
〈
記
念
講
演
〉

真
宗
者
の
人
間
像

｜
｜
教
学
背
景
を
中
心
と
し
て
｜
｜

た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
普
賢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
理

事
長
の
大
田
先
生
か
ら
、
今
年
度
の
真
宗
連
合
学
会
に
話
に
来

る
よ
う
に
と
い
う
ご
依
頼
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
七
十
八
に

な
り
ま
し
て
、

い
か
が
し
た
も
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

長
年
、
お
育
て
を
い
た
だ
い
た
連
合
学
会
へ
の
御
報
謝
の
た
め

に
お
邪
魔
を
い
た
そ
う
か
と
決
心
を
い
た
し
ま
し
て
、
今
日
は

参
上
い
た
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

題
は
、
「
真
宗
者
の
人
間
像
｜
｜
教
学
背
景
を
中
心
と
し
て

五

龍
谷
大
学
名
誉
教
授

普

賢

喜一吋

晃

－

1
1
」
と
い
う
題
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
親
驚
聖
人
は
、
第

十
八
願
の
お
み
の
り
に
生
き
る
正
定
来
の
緊
人
の
内
実
を
ど
の

よ
う
に
讃
仰
さ
れ
て
お
い
で
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
「
信
巻
』
末
に
、

親
驚
聖
人
は
「
悲
し
き
哉
」
と
い
う
特
徴
的
な
お
言
葉
を
聞
に

挟
み
ま
し
て
、
そ
の
前
半
に
、
正
定
来
の
緊
人
の
内
実
を
「
真

仏
弟
子
」
と
讃
仰
し
て
お
い
で
に
な
る
。
と
同
時
に
、
「
悲
し

き
哉
」
の
言
葉
を
蝶
番
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
半
は
「
難

化
の
三
機
」
、
救
い
の
目
当
て
、
正
定
策
の
緊
人
の
内
実
は
、

難
化
の
三
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ご
教
一
不
い
た
だ
い
て
お

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。



真
仏
弟
子
釈
、
逆
誇
摂
取
釈
そ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
の
研

究
は
、
十
二
分
に
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
そ
う
い
う
こ

と
よ
り
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
り
親
鷲
聖
人
が
、
真

宗
者
の
人
間
像
を
讃
仰
さ
れ
て
い
か
れ
た
教
学
背
景
に
つ
い
て
、

論
点
を
お
い
て
、
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
、
拝
見
を
し
て
ま
い
り
ま
す
と
、
聖
人
は
、

第
十
八
願
の
お
み
の
り
を
頂
戴
し
て
い
る
正
定
来
の
衆
人
を
、

一
方
で
は
真
仏
弟
子
釈
で
、
「
真
仏
弟
子
」
と
い
う
言
い
方
を

な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
。
聖
人
は
如
何
な
る
教
学
背
景
で
も
っ
て
、

正
定
緊
の
緊
人
の
内
実
を
讃
仰
し
て
い
か
れ
た
の
か
。
そ
の
教

学
背
景
と
し
て
、
当
然
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
当
時
の
鎌

倉
旧
仏
教
の
動
向
で
あ
り
ま
す
。
『
提
邪
輪
」
を
著
し
た
高
弁

は
、
親
驚
聖
人
の
お
師
匠
の
法
然
上
人
を
、
「
釈
尊
の
怨
敵
」

と
ま
で
、
書
物
の
中
で
批
難
し
て
お
い
で
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

様
な
鎌
倉
旧
仏
教
の
動
向
に
対
応
し
、
そ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

ょ
、
正
定
来
の
衆
人
こ
そ
が
真
仏
弟
子
で
す
よ
、
と
い
う
視
点

よ
り
、
親
鷲
聖
人
の
真
仏
弟
子
釈
の
展
開
が
あ
る
。
と
同
時
に
、

そ
う
し
て
仏
様
に
救
わ
れ
て
い
く
正
定
緊
の
来
人
の
内
実
は
、

「
難
化
の
一
一
一
機
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
の
が
我
々
の
現
実

真
宗
者
の
人
間
像

で
は
な
い
の
か
。
そ
の
凡
夫
の
現
実
を
、
聖
人
は
、
逆
詩
摂
取

釈
で
、
冒
頭
に
「
浬
繋
経
』
「
現
病
品
」
の
御
文
を
引
用
し
て
、

以
下
、
論
じ
て
お
い
で
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
、

『
浬
繋
経
」

の
「
現
病
品
」
を
冒
頭
に
掲
げ
て
、
逆
誘
摂
取
釈

を
展
開
さ
れ
て
お
る
の
か
。
『
浬
繋
経
』

一
巻
に
流
れ
る
一
間

提
の
問
題
は
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
大
問
題
に
な
っ
た

テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
据
え
て
、
そ
し
て
さ
ら

に
親
鷲
聖
人
が
学
問
を
な
さ
い
ま
し
た
叡
山
を
聞
い
た
伝
教
と
、

法
相
の
徳
一
の
聞
に
は
、
有
名
な
論
争
が
ご
ざ
い
ま
す
。

権
実
の
問
題
。
そ
れ
に
結
論
を
下
し
た
の
が
、
源
信
の

要
決
』
で
あ
り
ま
す
。

乗

一
乗
真
実
か
コ
一
乗
方
便
か
、

三
乗
真
実

か
一
乗
方
便
か
、
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
主
要
な
論
点
に
な
っ

て
い
た
の
が
、
『
浬
般
市
経
』

の
「
現
病
品
」
の
解
釈
で
あ
り
ま

す
。
当
然
、
親
鷺
聖
人
は
二
十
年
間
、
学
問
を
な
さ
い
ま
し
た

叡
山
の
伝
教
と
徳
一
の
論
争
と
い
う
も
の
を
踏
ま
え
ま
し
て
、

『
信
巻
」
末
、
逆
詩
除
取
釈
、
「
浬
繋
経
」
「
現
病
品
」
の
御
丈

を
、
ご
引
用
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
点
に
問
題
を
集
約
い
た
し
ま
し
て
、
今
回
は
話
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

五



真
宗
者
の
人
間
像

お
手
元
に
プ
リ
ン
ト
を
お
配
り
し
て
い
る
は
ず
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
読
み
な
が
ら
話
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
ナ

ン
パ
l

一
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と

真
仏
弟
子
と
言
ふ
は
、
真
の
言
は
偽
に
対
し
仮
に
対
す
る

な
り
。
弟
子
と
は
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
な
り
、
金
剛
心
の
行

人
な
り
。
こ
の
信
行
に
由
り
て
必
ず
大
浬
繋
を
超
証
す
べ

き
が
故
に
、
真
の
仏
弟
子
と
日
ふ
。
（
『
信
巻
』
末
）

正
定
宋
の
緊
人
を
親
驚
聖
人
は
こ
こ
で
、
「
釈
迦
諸
仏
の
弟

子
」
と
御
教
示
し
て
お
い
で
に
な
る
。
正
定
緊
の
緊
人
を
讃
仰

な
さ
る
の
に
、
な
ぜ
聖
人
は
、
「
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
」
と
い
う

言
い
方
で
も
っ
て
讃
仰
し
て
い
か
れ
た
の
か
。
そ
こ
に
私
は
、

鎌
倉
旧
仏
教
の
背
景
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
お
い
で
で

あ
っ
た
と
見
て
い
く
こ
と
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

当
然
、
法
然
上
人
を
批
難
し
、
弾
圧
し
た
鎌
倉
旧
仏
教
に
対

応
す
る
聖
人
の
毅
然
た
る
態
度
が
、
そ
の
お
言
葉
の
上
に
表
れ

て
お
る
。
鎌
倉
旧
仏
教
の
動
向
は
、
ど
う
い
う
動
向
で
あ
っ
た

二
五
四

の
か
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
貞
慶
は
「
興
福
寺
奏
状
」
、
高
弁

