
　「巻 _ 頁段行」：初めの３桁は、書籍名と巻数を表す。１桁目が書籍の種類、
続く２桁が書籍の巻数を表す。現時点では、書籍の種類は『続浄』を表す Z 
のみ、巻数は『続浄』全 19 巻を表す 00 から 19 までである。４桁目は常にア
ンダースコアで、５桁目以降と区切る。５桁目からの４桁は頁数である。0000
頁から 9999 頁までを表示できるようにしてある。９桁目は A（上段）か B

（下段）として使用している。10 桁目からの最後の２桁は、行数を表すのに用
いている。例えば、「Z18_0456B02」は、『続浄』18 巻、456 頁、下段の ２行
目を表す。
　「画像」：この列の「IMG」という文字には、頁単位の画像データが表示され
る【画面３】へのリンクが張ってある。
　「書名」：書名を表す。巻数を含む場合もある２）。
　「著者等」：著者名を表す。文書の巻数を含む場合もある２）。
　「本文」：検索語を含む２行が表示される。２行を表示するのは、検索語が行
をまたいでいる時にも検索語全体を表示するためである。検索語は赤字で表示
される。
④ 【画面１】［枠２］の「巻 _ 頁段行」の数字の列にはリンクが張られている
ので、数字をクリックすると【画面２】が開く。
　【画面２】：頁単位の文字データを表形式で表示する。表示内容は、「巻 _ 頁
段行」、「書名」、「著者等」、「本文」であり、【画面１】の［枠２］に表示され
るものと同じである。
　表の上には、「前の頁（巻 _ 頁段行）」、「次の頁（巻 _ 頁段行）」というリン
クがあり、それらのリンクをクリックすると、表示されている頁のひとつ前の
頁、あるいは、次の頁が表示される。
　「閉じる」と書かれたボタンを押すと、その頁の画面が閉じる。
⑤ 【画面１】［枠２］の「画像」の列の「IMG」という文字をクリックすると、
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２　検索システムの解説

2―1　画面の構成
　画面は【認証画面】と【画面１】から【画面３】までの４画面である。
　・【認証画面】： ユーザー名とパスワードを入力するための画面。仮公開時の

み。システムの本公開時には用いない。
　・【画面１】： 検索語入力および簡単な説明のフレーム［枠１］と検索結果一

覧表示フレーム［枠２］とからなる画面。
  ［枠１］は、「検索語入力」テキストフィールド、「Search!」ボタ

ン、「入力クリア」ボタン、「AND 検索」の説明、「文字色と文
字サイズ」の説明、「検索結果」の表示の説明、からなる。

  ［枠２］には、ログイン時には『浄土宗全書続』の写真が表示さ
れている。検索をした後は、検索結果の一覧が表示される。

　・【画面２】：頁単位の文字データ表示。
　・【画面３】：頁単位の画像データ表示。

2―2　操作方法
① URL（Uniform Resource Locator： インターネット上にある情報の位置を
指定するもの）を手で入力するか、QR コード（いわゆる二次元バーコード）
を読取って、本システムに接続する。【認証画面】が開く。
② 【認証画面】に、定められたユーザー名とパスワードを入力する。【画面１】
が開く。
③ 検索語（検索したい文字の列）を「検索語入力」テキストフィールドへ入
力する。リターンキーか「Search!」ボタンを押すと【画面１】内の［枠２］
に検索結果一覧が表示される。検索語を変更する時は、「Search!」ボタンの下
にある「入力クリア」ボタンを押すと、「検索語入力」テキストフィールド内
の文字が消去される。
　【画面１】［枠２］内の表示内容は、１行目が「続浄簡易検索システム（試用
版）」という名称、２行目が入力した検索語と、新字・旧字の組み合わせを変
えた「検索対象」、見つかった文字列の件数である。新字・旧字の組み合わせ
の例を示す。検索語が「南無阿弥陀仏」の場合、「南無阿弥陀仏（検索対象：
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１　はじめに

　浄土宗総合研究所の「浄土宗基本典籍の電子テキスト化」プロジェクトでは、
『浄土宗全書続』（以下、『続浄』と略す。）の検索システムを開発している。平
成 27 年の総合学術大会では、聴衆にも携帯電話あるいはスマートフォンを用
いてシステムを利用してもらった。本稿は、その際の使用方法の説明を文書に
したものである。
　本システムは、『続浄』全 19 巻の内容を検索するものである。既に稼働中
の他の代表的な検索システムと比較をしておく。大藏經テキストデータベー
ス研究会（SAT）制作の、「SAT 大正新脩大蔵経テキストデータベース」は、
2012 版（SAT 2012）が最新版であり、『大正新脩大蔵経』85 巻までの内容を
検索することができる１）。また、浄土宗教学院と浄土宗が制作した「浄土宗全
書検索システム」を使うと、『浄土宗全書』全 23 巻のうち、20 巻までの内容
を検索することができる。
　本システムの稼働試験は、初めはネットワークに接続されていない１台のコ
ンピュータ上で行った。次に、総合研究所内のネットワークに接続された専用
のコンピュータを１台用意し、研究員が研究所内でのみ使用できる環境を用意
して、データの確認、プログラムの修正を行った。このたびの総合学術大会に
際し、民間業者の VPS （Virtual Private Server： 仮想専用サーバ） 上にシス
テムを構築し、インターネット上に仮公開した。仮公開なので、固定ユーザー
名と固定パスワードを設定して接続を制限した。最終的には、浄土宗が契約す
るサービスプロバイダの提供する環境にシステムを構築し、世界中のどこから
でも誰でもがインターネットを通じて接続できるようにするのが目標である。

『浄土宗全書続』検索システム公開について（Ⅰ）

佐　藤　堅　正
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い、特殊なプルシャである自在神が定義された６）。［viv.1―24］

「訳注」
１）Y.S. では、以下の三種類の三昧成就法が説かれている。
 ① サーンクヤ哲学に依って、プルシャとプラクリティに関する識別知を獲得し、叡智と

離欲に基づくもの
 ② ヨーガ階梯を順に行じてくもの（これについては、仏教論叢第 55 号～ 59 号の拙稿参

照）
 ③自在神への祈念に基づくものである。
 そして、これ以降のスートラでは、③の自在神への祈念に基づくものが解説される。
 また、自在神への祈念は、Y.S. 第２章で説かれるヨーガ階梯の第２番目である「内制」の