「
擢
邪
輪
』
で
も
っ
て
、
法
然
浄
土
教
を
論
難
し
て
い
る
。

l土お
二
人
の
、
聖
道
門
の
真
撃
な
る
行
道
を
歩
ま
れ
る
姿
勢
、
そ

れ
は
、
戒
律
を
重
視
し
て
、
む
し
ろ
釈
尊
の
正
法
の
時
代
へ
の

復
帰
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
念
願
と
し
て
復
古
運
動
を
展

聞
し
て
お
い
で
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
貞
慶
・
高
弁
両
師

の
尊
い
仏
道
の
歩
み
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
逆
に
貞

慶
や
高
弁
師
は
、
我
こ
そ
が
釈
尊
の
真
仏
弟
子
だ
と
い
う
、
白

覚
の
上
か
ら
復
古
運
動
の
展
開
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
当

然
、
釈
尊
の
弟
子
で
あ
る
、
第
二
の
釈
尊
と
し
て
、
弥
勤
信
仰

で
す
ね
。
親
驚
聖
人
は
真
仏
弟
子
を
、
「
便
同
弥
勤
」
「
次
如
弥

勤
」
と
い
う
か
た
ち
で
讃
仰
し
て
お
い
で
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

貞
慶
・
高
弁
も
、
釈
尊
の
次
に
裟
婆
で
悟
り
を
聞
か
れ
る
、
第

二
の
釈
迦
で
あ
る
弥
勅
信
仰
に
徹
し
て
一
生
を
終
わ
っ
て
お
い

で
に
な
る
。
そ
う
い
う
視
点
か
ら
、
今
は
末
法
の
時
代
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
念
仏
運
動
を
展
開
さ
れ
た
法
然
上
人
を
論
難
し

て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
鎌
倉
旧
仏
教
の
立
場
が
あ
っ
た
と
、
こ
の

よ
う
に
私
は
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ば
、
鎌
倉
旧
仏
教
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
観
に
立



脚
し
て
い
た
の
で
あ
る
の
か
。
承
元
元
年
の
法
難
、
親
驚
聖
人

三
五
歳
、
御
流
罪
。
そ
の
引
き
金
に
な
っ
た
の
が
、
貞
慶
の
出

し
た

『
興
福
寺
奏
状
」
で
す
ね
。
そ
の
二
年
後
に
承
元
の
法
難

が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
嘉
禄
の
法
難
、
こ
れ
は
親
驚
聖
人

五
五
歳
の
時
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
引
き
金
に
な
っ
た
の
が
、
叡

山
の
大
衆
が
朝
廷
に
貞
応
三
年
五
月
に
出
し
た
、
法
然
念
仏
教

団
を
弾
圧
す
べ
し
と
い
う
奏
状
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
、

『
停
止
一
向
専
修
記
」
の
中
に
輯
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
貞
応

三
年
十
一
月
に
、
元
仁
元
年
に
改
一
冗
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

う
い
う
承
元
の
法
難
、
嘉
禄
の
法
難
の
引
き
金
に
な
っ
た
の
が
、

『
興
福
寺
奏
状
」
、
そ
し
て
『
山
門
の
奏
状
』
で
す
。

『
停
止
一
向
専
修
記
」
を
見
ま
す
と
、
そ
の
中
に
ど
う
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
『
大
無
量
寿
経
』
の

流
通
分
に
、
「
特
留
此
経
止
住
百
歳
」
と
い
う
一
一
一
日
葉
が
あ
り
ま

す
ね
。
そ
の
御
丈
を
聖
道
門
の
方
々
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て

お
い
で
で
あ
っ
た
の
か
。
『
停
止
一
向
専
修
記
」
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
叡
山
の
奏
状
を
拝
見
し
て
み
ま
す
と
、

諸
教
の
修
行
を
捨
て
て
、
弥
陀
仏
を
専
念
し
広
行
流
布
す

る
の
時
節
、
未
だ
至
ら
ざ
る
の
事

真
宗
者
の
人
間
像

（
『
停
止
一
向
専
修
記
』
）

と
あ
り
ま
す
。
専
修
の
念
仏
の
徒
は
、
末
法
万
年
に
入
る
と
余

経
は
す
べ
て
滅
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
『
大
無
量
寿
経
」

の
み
が
世
の
中
に
留
ま
る
と
言
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
は
間
違

い
だ
。
お
経
が
滅
尽
す
る
の
は
末
法
万
年
の
後
で
あ
っ
て
、
末

法
の
聞
は
ま
だ
お
経
が
滅
尽
す
る
の
で
は
な
い
。
正
法
・
像

法
・
末
法
の
聞
は
、
念
仏
偏
増
の
時
に
あ
ら
ず
と
い
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
か
た
ち
で
時
代
を
見
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
鎌
倉
旧
仏

教
の
歴
史
観
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

プ
リ
ン
ト
ナ
ン
バ
ー
の
二
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
れ

は
「
停
止
一
向
専
修
記
」
に
出
て
お
り
ま
す
山
門
の
、
叡
山
の

一
つ
の
歴
史
観
を
表
す
文
言
で
あ
り
ま
す
が
、
読
み
下
し
て
ま

い
り
ま
す
。

天
台
・
浄
名
の
疏
の
如
き
は
、
周
の
荘
王
他
の
代
を
以
て
、

釈
尊
出
世
の
時
と
為
す
。
そ
の
代
よ
り
以
来
、

二
千
年
を

未
だ
満
た
ず
。
像
法
の
最
中
な
り
。
末
法
と
一
言
う
べ
か
ら

ず
。
設
ひ
末
法
の
中
に
入
る
と
躍
も
、
尚
是
れ
証
法
の
時

な
り
。

（
同
右
）

と
い
う
か
た
ち
で
、
旧
仏
教
の
立
場
は
、
正
法
千
年
、
像
法
千

五
五



真
宗
者
の
人
間
像

年
の
立
場
で
解
釈
し
て
い
く
わ
け
で
、
今
は
像
法
の
最
中
の
時

代
で
あ
る
と
。
た
と
え
末
法
に
入
っ
て
い
て
も
、
証
法
の
時
代

で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
の
立
場
か
ら
、
法
然
浄
土
教

を
批
判
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
鎌
倉
旧
仏
教
の
歴
史
観
の
特

徴
が
あ
る
。

貞
慶
は
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
い
う
立
場
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
「
興
福
寺
奏
状
』
に
、

専
修
の
身
、
余
仏
を
札
せ
ず
。
口
に
余
号
を
称
え
ず
。
そ

の
余
仏
・
余
号
と
は
、
即
ち
釈
迦
等
の
諸
仏
な
り
ο

専
修
、

専
修
、
汝
は
誰
の
弟
子
ぞ
。
誰
か
彼
の
弥
陀
名
号
を
教
え

た
る
、
誰
か
其
の
安
養
浄
土
を
示
し
た
る
。
憐
れ
む
べ
し
、

（
「
興
福
寺
奏
状
』
）

末
生
、
本
師
の
名
を
妄
ず
。

釈
尊
の
真
仏
弟
子
は
我
等
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
上
か
ら
、
お

念
仏
を
教
え
た
の
も
お
釈
迦
様
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
い
う
か

た
ち
で
貞
慶
は
我
等
こ
そ
が
釈
尊
の
真
仏
弟
子
だ
と
、
釈
尊
の

時
代
へ
の
復
古
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。
貞
慶
の
『
愚
迷
発
心

集
』
を
見
ま
す
と
、

彼
の
弟
子
の
本
師
、
釈
迦
牟
尼
如
来
、
昔
、
霊
鷲
山
に
在

り
し
時
、
十
方
所
有
の
群
生
、
恋
に
其
の
益
を
蒙
る
と
難

二
五
六

も
、
コ
一
界
輪
廻
の
我
等
、
其
の
時
、
何
処
に
在
り
や

O

i
－
－
鳴
呼
、
八
相
成
道
の
昔
、
独
り
、
如
来
の
出
世
に
漏

る
る
と
難
も
、
二
千
余
季
の
今
、
僅
か
に
慈
父
の
遺
誠
を

聞
く
こ
と
を
得
る
O
i
－
－
－
早
く
万
事
を
抽
ち
て
、
当
に

心
を
励
む
べ
し
。

貞
慶
が
釈
尊
の
真
仏
弟
子
の
自
覚
の
上
か
ら
求
道
の
思
い
を
吐

露
し
て
お
い
で
に
な
る
の
が
、
こ
の
文
章
の
一
段
の
趣
意
で
あ

る
。
そ
し
て
『
唐
招
提
寺
釈
迦
念
仏
願
文
』
に
は
、

今
日
、
始
む
る
所
の
七
日
七
夜
不
断
の
念
仏
、
此
に
座
し

（
『
愚
迷
発
心
集
』
）

て
唱
ふ
る
所
は
大
慈
大
悲
牟
尼
の
名
号
な
り
。
：
：
：
夫
れ

釈
迦
如
来
は
、
此
の
界
の
慈
父
、
我
等
の
悲
母
、

教
主
な
り
。
四
衆
の
本
師
な
り
。

代
の

（
『
唐
招
提
寺
釈
迦
念
仏
願
文
」
）

お
釈
迦
様
を
四
衆
の
本
師
と
讃
仰
し
て
お
い
で
に
な
る
。
我
等

こ
そ
が
釈
尊
の
真
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
自
覚
。
そ
し
て
、
当

然
第
二
の
お
釈
迦
様
、
要
婆
に
出
現
さ
れ
て
お
悟
り
を
聞
か
れ

る
弥
勤
信
仰
に
徹
し
て
、
彼
は
自
分
の
生
涯
を
終
わ
っ
て
お
い

で
に
な
る
。
彼
の
弥
勤
信
仰
を
示
す
資
料
『
弥
勤
講
式
」
に
は
、

『
釈
迦
大
師
記
』
に
云
く
、
我
が
遺
法
中
、
持
戒
・
破



戒
・
有
戒
・
無
戒
、
皆
悉
く
弥
勤
菩
薩
に
付
属
す
。
一
二
会

の
中
、
解
脱
を
得
し
む
。

（
『
弥
軌
講
式
」
）

と
説
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
弥
動
信
仰
に
徹
し
て
、
釈
尊
の
真
仏

弟
子
の
自
覚
の
上
に
立
脚
し
て
、
釈
尊
の
正
法
の
時
代
へ
の
復

古
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
貞
慶
師
の
自
力
の
修

行
者
と
し
て
の
尊
い
姿
が
あ
っ
た
と
、
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
、
高
弁
も
や
は
り
釈
尊
の
在
世
教
団
を
理
想
と

し
て
、
釈
尊
の
真
仏
弟
子
た
ら
ん
と
念
願
し
て
生
涯
を
終
え
た

方
で
あ
り
ま
す
。

弟
子
比
正
、
人
界
に
在
り
と
難
も
、
遥
か
に
如
来
の
在
世

を
隔
つ
。
仏
法
に
値
ふ
と
難
も
、
遠
く
辺
地
末
代
に
生
る
。

（
『
華
厳
仏
光
観
法
門
」
）

釈
尊
の
弟
子
の
自
覚
に
生
き
、
釈
尊
の
在
世
か
ら
遠
く
離
れ
た

時
代
に
自
分
が
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
で

お
い
で
に
な
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
ね
。
『
浬
繋
講
式
』
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
と
、

我
は
初
生
の
嬰
児
の
如
し
。
母
を
失
ひ
て
久
し
か
ら
ず
。

必
ず
当
に
死
す
べ
し
。
世
尊
、
如
何
ぞ
見
放
し
捨
て
た
ま

ふ
や
。
：
：
：
南
無
大
恩
教
主
釈
迦
牟
尼
如
来
、
生
生
世
々

真
宗
者
の
人
間
像

値
遇
頂
戴
。

釈
尊
を
思
慕
さ
れ
る
心
情
が
そ
こ
に
渉
ん
で
お
る
。
資
料
は
挙

（
『
浬
繋
講
式
』
）

げ
て
お
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
、
高
弁
の
臨
終
の
行
儀
を
記
録

し
た
『
定
真
備
忘
録
」
を
拝
見
い
だ
し
ま
す
と
、
お
釈
迦
様
の

亡
く
な
っ
た
と
き
の
儀
に
し
た
が
っ
て
、
最
後
を
迎
え
て
お
い

で
に
な
る
。
そ
し
て
弥
動
の
名
号
を
称
え
て
一
生
を
終
え
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち

で
貞
慶
・
高
弁
両
上
人
は
、
釈
尊
の
在
世
、
正
法
時
代
へ
の
追

慕
、
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
が
我
等
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
釈

尊
と
し
て
弥
勅
信
仰
に
徹
し
て
生
涯
を
全
う
さ
れ
て
い
る
。
か

か
る
視
点
か
ら
、
鎌
倉
旧
仏
教
の
法
然
浄
土
教
に
対
す
る
批
難

が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
私
は
見
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
親
鷲
聖
人
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
観
に
立
脚

し
て
対
応
し
て
い
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
化
身
土
巻
』
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
三
願
転
入
の
と
こ
ろ

五
七



真
宗
者
の
人
間
像

に
出
て
く
る
御
丈
で
あ
り
ま
す
が
、

聖
道
の
諸
教
は
在
世
・
正
法
の
為
に
し
て
、
全
く
像
末
・

法
滅
の
時
機
に
非
ず
。
巳
に
時
を
失
し
機
に
葉
け
る
な
り
。

浄
土
真
宗
は
在
世
正
法
像
末
法
減
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し

（
『
化
身
士
巻
』
本
）

く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
。

聖
道
仏
教
は
、
お
釈
迦
様
在
世
の
正
法
の
時
代
に
生
命
が
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
、
既
に
生
命
を
失
つ

て
お
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
浄
土
の
真
宗
は
、
正
法
の
時

代
・
像
法
の
時
代
・
末
法
の
時
代
、
三
世
に
通
じ
た
教
え
で
あ

る
。
そ
う
い
う
歴
史
観
の
上
に
立
脚
し
て
、
お
念
仏
を
讃
仰
し

て
い
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
親
鷲
聖
人
の
歴
史
観
の
特
徴
が
あ
る
。

そ
し
て
聖
人
が
『
御
本
典
』
の
上
で
、
末
法
の
年
次
計
算
を
示

し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
読
み
下
し
て
ま
い
り
ま
す
。

爾
れ
ば
穣
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
、

僧
尼
の
威
儀
を
致
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
己
が
分
を
思
量

せ
よ
。

三
時
の
教
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
般
浬
繋
の
時
代
を
勘
ふ
る

に
、
周
の
第
五
の
主
穆
王
五
十
一
年
壬
申
に
当
れ
り
。
そ

の
壬
申
よ
り
わ
が
元
仁
元
年
甲
申
に
至
る
ま
で
、
二
千

二
五
八

百
八
十
三
歳
な
り
。
ま
た
『
賢
劫
経
』
・
『
仁
王
経
」
・
『
浬

繋
」
等
の
説
に
よ
る
に
、
己
に
以
て
末
法
に
入
り
て
六
百

八
十
三
歳
な
り
。

（
同
右
）

こ
の
年
数
計
算
に
つ
い
て
は
、
最
近
訂
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
元
仁
元
年
、
貞
応
三
年
十
一
月
に
改
元
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
貞
応
三
年
の
五
月
に
、
叡
山
の
大
衆
は
、
念
仏
停
止
の
上

奏
丈
を
朝
廷
に
出
し
て
お
る
。
そ
れ
を
聖
人
は
十
分
意
識
を
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
元
仁
元
年
を
基
点
と
し
て
、
釈
尊
減

後
、
「
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
」
、
「
末
法
に
入
り
て
六
百
八

十
三
歳
な
り
」
と
、
聖
人
は
時
代
を
計
算
し
て
お
い
で
に
な
る
。

聖
人
の
正
法
・
像
法
・
末
法
の
年
数
は
、
正
法
五
百
年
、
像

法
千
年
、
末
法
万
年
と
い
う
『
安
楽
集
」
を
承
け
て
論
じ
て
お

い
で
で
あ
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
聖
人
は
、
元
仁
元
年
を
末
法

の
時
代
だ
と
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
御
自
身
の
立
場
を
主
張
し

て
、
旧
仏
教
の
歴
史
観
を
否
定
し
て
い
か
れ
た
。
こ
の
様
な
宗

担
の
主
張
で
す
ね
、
私
の
学
生
時
代
に
ご
教
一
不
を
受
け
ま
し
た
、

も
う
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
が
宮
崎
円
遵
先
生
が
、
「
親

驚
の
立
場
と
教
行
信
証
」
と
い
う
当
時
注
目
さ
れ
た
論
文
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
元
仁
一
応
年
と
い
う
年
号
で
も
っ
て
、