一つとしても数えられているが、Viv. においては、当該個所の解説が欠損しているので
（仏教論叢第 56 号拙稿訳注９参照）、ヨーガ階梯に関する解説を補完する意味も含めて、
Y.S. 第１章における自在神への祈念に関する Viv. の解説を今回以降の研究対象とする。

２）Bh. は、kleśa, karma, phala, āśaya を煩悩・業・果報・潜在力と説明しているが、Viv. 
は煩悩の蓄積・業の蓄積・果報の蓄積と解説している。

３）三種の束縛は、サーンクヤカーリカーで説かれるものであり、これらを離れる必要があ
り、離れた上でヨーガの成就をみる者に対する記述であり、本稿註記１）の①に関する
成就法である。

４）つまり、自在神の有する卓越性は、何か他のものに依るのではなく、自らの内にある完
全なサットヴァを原因とすると説明されている。

５）“nimitta” を“prāman
4

a” と解説する副註としては、９世紀のヴァーチャスパティミシュ
ラの Tattava-vaiśāradhī が挙げられるが、Viv. の作者を８世紀のヴェーダーンタ学派の
シャンカラだとする考えとは矛盾する。Viv. の作者推定には、尚、詳細な検討が必要で
ある。

６）以上より自在神の性格をまとめると、
 ①業の蓄積などと全く無関係である
 ②常に解脱している
 ③それを凌駕する力を持つものも、同等の力を持つものも存在しない
 ④特殊なプルシャである
 ⑤自らの完全なサットヴァを原因とする恒常なる卓越性を備えている

　（主な参考文献）
Rukmani,T.S., Yoga-sūtrabhās

4

yavivaran
4

a Vol.1, Munshriram Manoharlal 
Publishers Pvt. Ltd, 2001

Leggetto, Trevor, śan4kara on the yoga-sūtra-s （vol.1）, London, 1983
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生じたということは、推量と知識によって確認される。聖典を根拠とするもの
が卓越性であり、自在神を根拠とするものが聖典であるというような関係がな
いとすると、聖典と卓越性の間に依存関係がなくなってしまう。
　問う。聖典によって自在神が根拠づけられ、それを根拠として、聖典が根拠
づけられるというのならば、互いに依存関係にあるのではないか。
　答える。自在神を根拠づけるのは推量であるので、過失はない。
　以上により次のことが言える。なぜかというと、自在神の優れたサットヴァ
を拠り所とする至高の知識と卓越性は常に結びついており、原因と結果という
関係が恒常であるから、次のことが言える。彼は常に解脱しており、常に自在
神である、と。そしてまた、彼のすべてのものを自在にあやつる力（自在力）
は、それと同等なものや、それを凌駕するものはない、と推量の結果が述べら
れている。また、それがスートラの意味するところでもある。
　凌駕するものがないということについて説明して、まず、他の自在力によっ
て、それは凌駕されない。どうしてか。もしも何か他の自在力がそれを凌駕す
ると考えるならば、それは正にそれ、つまり、私が述べているところの自在力
に他ならない。そのものに他のものを凌駕する自在力があるものこそが、自在
神なのである。また、それと同等の自在力も存在しない。同等の卓越性をもつ
ものは存在しないからである。
　なぜならば、一つの王国に二人の王がいることはない。また、王国が二つで
あれば、（王は）一人ではない。そんなことが起こると、二つの違うものが同
じになってします。また、ある人が二つの内のどちらか一方におこした欲望を
捨てない限り、もう一方に対しては欲望は起こせない。また、一人の人が、同
時に全く同じ二つのものに欲望をおこすことはできない。欲望を起こされた対
象は、同じものなのにどちらかに優劣をつけねばならないという矛盾に陥るか
らである。つまり、同じものに優劣をつけねばならぬということによって、そ
の者は苦悩に陥る。それは、言葉の上での苦悩ではなく、（同じ二つのものう
ち）一方が、姿や内面において優越であるという矛盾が生じるのである。同等
であることと卓越していることが共に、いま説明された。

〈p.57 l.14〉
　従って同等のものも、凌駕するものもない自在力をもつものが、自在神なの
である。以上のようにプラダーナ（プラクリティ）ともプルシャとも関係がな
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最初は不完全なものであるので、聖典（知識そのもの）は何を原因としている
のか、と言われた。つまり、知識が（原因なしに）自ら得られるとするなら
ば、まともな理由のない酔っ払いや狂気の人の知識のようになってしまう。ま
た、上記のように、原因があるならば、つまり原因に基づくとすると、最初は
不完全なものであると考えられる。（がいかがか？と問われたので）
　まず、原因がないということではなくて、（自在神の）完全なサットヴァを
原因とするのである。つまり、完全なサットヴァに依ると述べられている。従
って、知識が（原因なしに）自ら起こるという過失はない。更に、知識が自ら
起こるということについても、まともな理由のない酔っ払いなどの知識のよう
ではない。常に煩悩などから離れているサットヴァに依っているからである。
つまり、知識と潜在印象と記憶の間にある関係は、互いに原因と結果になり合
うので、種と芽のように無始よりの関係がある。それと同じように、聖典（知
識そのもの）と卓越性は、自在神の心において常に働いており、無始よりの関
係がある。そこにおいては、卓越性は知識によってもたらされる。つまり、そ
れの原因が知識なのである（更に、知識の原因が完全なサットヴァである。）４）。
　他の者は５）、次にように説明している。nimitta　という語は、prāman

4

a
（推量の根拠）を表す。それにとって、聖典が nimitta つまり根拠なのである。
正にそれ（聖典）によって、彼の卓越性が推量されるのである。更に、聖典は
何を根拠としているのかというと、自在神の汚れなきサットヴァが根拠である。
清浄なサットヴァは卓越しているので、聖典の根拠になるのである。マヌ法典
などと同じように。同様に聖典には、「マヌらによって語られたことは、なん
であっても薬になる」と説かれている。また同様のことが、世間ではグルたち
によって語られたことについても言える。