聖
人
が
正
法
・
像
法
・
末
法
の
年
次
計
算
を
し
て
お
い
で
に
な

る
。
そ
れ
は
山
門
の
大
衆
に
対
し
た
御
自
身
の
立
場
の
表
明
で

あ
る
と
い
う
論
を
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
あ
り
が
た

く
示
唆
を
受
け
ま
し
た
こ
と
を
今
、
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
今
は
末
法
だ
と
い
う
こ
と
を
親
驚
聖
人
は
、
末
法
の

年
次
計
算
の
後
に
、
叡
山
の
開
祖
で
あ
る
伝
教
大
師
の
「
末
法

灯
明
記
」
の
御
丈
を
ほ
と
ん
ど
全
丈
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
立
場
を
立
証
さ
れ
て
い
る
。
あ
な
た
方
は
、
今
は
ま
だ

像
法
の
時
代
で
、
念
仏
は
ま
だ
弘
ま
る
時
代
で
は
な
い
よ
と
言

っ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
あ
な
た
方
の
開
祖
で
あ
る
伝

教
大
師
は
『
末
法
灯
明
記
』
の
中
で
、
す
で
に
無
戒
の
時
代
だ

と
仰
っ
て
お
い
で
で
す
よ
、
と
い
う
視
点
よ
り
、
『
末
法
灯
明

記
』
に
よ
っ
て
御
自
身
の
立
場
を
論
証
し
て
お
い
で
に
な
る
。

『
末
法
灯
明
記
」
と
い
う
書
物
自
体
は
、
今
日
、
作
者
が
伝
教

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
学
者
が
疑
義
を
挟
ん
で

お
り
ま
す
が
、
聖
人
の
御
在
世
中
、
法
然
上
人
の
著
作
の
中
、

栄
西
の
『
興
禅
護
国
論
』
、
日
蓮
の
遺
文
等
に
、
伝
教
大
師
の

撰
と
し
て
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
末
法
の
年
次

計
算
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

真
宗
者
の
人
間
像

且
く
両
説
を
挙
ぐ
。

一
つ
に
は
法
上
師
等
『
周
異
』
の
説

に
依
り
て
一
一
百
は
く
、
〈
仏
、
第
五
の
主
、
穆
王
満
五
十
一

年
壬
申
に
当
り
て
入
滅
し
た
ま
ふ
〉
と
。
若
し
此
の
説
に

依
ら
ば
、
其
の
壬
申
よ
り
我
が
延
暦
二
十
年
辛
巳
に
至
る

ま
で
、

一
千
七
百
五
十
歳
な
り
。
二
つ
に
は
費
長
房
等
、

魯
の
「
春
秋
」
に
依
ら
ば
、
仏
、
周
の
第
二
十
の
、
玉
、
匡

王
班
四
年
壬
子
に
当
り
て
入
滅
し
た
ま
ふ
。
若
し
此
の
説

に
依
ら
ば
、
其
の
壬
子
よ
り
我
が
延
暦
二
十
年
辛
巳
に
至

る
ま
で
、
一
千
四
百
十
歳
な
り
。
故
に
今
の
時
の
如
き
は
、

是
れ
像
法
最
末
の
時
な
り
。
彼
の
時
の
行
事
、
既
に
末
法

に
同
ぜ
り
。
然
れ
ば
則
は
ち
末
法
の
中
に
於
て
は
、
但
だ

言
教
の
み
有
り
て
行
証
無
け
ん
。
若
し
戒
法
有
ら
ば
破
戒

有
る
べ
し
。
既
に
戒
法
無
し
、
何
れ
の
戒
を
破
せ
ん
に
由

り
て
か
破
戒
有
ら
ん
や
。
破
戒
尚
無
し
、
何
に
況
や
持
戒

を
や
。
故
に
『
大
集
」
に
云
は
く
、
〈
仏
浬
般
市
の
後
、
無

戒
州
に
満
た
ん
〉
と
。

（
「
末
法
灯
明
記
」
）

そ
こ
に
整
理
を
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
延
暦
二
十
年
、

説
あ

る
。
『
周
書
異
記
』
の
説
に
よ
れ
ば
仏
滅
一
千
七
百
五
十
年
、

『
魯
春
秋
』
の
説
に
よ
れ
ば
仏
滅
後
一
千
四
百
十
年
。
『
灯
明

五
九



真
宗
者
の
人
間
像

記
」
は
「
魯
春
秋
」
に
よ
っ
て
い
る
。
釈
尊
入
滅
以
来
、

千

四
百
十
年
、
像
法
最
末
の
時
。
し
か
し
、
当
時
の
行
事
は
す
で

に
末
法
に
同
ず
。
像
法
と
は
言
え
な
い
無
戒
の
時
代
で
あ
る
と

い
う
結
論
を
伝
教
大
師
は
そ
こ
で
展
開
し
て
お
い
で
に
な
る
。

親
鷲
聖
人
は
、
そ
の
『
末
法
灯
明
記
」
の
第
一
の
説
、
『
周
童
回

異
記
』
の
説
に
よ
っ
て
、
元
仁
元
年
は
入
滅
以
来
二
千
百
八
十

三
年
、
末
法
に
入
っ
て
六
百
八
十
三
年
、
正
法
五
百
年
、
像
法

千
年
、
末
法
万
年
、
完
全
に
末
法
に
入
っ
た
無
戒
の
時
代
だ
と

歴
史
を
見
て
い
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
聖
人
の
基
本
的
な
お
立
場

が
あ
る
わ
け
で
す
。
聖
人
は

「
末
法
灯
明
記
』
を
通
し
て
、
現

在
は
末
法
無
戒
の
時
代
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
ま

し
ょ
、
つ
。但

し
、
今
論
ず
る
所
の
末
法
に
は
、
唯
、
名
字
の
比
丘
の

み
有
ら
ん
。
此
の
名
字
を
世
の
真
宝
と
せ
ん
。
福
田
無
か

ら
ん
や
。
設
ひ
末
法
の
中
に
持
戒
有
ら
ば
、
既
に
是
れ
怪

異
な
り
、
市
に
虎
有
ら
ん
が
如
し
。
此
れ
誰
か
信
ず
べ
き

ゃ。

（
同
右
）

今
は
末
法
の
世
で
あ
る
。
無
戒
名
字
の
比
E
が
世
の
中
の
真
の

宝
で
あ
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
「
末
法
灯
明
記
」
は
展
開
し

二
六
O

て
い
る
。
そ
の
御
丈
を
親
鷲
聖
人
は
引
用
し
て
お
い
で
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と
、
鎌
倉
旧

仏
教
は
、
当
今
は
像
法
の
時
代
で
あ
る
。
釈
尊
の
正
法
の
時
代

へ
の
復
帰
、
我
等
こ
そ
が
釈
尊
の
真
仏
弟
子
で
あ
る
、
と
い
う

自
覚
の
も
と
に
、
弥
勅
信
仰
に
徹
し
て
復
古
運
動
を
展
開
し
て

い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
鎌
倉
旧
仏
教
の
基
本
的
な
歴
史
観
・
立
場

が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
親
鷲
聖
人
は
、
叡
山
の
開
祖
、
伝
教

大
師
の
「
末
法
灯
明
記
』
に
も
、
す
で
に
末
法
の
時
代
だ
と
、

無
戒
名
字
の
比
正
が
充
満
し
て
い
る
世
の
中
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
い
う
立
場
で
す
。
無
戒
名
字
の
比

正
、
世
の
中
の
真
宝
、
そ
れ
が
真
仏
弟
子
の
現
実
で
あ
る
、
内

実
で
あ
る
と
、
聖
人
が
反
論
さ
れ
て
い
か
れ
た
と
こ
ろ
に
真
仏

弟
子
釈
が
展
開
さ
れ
る
教
学
背
景
が
あ
っ
た
と
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
私
は
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
聖
人
の
思
し
召
し
の
一
端
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
。