〈p.56 l.8〉
　その聖典と卓越性、つまり、根拠とその対象の間には、無始よりの関係がある。
　問う。自在神のサットヴァに存在しない聖典によって、その卓越性を推量す
ることはできないではないか。
　答える。そのような過失はない。それから生じたものは、その内に存在する
からである。それ（サットヴァ）から生じた聖典は、全知者性に基づいて、そ
の内に存在し続ける。世間でも、それから生じたものは、その内に存在する。
糸などが（それから生み出された）織物などの内に存在するように。それから
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縛は、つまり煩悩などの束縛は過去にはない。束縛を離れたものにとって、束
縛の終わりが解脱の体現によってわかる、つまり過去の束縛から離れるのとは
全く異なる。過去の束縛がなくなるのとは違うからである。また、今後もない。
プラクリティに帰滅を果たしたものにとっては、つまり輪廻することがないも
のにとっては、未来の束縛の終わりが認められるとのは全く異なる。輪廻する
ものや、プラクリティに帰滅を果たしていないものにはいまだ制御する必要が
あるので、過去や未来の束縛の終わりが認められるのである。以上のように、
それは常に束縛から離れているので、時に関する言及はなされなかったのであ
る。つまり、彼は常に解脱しており、常に自在神なのである。
　ここで、特殊なプルシャが自在神であると述べられているのは、（普通のプ
ルシャは、業などの蓄積の報いを受けるが）自在神たるプルシャは何者にも支
配されず、また、心は完全に制御されており、また、（何者にも支配されない）
至高の支配たる状態は完全な心に結びついていると認められるから、上記のよ
うな意味になることを次のように述べている。完全なサットヴァを原因とする
ので、かの自在神の卓越性は恒常であると。常に至高で、全知で何者にも支配
されず、優れた能力をもっていることが、卓越性である。

〈p.55 l.4〉
　ここで、論点を明確にするために、質問の形で始めている。それ（卓越性）
には原因があるのか、あるいは、ないのか。nimitta という言葉は、kāran

4

a
（原因）と同義語である。それには原因があるのか、あるいは、ないのかとい
う意味である。この質問は何のためかと言うと、もしも、原因があるとするな
らば、常に自在神であるということが正しくなくなってしまう。（原因がある
場合のみ卓越性が認められるので）恒常ではなくなるから。また、原因がない
場合は、卓越性は作られるものであるので、存在しないことになってしまう。
なぜならば、一般に原因なくして結果はありえないからである。
　ここで次のように答えている。原因がないのではなく、（自在神が説いた）
聖典が原因であるからと。聖典とは知識そのものである。つまり、実在するも
の、本質、証明されるもの、証明するもの、時間的に隔たっているもの、距離
が離れているものに関するすべてものを常に対象とする知識そのものが（原
因）である。
　もしそうであるならば、知識は先に得られた他の情報から順に得られるので、
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〈p.53 l.7〉
煩悩・業・果報の蓄積と無関係な、特殊なプルシャが自在神である。［Y.S.1―
24］

〈p.53 l.21〉
　煩悩とは、無明など人を悩ませるものが煩悩である。その者が過去に行った
業には、善い悪いがある。つまり、善いもの、悪いものがある。「と」が省略
されている。善いもの悪いものとは、善いものと悪いものが混じり合っている
ということである。その報いが果報であり、生まれ・寿命・資産を決定する。
正にそれら煩悩などが、完全に断ち切られるまでは、煩悩・業・果報は蓄積さ
れる２）。そして、煩悩などが蓄積されたものが、煩悩・業・果報の蓄積である。
　それらは、実際はマナスの内にあるが、つまり、マナスにおいて作用するの
であるが、プルシャに帰せられる。どうしてかと言うと、それ（プルシャ）が、
それらの報いを受けるからである。例えば、兵士の勝ち負けが、将軍に帰せら
れる、つまり、（戦闘の）結果が王のものとなるのと同様である。

〈p.54 l.10〉
　（自在神は）そのように報いを受けることから離れていると述べられている。
時に関わる言及がないので、詳しく説明すると、今現在触れられていないし、
これからも触れられないし、過去にも触れられたことがないという意味が含ま
れている。煩悩・業・果報の蓄積と全く無関係であるという意味である。
　スートラの意味を明確にするために、次のように述べた。その場合、独存に
いたる
4 4 4

のかと。つまり、たまたま煩悩などに触れられていない場合にも、独存
状態にあるものが多くいるが、それらもすべて自在神なのか（いや、そうでは
ない）。過去に触れたことがあるかもしれない場合には、完全に煩悩などに触
れられていないとは言えない。つまり、そのものたちには触れたことがあった
り、なかったりする。（ので自在神ではない）。自在神は決して触れることはな
いのである。言葉の意味が正確に決定されない間は、「触れられていない」と
いう語が使われてはならない。従って、彼は完全に触れられていないので、正
に「触れられていない」と述べられたのである。
　その者たちは、三種の束縛を３）、つまり、プラクリティに関わるものと、プ
ラクリティから転変したものに関わるものと、祭式に関わるものを、完全なる
知恵によって捨て去って、独存にいたる

4 4 4

。しかし、自在神には、そのような束
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＊使用テキスト： Patañjali-Yogasūtra-Bhās
4

ya-Vivaran
4

a, Madras Goverment Oriental 
Series Vol.94, 1952

＊本稿中、下線を付した太字は Yoga-sūtra（以下、Y.S.） 本文、太字は Vivaran
4

a（以下
Viv.）が引用した Vyāsa の Bhās

4

ya（以下、Bh.）を表す。（尚、テキストには、Bh. 本
文も付されているが、今回は Y.S. と Viv. を訳出した。Bh. については、Viv. による引
用部分を参照されたい。）

〈p.52 l.16= テキスト 52 ページの 16 行目を示す〉
あるいは、自在神への祈念に基づいても。 ［Y.S.1―23］１）

〈p.52 l.27〉
　それよりも三昧に近いものが何かあるのか。それを獲得する何か他の方法が
あるのか、あるいは、ないのかと問われたので。他の方法があると言って、あ
るいは、自在神への祈念に基づいても。と説かれた。自在神という言葉の意味
は後で説明される。まずここでは祈念を説明して、特別な信仰に基づいて専心
されたと述べられている。

〈p.53 l.15〉
（その自在神は）恩恵を彼に、つまり、卓越した信仰をもつそのヨーガ行者に
振り向け、願いのままに、つまり至高の自在力に基づいて、たいした努力をし
なくても、ただ単に望むだけで、恩恵を与える。そして、その恩恵に基づいて
も、一層、三昧の獲得と結果に近づくのである。［viv.1―23］

　さて、プラクリティともプルシャとも異なる、この自在神とは何であるかと
は、サーンクヤの聖典では自在神の存在が明らかにされていないので、わかっ
ていない自在神の特徴を明らかにするために、（そのように）問いかけたので
ある。そしてそれに対して、次のように定義された。煩悩・業・果報の蓄積と
無関係な、特殊なプルシャが自在神である。と。

Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（第 1 章 23 〜 24）

近　藤　辰　巳
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11）TheragA. 453―458 （Vol. II p. 193.8―13）
12）TheragA. 537―546 （Vol. II p. 227.26―28）
13）PvA. 22 （VRI： p. 123.15―17）; PvA. 22 （VRI： p. 127.3―4）
14）PvA. 38 （VRI： p. 210.19―20）; PvA. 38 （VRI： p. 222.17―19）
15）VvA. 37 （VRI： p. 139.13―17）
16）VvA. 47 （VRI： pp. 167.19―168.3）
17）VvA. 63 （VRI： p. 217.2―6）
18）VvA. 74 （VRI： p. 250.12―16）
19）VvA. 84 （VRI： p. 287.2―7）; VvA. 84 （VRI： p. 298.13―14）
20）DNA. １ （Vol. I p. 6.9―20）; Vin. （Vol. II p. 286.1―8）
21）後代の註釈文献においては、本経が何れの結集において合誦されたのかが度々問題視さ

れていることから、このような結集の伝承が、経典の正統性を保証する上で重要な役
割を果たしていたことが解る。DNA. 1 （Vol. I pp. 17.31―18.16）; DNT

4

. 1 （Vol. I p. 31.24―
28）を参照。

22）DNA. （Vol. I pp. 15.30―25.14） に お い て、 ブ ッ ダ ゴ ー サ は「仏 陀 の 言 葉 ＝ 三 蔵 ＝
八万四千の法蘊」という等式を述べている。

23）上座部の伝承に従えば、Kv. をのぞいた阿毘達磨六書はすべて仏陀の直説であり、
Kv. といえどもその論母は仏陀によって直接に説かれたものである。

24）VinT
4

（Vmv）. （VRI： p. 21.10―14）においても DN. 10「スバ経」や MN. 108「ゴーパ
カ・モッガラーナ経」が八万四千の法蘊に含まれると理解されている。

25）本書は散逸している。
26）このうちの第一説を理解するためには補足がいる。ここでは、Therag. 1024 偈において

「この八万四千の法蘊は、アーナンダが仏陀あるいは比丘から受け取ったものである」
と説かれているので、アーナンダ自ら説いた教説を八万四千の法蘊の中に入れられない
のではないか、という点が問題となっている。そこでこの第一説では、「比丘から受け
とった法蘊」のなかにこの DN. 10 経を含めることで八万四千の法蘊に結ばれているこ
とを証明しようとしている。

27）馬場紀寿［2008：pp. 215.7―217.15］は、ブッダゴーサが上座部三蔵の範疇を排他的に定
めたことに着目している。

28）この結集と上座部三蔵の関係については別稿にて論じる予定である。

（本研究は科研費（若手研究（B）15K16622）の助成による成果である）
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を占めていたことが確認される 28）。

Abbreviations
 DN. Dīgha-Nikāya - PTS.
 DNA. Dīghanikāya-Att

44

hakathā （Suman4galavilāsinī） - PTS.
 DNT

4

. Dīghanikāya-T
4

īkā （Līnatthappakāsinī） - PTS.
 MN. Majjhima-Nikāya - PTS.
 MNA. Majjhimanikāya-Att

44

hakathā （Papañcasūdanī） - PTS.
 MNT

4

. Majjhimanikāya-Tīkā （Līnatthappakāsinī） - VRI.
 PTS Pali Text Society.
 Pv. Petavatthu - PTS.
 PvA. Petavatthu-Att

44

hakathā - VRI.
 SN. Sam

4

yutta-Nikāya - PTS.
 SNA. Sam

4

yuttanikāya-Att
44

hakathā （Sāratthappakāsinī） - PTS.
 SNT

4

. Sam
4

yuttanikāya-Tīkā （Līnatthappakāsinī） - VRI.
 Therag. Theragāthā - PTS.
 TheragA. Theragāthā-Att

44

hakathā （Paramatthadīpanī） - PTS.
 VibhA. Vibhan4ga-Att

44

hakathā （Sammohavinodanī） - PTS.
 VinT

4

 （Sd）. Sāratthadīpanī-T
4

īkā - VRI.
 VinT

4

 （Vjb）. Vajirabuddhi-T
4

īkā - VRI.
 VinT

4

 （Vmv）. Vimativinodanī-T
4

īkā - VRI.
 Vin. Vinaya - PTS.
 VRI Vipassana Research Institute.
 Vv. Vimānavatthu - PTS.
 VvA. Vimānavatthu-Att