で
す
か
ら
、
『
信
巻
』
末
、
真
仏
弟
子
釈
を
拝
見
し
て
い
き

ま
す
と王

日
休
が
云
は
く
、
「
我
れ
『
無
量
寿
経
』
を
聞
く
に
、

〈
衆
生
、
是
の
仏
名
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至



一
念
せ
ん
も
の
、
彼
の
固
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
は

ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
す
〉
と
。
不
退
転
は
党
語
に

は
之
れ
を
阿
惟
越
致
と
謂
ふ
。
『
法
華
経
』
に
は
謂
は
く
、

〈
弥
勤
菩
薩
の
所
得
の
報
地
な
り
〉
と
。

一
念
往
生
、
使

ち
弥
勅
に
同
じ
。
仏
語
虚
し
か
ら
ず
、
此
の
『
経
」
は
ま

こ
と
に
往
生
の
径
術
、
脱
苦
の
神
方
な
り
。
皆
、
信
受
す

（
『
信
巻
』
末
）

真
仏
弟
子
こ
そ
が
便
阿
弥
勤
で
あ
る
と
。
真
仏
弟
子
は
信
一
念

ベ
し
」
と
。

同
時
に
、
裟
婆
の
生
涯
を
終
え
た
な
ら
ば
、
お
浄
土
で
如
来
様

と
同
じ
仏
果
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
正
定
緊
の
利
益
が
め
ぐ
ま

れ
る
。
弥
勅
も
一
生
を
終
わ
れ
ば
、
龍
華
三
会
の
暁
、
悟
り
を

聞
か
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
弥
勅
菩
薩
と
同
じ
で
あ
る
。

」
の
様
に
聖
人
は
、
真
仏
弟
子
を
讃
仰
し
て
お
い
で
に
な
る
。

便
同
の
意
味
に
関
し
、
次
の
如
く
説
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
。
弥
勤
大
士
は
等
覚
の
金
剛
心
を
窮
む

る
が
故
に
、
龍
華
三
会
の
暁
、
当
に
無
上
覚
位
を
極
む
べ

し
。
念
仏
の
衆
生
は
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
故
に
、

臨
終
一
念
の
夕
べ
、
大
般
浬
繋
を
超
証
す
。
故
に
便
同
と

日
ふ
な
り
。

（
同
右
）

真
宗
者
の
人
間
像

弥
勅
菩
薩
は
等
覚
の
金
剛
心
で
あ
る
か
ら
、
生
涯
を
終
わ
れ
ば

仏
果
を
聞
く
。
正
定
緊
の
緊
人
は
、
横
超
の
金
剛
心
、
名
号
に

よ
り
、
如
来
様
の
正
覚
の
果
徳
が
恵
ま
れ
て
お
る
の
が
、
妻
、
仏

弟
子
の
内
実
で
あ
る
。
裟
婆
の
生
涯
が
終
わ
れ
ば
、
往
生
即
成

仏
。
聖
人
は
正
定
来
の
緊
人
の
内
実
を
、
頂
い
て
あ
る
お
徳
の

内
容
か
ら
讃
仰
さ
れ
て
い
る
。
正
定
緊
の
緊
人
こ
そ
は
、
釈
迦

諸
仏
の
弟
子
で
あ
る
と
御
教
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
仏

弟
子
釈
の
表
に
は
出
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
聖
人
の
胸
の
内
に

は
、
当
時
の
鎌
倉
旧
仏
教
の
、
教
学
動
向
を
見
つ
め
て
お
ら
れ

た
。
そ
の
上
に
、
正
定
棄
の
緊
人
の
内
容
を
讃
仰
し
て
い
か
れ

た
真
仏
弟
子
釈
の
展
開
が
あ
っ
た
と
。
こ
の
よ
う
に
私
は
窺
う

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

四

真
仏
弟
子
釈
の
後
、
親
驚
聖
人
は
悲
歎
の
言
葉
、
「
悲
し
き

哉
」
と
。
頂
い
て
い
る
お
徳
の
上
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
正
定
緊

の
緊
人
は
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
で
は
あ
る
が
、
そ
の
生
き
様
を
見

つ
め
た
場
合
は
、
地
獄
二
疋
の
存
在
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
如

ム

ノ、



真
宗
者
の
人
間
像

来
様
の
救
い
の
目
当
て
、
正
定
緊
の
衆
人
の
内
実
は
、
難
化
の

ゴ
一
機
と
し
か
言
い
よ
う
が
無
い
の
が
、
我
々
真
宗
者
の
内
実
で

は
な
い
の
か
、
と
御
自
身
を
見
つ
め
て
い
か
れ
た
の
が
、
「
悲

し
き
哉
」
の
言
葉
の
後
に
出
て
ま
い
り
ま
す
難
化
の
一
一
一
機
を
中

心
と
し
た
逆
詩
摂
取
釈
の
一
段
の
展
開
。
そ
こ
で
、
聖
人
は
如

来
様
の
救
い
の
目
当
て
、
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
の
内
実
は
難
化
の

三
機
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
五
逆
罪
・
語
法
罪
・
一
間
提
が
、

我
々
凡
夫
の
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
ど
の
お
経
を
通
し
て
聖

人
は
立
証
さ
れ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
「
現
病
品
」
の
御
丈

で
す
ね
。
逆
詩
摂
取
釈
の
冒
頭
に
、
「
現
病
品
」
の
難
化
の
三

機
の
御
丈
の
引
用
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
浬
繋
経
」
「
現
病
品
」

で
は
あ
り
ま
す
が
、
中
は
改
変
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
文
章
の
入

れ
替
え
、
読
み
方
が
、
聖
人
は
『
浬
繋
経
」

の
真
実
、
帰
結
、

そ
う
い
う
も
の
を
見
通
し
た
上
で
、
「
現
病
品
」
の
読
み
替
え
、

随
義
転
用
を
し
て
、
冒
頭
に
そ
の
御
丈
の
引
用
が
あ
る
。

「
浬
般
市
経
』
自
体
の
上
で
は
、
そ
こ
は
ど
の
よ
う
な
御
丈
の

展
開
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
プ
リ
ン
ト
ナ
ン
バ
ー
の
一
五
を

ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
三
つ
の
経
丈
を
聖
人
は
合
採
し
て
、

「
現
病
品
」
の
経
文
と
し
て
引
用
し
て
お
い
で
に
な
る
。
『
浬
繋

ム
ノ、

経
』
の
原
文
を
、
（
イ
）
・
（
ロ
）
・
（
ハ
）
と
挙
げ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
の
先
哲
、
ご
研
究
が
あ
り

ま
す
。
古
く
は
本
願
寺
派
の
道
隠
師
の
「
教
行
信
証
」
の
講
録
、

『
教
行
信
証
略
讃
』
に
お
い
て
、
親
驚
聖
人
の
お
立
場
、
聖
人

の
『
行
巻
」

一
乗
海
釈
に
立
脚
し
て
、
こ
の
御
丈
を
解
釈
し
て

お
い
で
で
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
私
が
学
生
時
代
に
示
唆
を

受
け
た
論
文
と
し
て
、
大
谷
の
横
超
先
生
で
す
ね
。
「
親
驚
聖

人
の
読
経
眼
」
と
い
う
論
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
指
摘
を

し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

ま
ず
『
浬
繋
経
』
の
原
文
、
（
イ
）
の
経
文
で
す
。

迦
葉
、
世
に
三
人
有
り
、
そ
の
病
治
し
難
し
。

こ
に
は
五
逆
罪
、
三
に
は
一
闇
提
な
り
。
是
の
如

一
に
は
誇

大
来
、

き
の
二
一
病
、
世
の
中
に
極
重
な
り
。
悉
く
声
聞
・
縁
覚
・

菩
薩
の
能
く
治
す
る
所
に
非
ず
。
善
男
子
、
誓
へ
ば
病
有

り
。
必
ら
ず
死
す
、
泊
す
る
こ
と
難
き
が
如
し
。
若
し
贈

病
随
意
の
医
薬
有
り
。
若
し
暗
病
随
意
の
医
薬
加
熱
し
。
是

の
如
き
の
病
、
定
め
て
治
す
べ
か
ら
ず
。
当
に
知
る
べ
し
、

こ
の
人
必
ず
死
せ
ん
こ
と
疑
は
ず
と
。
善
男
子
、
こ
の

種
の
人
も
亦
復
、
是
く
の
如
し
。



も
し
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
有
り
、
或
い
は
法
を
説
く
あ
り
、