44

hakathā （Paramatthadīpanī） - VRI.
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ばれているのか、〔結ばれて〕いないのか。【第一説】そこで、まず『無礙
解難語釈』25）には、「〔アーナンダ〕自ら説いた法蘊のうち、比丘から受け
たものだけを集めて、このように述べたと理解されるべきである」と説か
れている。【第二説】然るに、「世尊から与えられた方法に則って説かれた
のであるから、〔アーナンダ〕自ら説いた諸々の法蘊についても“仏陀か
ら受けた”というここに含めて説かれた」と、ここではこのように説くこ
とがより理に適っているように見られる。実に世尊によって置かれた方法
に則って沙門が法を説示するのである。また、まさにそれゆえに、第三結
集において長老モッガリプッタティッサによって説かれた『論事』も“仏
陀の所説”と呼ばれるようになった。したがって、「スバ経」（DN. 10）
など自ら説いたものであっても結集に載せることによって、長老アーナン
ダによって「このように私は聞いた」と言われたのである。

　ここでは二説が挙げられ 26）、そのうちの第二説をサーリプッタは採用して
いる。すなわち、たとえ仏弟子たちによって説示された経典であっても、それ
が仏陀の残した教えに基づいて正しく説かれたものであれば、仏説として三蔵
に含まれ得るということである。

結論

　このように上座部では、たとえ仏滅後に説かれた教説であっても、それが仏
陀の教えに適合していることが認められれば、“仏陀の言葉”と同等の権威が
付託されて三蔵に加え得ると理解されている。このような仏説論は、五世紀の
ブッダゴーサ註釈において既に見られ、はるか後代のサーリプッタ（十二世
紀）にまで引き継がれている。この理論に従うならば、上座部は際限なく三蔵
を肥大化させることが可能であったはずである。しかし、理論としては可能で
あっても、新たな仏説（仏陀の言葉）が、上座部において際限なく増殖する
ことはなかった。このような三蔵の肥大化を食い止めた要因の一つとして 27）、
仏滅後に説かれた DN. 10「スバ経」の権威性について、それが第一結集によ
って収載されているか否かという「因縁の真偽問題」が問題にされていること
から、新たな教説を三蔵に加える為には「結集」というプロセスが重大な位置
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第２節　八万四千の法蘊と『論事』（Kv.）

　続いて本節では、八万四千の法蘊（＝仏陀の言葉 22））にこの DN. 10 経が
含まれているかどうか、という点から考察する。DN. 10 経の権威性を巡る疑
義は、前節において検討した以外の上座部文献においてもたびたび言及され
ている。まず十世紀ごろ著されたとされる VinT

4

（Vjb）. では、「この DN. 10
経は八万四千の法蘊から外れてしまうのではないのか」という疑義に対して、
Kv. を引き合いに出しながら次のように解答している。

VinT
4

（Vjb）. （VRI： p. 20.24―26）：【問】スバ経（DN. 10）は、「世尊が
般涅槃して間もないころ」と説かれているので、八万四千の法蘊のうちに
結ばれていないのではないか。【答】そうではない〔結び付けられている〕。
世尊の〔在世〕時に獲られた方法によって『論事』が〔説かれたのと〕同
様である。

　ここで言及されている Kv. とは、仏滅二百年後に開かれた第三結集におい
て編纂された論書である。したがって本来ならば、仏語の集成である三蔵から
除外されて然るべき典籍であるため、DhsA. においてこの Kv. が阿毘達磨に
相応しいか否か激しい議論が交わされている 23）。この議論において上座部は、
たとえ Kv. が“声聞の所説”であったとしても、（1）仏陀が論母を置いてい
ること、（2）その論母の分別が一切智性智に適っていること、という二点を満
たしているため“仏陀の言葉”と同等の権威が認められると理解している。こ
の理解に基づいて、上記の VinT

4

（Vjb）. における主張も説かれていると考え
られる。従って、Kv. と同じく DN. 10 経も、仏陀が残した教説に基づきなが
ら正しく説示しているゆえに八万四千の法蘊に含まれる、というのである。こ
の理解は、十二世紀にサーリプッタによって著された VinT

4

（Sd）. においても
踏襲されている 24）。次のように説かれる。

VinT
4

（Sd）. （Vol. I, p. 93.7―15）：【問】またこのうち、「スバ経」（DN. 
10）と「ゴーパカ・モッガラーナ経」（MN. 108）とは、世尊が般涅槃し
てから長老アーナンダによって説かれたので、八万四千の法蘊のうちに結
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「世尊が般涅槃して間もなく」「世尊が般涅槃してから一月程度の時に」で
ある。

　上座部の伝承に従えば、仏滅から二十一日目に、マハーカッサパが結集を呼
びかけ、それから一月のあいだ精舎を修繕し、その後に法と律が合誦されたこ
とになっている 20）。従ってこの DN. 10 経は、仏滅後まもなくアーナンダによ
って説かれ、その後に第一結集で合誦されたことになる 21）。
　このように DN. 10 経は、狭義の意味における仏説（すなわち仏陀の肉声を
収めたもの）ではあり得ない。この問題についてブッダゴーサとダンマパーラ
は、本経を註釈して次のように述べている。

DNA. 10 （Vol. II, p. 387.4―8）：それゆえ長老によって「聖なる戒蘊」と
示されたそれらについて、さらに「では、君、アーナンダよ、どのように
聖なる戒蘊があるのでしょうか」と個別に質問した。長老も、仏陀の出現
を彼に示して、聖文（tanti）の法を示しつつ、順次、世尊によって説か
れた通りに全てを答えた。

DNT
4

. 10 （Vol. I, p. 504.9―12）：「世尊によって説かれた通りに」とは、
「沙門果〔経〕の説示などにおいて世尊によって示された通りに」である。
これによって、この「経」が“師の所説”であること、〔すなわち〕“勝者
の言葉”であることを示している。