或
い
は
法
を
説
か
ず
。
そ
れ
を
し
て
阿
蒋
多
羅
一
一
一
貌
三
菩

提
心
を
発
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ず
。

（
『
浬
般
市
経
』
「
現
病
品
」
大
正
士
了
四
一
三
頁
）

（
イ
）
の
経
文
で
す
ね
。
誇
大
乗
・
五
逆
罪
・
一
間
提
は
、
声

聞
・
縁
覚
・
菩
薩
が
法
を
説
い
て
も
説
か
な
く
て
も
、
看
病
人

が
い
よ
う
が
医
者
が
い
よ
う
が
、
薬
が
有
ろ
う
が
無
か
ろ
う
が
、

こ
れ
は
救
わ
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
（
イ
）

の
経
文
は
、

の
経
文
で
す
。

（ロ）
迦
葉
、
警
へ
ば
病
人
、
若
し
轄
病
随
意
医
薬
有
ら
ば
、
則

は
ち
差
え
し
む
べ
し
、

若
し
此
の
三
無
け
れ
ば
、

則
は
ち

差
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
声
聞
・
縁
覚
も
亦
復
、
是
く

の
知
し
。
仏
・
菩
薩
よ
り
法
を
聞
く
こ
と
を
得
己
り
て
、

即
ち
能
く
阿
蒋
多
羅
三
窺
三
菩
提
心
を
発
す
。
法
を
聞
か

ず
し
て
能
く
発
心
す
る
こ
と
非
ざ
る
な
り
。

（
同
右
）

声
聞
・
縁
覚
は
、

仏
・
菩
薩
か
ら
法
を
聞
い
た
ら
救
わ
れ
る
け

ど
、
聞
か
な
け
れ
ば
成
仏
出
来
な
い
よ
、

と
い
う
の
が

（ロ）

の
経
文
で
す
。
（
ハ
）

の
経
文
は
、

迦
葉
、
警
へ
ば
、
病
人
、
若
し
謄
病
随
意
医
薬
有
り
。
若

真
宗
者
の
人
間
像

し
く
は
賭
病
随
意
医
薬
無
し
。
皆
、
悉
く
差
ゆ
べ
き
が
如

1
レ。

（
同
右
）

有
ろ
う
が
無
か
ろ
う
が
病
気
が
治
る
、
こ
れ
が
菩
薩
乗
で
す
ね
。

一
種
人
あ
り
。
亦
復
、
是
く
の
如
し
。
或
い
は
声
聞
に
値

ひ
、
声
聞
に
値
は
ず
。
或
い
は
縁
覚
に
値
ひ
、
縁
覚
に
値

は
ず
。
或
い
は
菩
薩
に
値
ひ
、
菩
薩
に
値
は
ず
。
或
い
は

如
来
に
値
ひ
如
来
に
値
は
ず
。
或
い
は
法
を
聞
く
こ
と
を

得
。
或
い
は
法
を
聞
か
ず
。
自
然
に
阿
樗
多
羅
三
貌
三
菩

提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
る
。

こ
れ
が
（
ハ
）
の
経
文
で
す
。
で
す
か
ら
、
（
イ
）

（
同
右
）

の
経
文
は
、

誇
大
乗
・
五
逆
罪
・
一
闇
提
は
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
が
法
を

説
く
も
説
か
ざ
る
も
発
心
し
え
な
い
。
（
ロ
）

の
経
文
は
、
声

開
・
縁
覚
の
二
乗
は
、
仏
・
菩
薩
か
ら
法
を
聞
い
た
な
ら
ば
発

心
の
可
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
聞
か
な
か
っ
た
ら
発
心
し
な

声
聞
・
縁
覚
に
値
う
も

ぃ
。
（
ハ
）
は
菩
薩
乗
。
仏
・
菩
薩

値
わ
ざ
る
も
、
自
然
に
発
心
し
、
菩
提
を
成
ず
る
。
そ
れ
が

『
浬
般
市
経
』
の
原
文
で
す
。

聖
人
は
、
そ
の
（
イ
）
の
経
丈
を
引
用
し
て
く
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
（
ロ
）

の
経
文
を
断
章
（
「
従
二
仏
菩
薩
一
得
ν
聞
ν
法
己
即

ム
ノ、



真
宗
者
の
人
間
像

能
発
二
於
阿
森
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
」
）
挿
入
し
て
字
句
訓
点

を
読
み
替
え
て
、
「
現
病
品
」
の
御
丈
と
し
て
『
信
巻
」
末
の

逆
詩
摂
取
釈
の
冒
頭
に
引
用
し
て
き
て
お
い
で
に
な
る
。
逆
詩

闇
提
の
機
類
も
発
心
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
逆
の
文
意

に
変
更
し
て
、
（
イ
）
の
原
丈
を
読
み
替
え
て
お
ら
れ
る
。

夫
れ
仏
、
難
治
の
機
を
説
き
て
『
浬
繋
経
」
に
言
ま
は
く
、

迦
葉
、
世
に
三
人
有
り
、
其
の
病
治
し
難
し
。

一
に
は
詩

大
来
、
二
に
は
五
逆
罪
、
三
に
は
一
間
提
な
り
。
是
の
如

き
の
三
病
、
世
の
中
に
極
重
な
り
。
悉
く
声
聞
・
縁
覚
・

菩
薩
の
能
く
治
す
る
所
に
非
ず
。
善
男
子
、
警
へ
ば
病
有

れ
ば
必
ら
ず
死
す
る
に
、
治
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
に
、
若

し
暗
病
随
意
の
医
薬
有
ら
ん
が
如
し
。

難
化
の
三
機
で
も
暗
病
随
意
の
医
薬
が
有
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
有
っ
た
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
丈
外
に
含
ま
れ
て

い
ま
す
。若

し
謄
病
随
意
の
医
薬
無
か
ら
ん
、
是
の
如
き
の
病
、
定

め
て
治
す
べ
か
ら
ず
。

無
か
っ
た
ら
救
わ
れ
な
い
。

当
に
知
る
べ
し
、
此
の
人
必
ず
死
せ
ん
こ
と
疑
は
ず
と
。

二
六
回

善
男
子
、
こ
の
三
種
の
人
、
亦
復
、
是
く
の
如
し
。
仏
・

菩
薩
に
従
ひ
て
聞
治
を
得
巳
り
て
、
即
ち
能
く
阿
蒋
多
羅

三
窺
三
菩
提
心
を
発
せ
ん
。
若
し
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
有

り
て
、
或
い
は
法
を
説
き
、
或
い
は
法
を
説
か
ざ
る
あ
ら

ん
、
其
れ
を
し
て
阿
蒋
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
発
せ
し
む

る
こ
と
能
は
ず
。

（
『
信
巻
』
末
）

こ
の
文
意
は
ど
う
い
う
文
意
か
と
言
え
ば
、
（

a
）
逆
誘
間
提

は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
教
で
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
お

一
乗
海
釈
で
、

題
を
論
じ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
今
日
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込

立
場
。
親
鷲
聖
人
は
『
行
巻
」

一
三
権
実
の
問

み
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗

で
聖
道
門
仏
教
を
包
括
し
て
お
い
で
に
な
る
。
難
化
の
三
機
は

聖
道
門
仏
教
で
は
救
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
読
み
方
で
す
。

（b
）
難
化
の
三
機
は
仏
・
菩
薩
の
一
乗
教
に
よ
り
発
心
救
済

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
仏
・
菩
薩
は
誓
願
一
仏

乗
の
教
え
。
発
心
し
う
る
。
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
二
乗
・
一
一
一

乗
で
は
泊
し
得
な
い
逆
詩
闇
提
も
、
仏
菩
薩
の
一
仏
乗
、
誓
願

一
仏
乗
の
お
み
の
り
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

よ
と
、
聖
人
は
「
現
病
品
」
の
御
丈
を
読
み
替
え
、
訓
点
を
打



ち
変
え
て
御
引
用
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
親
鷲
聖
人
の
独

断
で
あ
ろ
う
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
聖
人
の
「
現
病

品
」
の
卓
絶
し
た
御
引
用
の
意
図
、

二
点
よ
り
窺
う
こ
と
が
出

来
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
一
点
は
、
お
経
の
全
文
の
帰
結
か
ら