　すなわち、仏陀自身が説いている教説をアーナンダが踏襲しながら説法して
いるゆえに DN. 10 経にも仏説（師の所説、勝者の言葉）と同等の権威が付託
される、と説かれている。この場合の「世尊によって説かれた通りに」とは、
DN. 2「沙門果経」において仏陀が説示している戒蘊を、そのままアーナンダ
が本経において引用していることを意味している。ただし上記の註釈にもある
ように、仏説としての権威性が認められているのは「経」そのものに対してで
あるから、仏陀の肉声を引用している箇所だけにこの権威性が付託されている
わけではない。
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（1）仏陀が論母を置いていること、（2）その論母の分別が一切智性智に適って
いること、（3）仏陀の「随喜」によって事後承認を得ていること、という三条
件が重要である５）。ただし、仏滅後に説かれた Kv. の場合には仏陀から事後承
認を受けることが不可能であるため、上記（3）については必須条件ではない。
すなわち上座部のこの理論に基づけば、仏滅後に説かれた声聞の所説であって
も、仏陀の残した教えに基づいて正しく解説したものであることを証明し切れ
れば、それにも“仏陀の言葉”と同等の権威が付託され、三蔵に加え得るので
ある。この点においは、説一切有部が、「たとえ仏陀の金口直説でなとも、法
性に適えば仏説（仏陀の言葉）として認められる」と主張していた点と類似し
ている６）。
　これに続いて本稿では、未だ考察し得ていない上座部経蔵に収載される経典
のうち、とりわけ「仏滅後に仏弟子によって説かれた経典」に着目し、これが
どのような理論を以て仏説（仏陀の言葉）として三蔵に加えられているのかを
検討する。

第１節　DN. 10「スバ経」とその註釈

　上座部経蔵に収載される初期経典のうちには、先ほど言及した MN. 124「バ
ークラ経」の他にも、DN. 10「スバ経」や MN. 108「ゴーパカ・モッガラー
ナ経」７）、SN. 9, 5「アーナンダ経」８）、SN. 16, 11「衣経」９）、Therag. 169―
170 偈 10）、Therag. 453―458 偈 11）、Therag. 537―546 偈 12）、Pv. 22 経 13）、Pv. 
38 経 14）、Vv. 37 経 15）、Vv. 47 経 16）、Vv. 63 経 17）、Vv. 74 経 18）、Vv. 84 経 19）

などが仏滅後の出来事を収載していると伝承されている。このなかでも、後代
の註釈家が特に問題視して取り上げるのは DN. 10 経である。この経が仏滅後
に説かれたものであることは、既に経典のうちに明示されている。

DN. 10 （Vol. I, p. 204.2―4）：このように私は聞いた。ある時、尊者アー
ナンダは、世尊が般涅槃して間もないころ、サーヴァッティ近くのジェー
タ林にあるアナータピンディカの僧院に滞在していた。

DNA. 10 （Vol. II, p. 384.4―6）：「世尊が般涅槃して間もないころ」とは、
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問題の所在

　パーリ三蔵のうち「経蔵」に収載される諸経典は、仏滅後すぐに開催された
第一結集において合誦されたものであると一般的に知られている。しかしなが
ら、この経蔵をつぶさに検討すると、必ずしも仏在世時の出来事だけではなく、
仏滅後に起こった出来事までも伝えている経典が散見される。この典型例は
MN. 124「バークラ経」であり、本経は、仏滅百余年後に開催された第二結集
において経蔵に収載された旨が註釈に記されている１）。この MN. 124 経に登
場する比丘バークラは、八十歳の時に出家して２）、さらにその八十年後に本経
を説いてから入滅したと伝えられるので３）、彼は百六十歳まで生きていたこと
になる。このように、これら上座部の伝承に従えば、本経が説かれたのも、そ
れが経蔵に収載されたのも仏滅から数十年後ということになる。
　ところで、このような仏滅後に成立した諸文献が三蔵に含まれることは、奇
異なことではない。ブッダゴーサ自身も、上座部の三蔵が第一結集だけでなく
三度の結集を経て成立したことを述べている４）。成立が古いとされる経蔵にお
いてさえも、先ほどの MN. 124 経だけではなく、複数の経典が仏滅後（もし
くは第一結集後）に成立したと伝えられている。ただし、これら仏滅後に声聞
たちによって説かれた諸経典は、狭義の意味における仏説（仏陀の言葉）では
あり得ないため、その権威性と正統性は何に基づくのか、という点が問題とな
る。
　この問題を解明するための予備的考察として、筆者は、仏滅二百余年後の第
三結集において阿毘達磨蔵に収載された『論事』（Kathāvatthu, Kv.）に関す
る論考を発表している。結論として、上座部は、仏陀以外の者が説いた教説に
も“仏陀の言葉”と同等の権威を附託し得る理論を有しており、そのためには、

仏滅後に説かれた初期経典の権威性
―『長部』第 10 経「スバ経」を中心に―

清　水　俊　史
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 　ここでは、断定（vinicchaya）という語を用い、また、他者を貶めるような表現を用
いて、優劣を争っている。別の用例でも、偈自身やその前後の文脈からこの表現の多く
が誤った見解や思想を表していることが分かる。

 　このように、最古層における見たこと（ditt
44

ha）、聞いたこと（suta）、考えたこと
（muta）という表現が、誤った見解（ditt

44

hi）と関連していることは、南清隆［1985： 
pp. 92―93］が『スッタニパータ』の四章に多く現れる ditt

44

hi の語が自派の思想の優位性
を強調するために用いられていると指摘していることから分かるように、最古層の資料
に仏教以外の自由思想家への批判が反映されていることとも大いに関連しているであろ
う。そのため、認識作用を持つ用語も鼻、舌、身という見解や思想に関連しない用語は
あまり見られず、眼、耳、意という見解や思想に関連する用語が多く見られると言える。

 　ditt
44

ha, suta, muta という表現に関しては Jayatilleke［1963： pp. 60―61］、Bhattacarya
［1980］、荒牧典俊［1983］、中村元［1984： p. 425］を参照。

３）Sn. 171 SN. 1, 3―10（Vol. Ⅰ p. 16）
４）Sn. 284, 337 Th. 195, 252, 455, 535
５）Sn. 387 Th. 455, 895 SN. 4, 2―5（Vol. Ⅰ p. 111）
６）Th. 643
７）Sn. 759 SN. 4, 2―7（Vol. Ⅰ p. 113）
８）Th. 1099
９）SN. 5, 9（Vol. Ⅰ p. 134）
10）Th. 116 Ud. 3, 5（p. 28）
11）SN. 35, 117（Vol. Ⅳ pp. 97―101）
12）Cf. 平川彰［2： p. 314］
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アッタカヴァッガを中心に ―」『佛教大学大学院研
究紀要』12. 1985. pp. 83―104