す
る
点
。
そ
の
二
点
は
、
親
驚
聖
人
が
叡
山
で
学
問
さ
れ
ま
し

た
伝
教
と
徳
一
の
一
一
一
一
権
実
の
論
争
。
そ
う
い
う
も
の
を
踏
ま

え
で
の
親
鷲
聖
人
の
文
章
の
読
み
替
え
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
二
点
が
、
こ
の
御
丈
の
引
用
の
核
に
あ
る
と
、
そ
の
よ
う

に
私
は
頂
戴
を
し
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

五

「
現
病
品
」
の
御
文
は
『
浬
繋
経
』
自
体
の
上
で
は
、

ど
、
っ

い
う
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
現
病
品
」
の
詩
法
罪
・
五
逆
罪
・
一
間
提
は
救
わ
れ
る
か
救

わ
れ
な
い
か
、
と
い
う
「
現
病
品
」
の
御
文
は
、
『
浬
繋
経
」

に
三
カ
所
出
て
ま
い
り
ま
す
。

一
カ
所
は
、
「
現
病
口
巴
で
す
。

も
う
一
つ
は
お
経
の
後
半
の
「
徳
王
品
」
に
出
て
き
ま
す
。
も

う
一
点
は
「
迦
葉
品
」
に
論
じ
ら
れ
ま
す
。
特
に
、

二
番
目
の

真
宗
者
の
人
間
像

「
徳
王
品
」

の
箇
所
で
、
「
浬
繋
経
』

い
る
。
『
浬
繋
経
」
「
徳
王
品
」
で
は
、
こ
の
「
現
病
品
」
の
御

一
経
の
帰
結
が
示
さ
れ
て

丈
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
さ
れ
て
お
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
余
談
を
申
し
ま
す
が
、
常
盤
先
生
の
『
仏
性
の

研
究
」
は
、
当
時
非
常
に
学
会
か
ら
注
目
を
浴
び
た
書
物
で
す
。

イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に
わ
た
る
仏
性
論
争
に
つ
い
て
、
克
明

に
論
争
史
を
論
究
さ
れ
た
書
物
で
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
十
九
年

一
一
月
に
出
て
お
り
ま
す
。
太
平
洋
戦
争
終
結
の
前
年
で
あ
り
ま

す
。
翌
年
二
十
年
に
日
本
は
戦
争
に
負
け
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。
私
が
龍
大
で
予
科
に
入
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
三
年
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
書
物
、
書
店
の
一
角
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、

早
速
購
入
し
て
頂
戴
を
い
た
し
ま
し
た
。
『
浬
繋
経
』
は
三
つ

の
段
階
か
ら
一
間
提
成
仏
不
成
仏
の
進
展
が
あ
る
。
「
如
来
性

品
」
を
中
心
と
す
る
前
十
品
は
、

一
間
提
不
成
仏
。
二
番
目
の

支
昔
ま
、

F
F
H
v
l
 

一
闇
提
成
仏
説
・
不
成
仏
説
が
混
説
し
、
三
段
階
は

「
迦
葉
品
」
を
中
心
と
す
る
「
徳
王
品
」
な
ど
の
一
段
は
、

間
提
成
仏
が
一
経
の
結
論
と
し
て
出
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
常
盤
先
生
は
説
示
し
て
お
い
で
で
す
。
『
浬
繋
経
』
を
読

一
闇
提
成
仏
・
不

ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、
「
徳
王
品
」
で
は
、

二
六
五



真
宗
者
の
人
間
像

成
仏
を
悉
有
仏
性
と
い
う
視
点
か
ら
決
着
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
徳
王
品
」
の
御
丈
で
す
。

一
切
の
衆
生
、
悉
く
仏
性
有
り
。
四
重
禁
を
機
じ
て
、
詩

法
の
心
を
除
く
。
五
逆
罪
を
尽
し
て
、

一
闇
提
を
減
す
。

然
る
後
に
、
阿
蒋
多
羅
三
窺
三
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得

る

（
『
浬
繋
経
」
「
徳
王
品
」
大
正
十
二
・
四
八
八
頁
）

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
視
点
か
ら
、
仏
性
が
あ
る
以

理
仏
性

上
、
現
時
点
で
は
一
闇
提
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
発
心
し
た
な
ら

ば
成
仏
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
お
釈
迦
様
と

徳
王
菩
薩
の
問
答
が
、
「
現
病
品
」
の
三
種
病
人
の
誓
え
の
解

釈
を
問
題
点
と
し
て
問
答
が
出
さ
れ
て
い
る
。
お
釈
迦
様
が
仏

性
を
讃
歎
さ
れ
ま
す
。

仏
性
を
讃
ず
る
が
故
に
、
諸
の
衆
生
を
し
て
阿
蒋
多
羅
一

貌
三
菩
提
心
を
発
さ
し
む
。

（
『
浬
繋
経
』
「
徳
王
品
」
大
正
十
二
・
五
一
八
頁
）

理
仏
性
が
あ
る
か
ら
一
切
衆
生
の
発
心
の
可
能
性
を
説
法
さ
れ

一
間
提
も
成
仏
出
来
る
よ
、
と
お
釈
迦
様
は
仰
っ
た
。

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
徳
王
菩
薩
が
疑
問
を
差
し
挟
ん
だ
。

爾
の
時
、
光
明
遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
摩
詞
薩
、
仏
に
白
し

一一ムハムハ

て
言
く
、
世
尊
、
仏
の
所
説
の
如
く
ん
ば
、
菩
薩
摩
詞
薩
、

仏
性
を
讃
歎
す
れ
ば
、
無
量
の
衆
生
を
し
て
、
阿
蒋
多
羅

三
貌
三
菩
提
心
を
発
さ
し
む
。
是
の
義
、
然
ら
ず
。

（
同
右
）

一
切
衆
生
が
仏
性
が
あ
る
か
ら
、
全
て
の
も
の
が
成
仏
出
来
る

と
お
釈
迦
様
は
仰
る
が
、
そ
れ
は
理
に
合
わ
な
い
で
は
な
い
か
、

と
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

何
を
以
て
の
故
に
、
如
来
、
初
め
に
浬
繋
経
を
聞
く
の
時
、

三
種
有
り
と
説
き
た
ま
ふ
ヤ
。

（
同
右
）

あ
な
た
は
『
浬
繋
経
」
の
聞
説
の
当
初
「
現
病
品
」
で
、
三
種

の
成
仏
出
来
な
い
衆
生
の
こ
と
を
仰
っ
て
お
い
で
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
「
現
病
品
」
三
種
病
人
の
警
え
で
す
ね
。
詩
法
罪
・

五
逆
罪
・
一
間
提
は
成
仏
出
来
な
い
、
と
い
う
醤
え
に
つ
い
て

の
徳
王
菩
薩
の
質
問
で
あ
り
ま
す
。

世
尊
、
若
し
普
友
、
諸
仏
・
菩
薩
に
遇
ひ
て
、
妙
法
を
説

く
を
聞
き
、
及
以
ぴ
遇
は
ざ
れ
ば
、
悉
く
阿
樗
多
羅
三
親

三
菩
提
心
を
発
す
る
こ
と
能
は
ず
。
当
に
知
る
べ
し
、
是

の
義
、
亦
復
、
然
ら
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
是
く
の
如

き
の
人
、
当
に
阿
蒋
多
羅
」
一
貌
三
菩
提
を
得
べ
き
が
故
に
。



一
闇
提
の
輩
、
仏
性
を
以
て
の
故
に
、
若
し
聞
・
不
問
、

悉
く
亦
、
当
に
阿
鰐
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
、
べ
き
が
故
に
。

（
同
右
）

徳
王
菩
薩
の
疑
問
で
す
ね
。
「
現
病
品
」
の
三
種
病
人
の
誓
え

に
論
及
し
て
、
難
化
の
三
機
は
、
善
友
、
仏
、
菩
薩
に
値
う
も

値
わ
ざ
る
も
救
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
、
仏
説
の
ご
と
く
で