［註］
１）SN. 12, 2（Vol. Ⅱ pp. 2―4）
２）最古層では、感覚器官とその対象に関して全く説かれていないのではなく、別の表現が

多く見られる。それは、見たこと（ditt
44

ha）、聞いたこと（suta）、考えたこと（muta）
という眼、耳、意に関する表現である。最古層の資料を検討すると、この表現は誤った
見解や思想を表している可能性がある。

 　Sn. 796
 Paraman ti ditt

44

hīsu paribbasāno yad uttarim
4

kurute jantu loke,
 hīnā ti aññe tato sabba-m-āha： tasmā vivādāni avītivatto.
 人は世間でより勝れているとするものを、諸見解のうちで最上のものであるとして

留まる。
 彼は、自分とは別の人々が劣った者達であると、全ての者に言った。それ故、彼は

論争を超えない。

 　Sn. 797
 Yad attanī passati ānisam

4

sam
4

 ditt
44

he sute sīlavate mute vā,
 tad eva so tattha samuggahāya nihīnato passati sabbam aññam

4

.
 見たこと、聞いたこと、習慣と宗教的行為、考えたことについて、自己に利点があ

ることを見る。
 そこで、彼はそのことに執着し、他の一切のものを劣ったものと見る。

 　Sn. 796 では、見解（ditt
44

hi）について優劣を争っており、次偈では、下線部の表現が
優劣の争点となっており、ditt

44

hi と下線部の表現が類似しているとも考えられる。
 　また、Sn. 1078 では「見解（ditt

44

hi）によって、伝承（suti）によって、知識によって、
巧みな沈黙の聖者達はこの世で語らない。」と述べ、次偈（Sn. 1079）で「いかなる沙門
やバラモン達も、見たこと（ditt

44

ha）によって、聞いたこと（suta）によって清浄を語
る。」と説かれるように、誤った見解や思想を表す単語である ditt

44

hi や suti が、ditt
44

ha
や suta という過去受動分詞の形に言い換えられているとも言える。このように誤った
見解（ditt

44

hi）と見たこと（ditt
44

ha）などの表現は、完全に同じ意味とは言えないまでも、
ある程度、類似している可能性がある。

 　Sn. 887
 Ditt

44

he sute sīlavate mute vā ete ca nissāya vimānadassī
 vinicchaye t

4

hatvā pahassamāno bālo paro akusalo ti ca āha.
 見たこと、聞いたこと、習慣と宗教的行為、考えたこと、これらに依って軽蔑を見

る者は、
 断定に立ち、喜びつつ、「他の者は愚かであり、不善である」と言った。
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（1）最古層では、感覚器官とその対象を六つに分類することがなく、六処とい
う用語も見られない。

（2）古層では、感覚器官とその対象を五つや六つに分類しており、また、六つ
の処（cha āyatana）や六触処（cha phassāyatana）という六処に類似した用
語も見られるようになった。

（3）散文資料においても、縁起説を除けば、六処という用語がほとんど用いら
れていないことを指摘し、縁起説の展開過程で六処という用語が成立したので
はないかと推測した。

（4）以上の考察から、他の支分とは異なり、六処という用語が縁起説専用の用
語として使用され始めた可能性を指摘することができたが、なぜ、六処のみ

「六」という基数が付加されているのかという点は明らかにできなかった。こ
の点については今後の課題としたい。

【略号と先行研究】
SN. Sam

4

yutta-Nikāya. PTS
Sn. Suttanipāta. PTS
Th. Theragāthā. PTS
Ud. Udāna. PTS

Bhattacarya［1980］ Kamaleswar, Bhattacarya. “Ditt
4 4

ham
4

, Sutam
4

, 
Mutam

4

, Viññātam
4

” Buddhist Studies in Honour of 
Walpola Rahula. London and Sri Lanka. 1980. pp. 
10―15

Jayatilleke［1963］ K. N. Jayatilleke. Early Buddhist Theory of 
Knowledge. London. 1963

荒牧典俊［1983］ 荒牧典俊 .「Suttanipāta Att
44

hakavagga にみられる
論争批判について」『仏教と文化―中川善教先生頌
徳記念論集』同朋舎出版 . 1983. pp. 117―146

中村元［1984］ 中村元 .『ブッダのことば』岩波書店 . 1984
平川彰［2］ 平川彰 .『平川彰著作集』第二巻　春秋社
南清隆［1985］ 南清隆 .「初期経典の一様態 ―『スッタニパータ』
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　このように、六処という用語が韻文資料だけでなく、縁起説を除けば、散文
資料にもあまり見られないというのはいかなる理由によるものであろうか。そ
こで推測するならば、支分の少ないものから多いものへと展開すると考えら
れている縁起説は、ある展開過程で六つの感覚器官を導入する段階があった。
しかし、眼〜意、色〜法のように、並列で述べられていたり、六内処（cha 
ajjhattika āyatana）や六根（cha indriya） や六触処（cha phassāyatana）のよ
うに、二語以上で表記されていると、縁起説の支分として相応しくない。そこ
で、六処という用語が複合語として用いられるようになったのではないだろう
か。以下に、この推測を支持し得る一つの資料を挙げる。

　SN. 12, 24（Vol. Ⅱ p. 37. 20―23）：
… Phasso kho āvuso sal

4

āyatananidāno sal
4

āyatanasamudayo 
sa l

4

āyatanajātiko sal
4

āyatanapabhavoti | |  Channam
4

 tveva āvuso 
phassāyatanānam

4

 asesavirāganirodhā phassanirodho|| …
「…友よ、触は六処を因とし、六処を原因とし、六処から生じ、六処から
生起する」と。「友よ、一方、六触処が残りなく離れ、滅することにより
触の滅がある。…」

　この資料によれば、苦の原因を追究して六処に至り、苦の滅を説く場合は六
触処と言い換えており、六処と六触処が同義であることを示している。また、
六処（sal

4

āyatana）を用いている箇所は全て複合語の前分であるため、そこに
六触処を代入する等、二語以上では表記しがたいとも考えられる。したがって、
縁起説を説く形式に合わせて、六処という複合語が用いられるようになった可
能性があるとも言えるのではないだろうか。
　以上のことから、六処の体系が構築されつつある古層でも説かれる六触処と
いう用語の方が先にあり、六処という用語は縁起説の展開過程で成立したと推
測できる。

3.　結論

　初期経典を通して、六処（sal
4

āyatana）という用語について考察した。以下
に結論を述べる。



─ 3 ─

　加えて、Th. 455, 895 ; SN. 4, ２-5（Vol. Ⅰ p. 111）では、五つの欲望の対象
が「意に適えるもの（manorama）」として扱われており、「意―法」という要
素を他の要素と同様、並列に用いるのか、他の要素をまとめるために用いるの
かが定まっていない。
　尚、古層において対象の分類に比べ、感覚器官の分類はあまり説かれていな
い。

　このように、最古層に比べれば、古層における感覚器官と、特にその対象の
分類は進んだと言えるが、明確に六つに分類するという傾向ではない。それ
が理由であるのか分からないが、六処（sal

4

āyatana）という用語は最古層と同
様、古層にも見られない。しかし、六つの処（cha āyatana）という用例は一
例見られ９）、感覚器官が āyatana として六つにまとめられている。また、六触
処（cha phassāyatana）10）という用例が一部見られるようになった。

2.　縁起説における六処

　前節 1. を振り返ると、最古層では感覚器官とその対象を六つに分類する
という考え方がなく、六処という用語も見られない。古層では、感覚器官
の対象を中心に五つや六つに分類しており、複合語ではないが、六つの処

（cha āyatana）という六処（sal
4

āyatana）に類似した用語や、六触処（cha 
phassāyatana）という用語が見られた。しかし、最古層と同様、六処という
用語は見られない。したがって、韻文資料には六処という用語が見られないと
いうことが分かる。

　それでは、散文資料において、六処の体系はどのように表現されているの
かと言うと、六処という名称を与えず、単に眼〜意、色〜法と述べたり、六
内 処（cha ajjhattika āyatana）、 六 外 処（cha bāhira āyatana）、 六 根（cha 
indriya）、六触処という表現がなされている。ニカーヤの中で SN. 35 は六処
相応（Sal

4

āyatana-Sam
4

yutta）と呼ばれ、六処の体系に関して二百七経説かれ
ているが、管見によれば、六処という用語が用いられるのは僅か一経 11）のみ
である 12）。
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（rūpa）、声（sadda）、味（rasa）、香（gandha）、触（phassa）という五つの
対象が説かれるのみである。感覚器官とその対象が六つに分類されていないの
で２）、縁起説において頻出する単語である六処（sal

4

āyatana）という用語も見
られない。

1. 2. 古層における六処の体系
　最古層から古層への変化として顕著なことは、感覚器官とその対象が散文
資料のように分類されるようになったことである。例えば、pañcakāmagun

4

ā 
loke manochatt

44

hā paveditā３）（世間において五つの欲望の対象があり、意が第
六と知らされた。）という表現では、未だ不完全とも言えるが、明らかに六つ
の分類を意識している表現である。また、ここでの五つの欲望の対象（pañca 
kāmagun

4

a）４）は最古層ではほとんど見られず、古層から現れる単語である。
この対象に関して言えば、古層では五つの分類と六つの分類が説かれており、
以下に示す。

● 色（rūpa）、 声（sadda）、 味（rasa）、 香（gandha）、 触（phassa, 
phott

44

habba）５）

● 色、味、声、香、触６）

● 色、声、味、香、触、法（dhamma）７）

● 色、声、香、味、触、法８）

　以上のように、列挙される順番は不規則であり、韻律によるものと考えられ
るが、まだ分類の整備が進んでいないとも考えられる。また、対象を五つに分
類する場合、それらをまとめる形で、以下の用例のように法（dhamma）とい
う要素が用いられる場合もある。

　Sn. 387
Rūpā ca saddā ca rasā ca gandhā phassā ca ye sammadayanti satte,
etesu dhammesu vineyya chandam

4

 kālena so pavise pātarāsam
4

諸色、諸声、諸味、諸香、諸触は衆生達を陶酔させる。
これら諸法に対する意欲を取り除き、彼は適時に朝食に取りかかるだろう。
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0.　問題の所在

　初期経典に説かれる縁起説において、「識→名色→六処→触→受」とい
う縁起関係が、認識作用を持つ用語で構築されていることは言うまでもな
い。ただ、それら認識作用を持つ用語のうち、六処（sal

4

āyatana）は特異な
支分であるように思う。なぜなら、縁起説の支分の中で唯一、基数と名詞と
の複合語となっているからである。縁起説を解釈する経典１）を見れば、六処
は「眼処（cakkhāyatana）、耳処（sotāyatana）、鼻処（ghānāyatana）、舌処

（jivhāyatana）、身処（kāyāyatana）、意処（manāyatana）」という六つの感覚
器官に分類される。それと同様に、渇愛は六つの渇愛に、受は六つの受に、触
は六つの触に、識は六つの識に分類される。このように、六処以外の支分も六
つに分類されているにもかかわらず、六処のみが基数と名詞との複合語となっ
ている。また、文法的にも基数と名詞との複合語は、いくつかの場合を除いて
認められていない。以上のように、他の支分の用語とは異なり、六処という用
語自体を考察する余地がある。
　 本 稿 で は、 初 期 経 典 の 中 で も 最 古 と 言 わ れ る Suttanipāta の 第 四 章
Att

44

hakavagga、第五章 Pārāyanavagga を最古層とし、その他の韻文資料を古
層として、六処の体系がどのように説かれているのかを見ていく。そして、そ
の展開を考慮に入れながら、散文資料に説かれる縁起説の六処という用語につ
いて考察する。

1.　韻文資料における六処の体系

1. 1. 最古層における六処の体系
　最古層における感覚器官とその対象に関して、散文資料のように六つに分
類する捉え方は見られない。唯一、それに接近する用例として、Sn. 974 に色

「六処」という用語と縁起説

唐　井　隆　徳
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