一
聞
提
で
も
仏
性
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
発
心

が
可
能
と
な
る
。
前
後
矛
盾
す
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
い

あ
る
な
ら
ば
、

う
質
問
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
の
答
え
は
ど
う
い
う
答

え
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、

我
、
先
に
若
し
善
友
・
諸
仏
・
菩
薩
に
遇
ひ
、
深
法
を
説

く
を
聞
き
、
若
し
は
値
遇
せ
ず
、
倶
に
発
す
る
こ
と
能
は

ず
と
説
く
。
是
の
義
云
何
。
善
男
子
、

し
善
友
・
諸
仏
・
菩
薩
に
遇
ひ
、
深
法
を
説
く
を
聞
き
、

一
闇
提
の
輩
、
若

及
以
び
遇
は
ず
、
倶
に
一
間
提
の
心
を
離
る
る
こ
と
を
得

ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
善
法
を
断
ず
る
が
故
に
。

間

提
の
輩
も
亦
、
阿
蒋
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
る
。
所
以
は

何
ぞ
。
若
し
能
く
菩
提
の
心
を
発
さ
ば
、
則
ち
一
闇
提
と

名
づ
け
ざ
る
な
り
。

真
宗
者
の
人
間
像

（
『
浬
繋
経
」
「
徳
王
口
問
」
大
正
十
二
・
五
一
九
頁
）

こ
う
答
え
て
い
る
。
現
在
は
善
法
、
こ
こ
の
場
合
は
行
仏
性
を

断
じ
て
い
る
か
ら
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
い
よ
と
。
理
仏
性
が
存
す
る
以
上
、
発
心
の
可
能
性
が
あ

お
釈
迦
様
は
徳
王
菩
薩
に
答
え
て
お
い
で

る
と
い
う
こ
と
を
、

に
な
る
。
「
徳
王
品
」
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
『
浬
繋

経
」
の
第
三
段
階
に
属
し
て
い
ま
す
。
二
一
種
病
人
の
誓
え
を
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
視
点
か
ら
ど
う
扱
う
の
か
。
現
時
点
で

は
善
法
、
行
仏
性
を
断
じ
て
い
る
か
ら
成
仏
出
来
な
い
け
れ
ど

も
、
理
仏
性
が
あ
る
以
上
、
究
極
的
に
は
発
心
し
う
る
。

提
成
仏
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
、
「
徳
王
品
」

の
説
意
で
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
、

闇段

一
経
の
帰
結
の
上
に
立
脚
を

し
て
、
「
現
病
品
」
の
経
文
の
解
釈
、

と
い
う
読
み
替
え
を
、
『
信
巻
」
末
の
冒
頭
の
「
現
病
品
」
の

一
間
提
成
仏
で
き
る
よ

経
文
の
引
用
に
当
た
っ
て
な
さ
っ
て
お
い
で
に
な
る
。

そ
の
他
、
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
踏
み
込
ん
で
さ
ら
に

論
及
す
る
の
は
止
め
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
浬
繋
経
」

一
経
の
帰

結
か
ら
言
、
つ
な
れ
ば
、

一
闇
提
成
仏
が
『
浬
繋
経
」
の
帰
結
。

そ
の
『
浬
繋
経
』
の
帰
結
を
、
聖
人
は
見
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

二
六
七



真
宗
者
の
人
間
像

「
現
病
品
」
の
経
文
、
難
化
の
三
機
が
救
い
の
め
あ
て
で
あ
る

と
い
う
視
点
よ
り
原
丈
の
字
句
を
変
更
し
て
、
引
用
さ
れ
て
い

か
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
私
は
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

_.J_」

ノ、

第
二
点
。
親
鷲
聖
人
の
叡
山
二
十
年
に
わ
た
る
日
本
天
台
の

御
研
鎖
、
「
浬
繋
経
』
は
日
本
天
台
に
お
い
て
も
、
重
要
な
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
現
病
品
」
の
一
一
一
種
病
人
の
警
え
、
誇

法
罪
・
五
逆
罪
・
一
間
提
が
救
わ
れ
る
の
か
救
わ
れ
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
中
国
、
日
本
の
三
乗
家
、

一
乗
家
の
立

一
乗
真
実
か
、
三
乗
真
実
か
、
と
い
う
立
場
の
論
争
で
、

重
要
な
論
点
に
な
っ
た
経
文
で
あ
り
ま
す
ね
。
当
然
、
伝
教
と

徳
一
の
一
一
一
一
権
実
の
論
争
の
中
で
、
「
現
病
品
」
の
御
丈
を
ど

う
解
釈
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
、
厳
し
い
論
争
が
あ
っ
た
。

土着徳
一
の
主
張
と
い
う
も
の
は
今
日
残
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

伝
教
の
著
作
の
上
に
、
法
相
家
の
三
乗
真
実
一
乗
方
便
の
立
場

か
ら
す
る
、
徳
一
の
「
現
病
品
」
の
解
釈
、
要
約
が
、
伝
教
の

二
六
八

『
守
護
国
界
章
』
に
出
て
お
り
ま
す
。
徳
一
の
法
相
家
の
「
現

病
品
」
一
一
一
種
病
人
の
警
え
の
解
釈
を
一
一
一
点
に
要
約
し
て
お
い
で

で
す
。
徳
一
の
見
解
で
す
。
「
箆
食
ま
た
日
く
」
と
あ
る
箆
食

と
い
う
の
は
、
伝
教
が
徳
一
を
批
判
し
て
呼
ん
だ
言
い
方
で
す
。

麗
食
ま
た
云
は
く
、
『
浬
般
市
経
』
に
云
は
く
、
警
へ
ば
病

人
に
三
種
有
る
が
如
し
。

一
に
は
、
若
し
良
医
に
遇
ふ
も
、

お
よ
び
遇
は
ざ
る
も
、
決
定
し
て
差
ゆ
べ
し
。
即
は
ち
此

れ
大
事
。（

「
守
護
国
界
章
』
伝
教
大
師
全
集
二
、
六
七
八
頁
）

こ
れ
は
定
性
の
菩
薩
を
指
す
。

二
に
は
、
若
し
遇
は
ば
即
は
ち
差
ゆ
。
遇
は
ざ
れ
ば
差
え

ず
。
即
は
ち
此
れ
中
草
。

（
同
右
）

不
定
種
性
で
す
ね
。

三
に
は
、
遇
・
不
遇
、
定
ん
で
差
ゆ
べ
か
ら
ず
。
即
は
ち

此
れ
小
草
。

（
同
右
）

定
性
の
二
乗
と
無
性
有
情
。

此
等
の
丈
に
準
じ
て
、
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
、
『
法
華
」
の

前
の
教
と
「
法
華
』
の
後
の
教
、
皆
、
共
に
三
乗
五
性
を

建
立
す
。

（
同
右
）



三
乗
真
実
一
乗
方
使
、
五
姓
各
別
の
主
張
が
な
さ
れ
て
お
る
で

は
な
い
か
。

而
し
て
、
定
性
の
二
乗
、
無
性
有
情
、
皆
、
成
仏
せ
ず
と

説
く
。
有
る
が
、
『
法
華
』
以
前
の
四
十
年
の
教
、
是
れ

権
教
の
故
に
、
定
性
の
二
乗
、
無
性
有
情
、
皆
、
成
仏
せ

ず
。
『
法
華
』
の
後
の
教
、
是
れ
実
教
の
故
に
、
定
・
不

定
性
を
簡
ば
ず
、
有
性
無
性
を
分
た
ず
、
而
し
て
、
皆
、

成
仏
す
と
説
く
に
執
す
る
は
、
甚
だ
大
い
に
迷
謬
な
り
。

諸
有
の
智
者
、
謬
っ
て
之
れ
に
依
る
こ
と
莫
れ
。

（
同
右
）

文
章
の
意
味
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
徳

は
「
浬
繋
経
』
の
、
良
医
に
遇
、
つ
も
遇
わ
ざ
る
も
差
ゆ
る
機
類

と
し
て
、
こ
れ
は
大
草
、
定
性
の
菩
薩
で
す
ね
。
遇
っ
た
ら
治

る
け
れ
ど
も
、
遇
わ
な
か
っ
た
ら
治
ら
な
い
、
こ
れ
は
中
草
、

不
定
種
姓
。
遇
・
不
遇
、
と
も
に
治
ら
な
い
、
こ
れ
は
小
草
、

教 定
で↑生
あ の
る 二

浬 T
築鉦

芭催

？信也、

E里
fl: ? 
しノ ートヒコ

機 虫
類フ。

が「
存法
在華
す 」

る の
こ 後

と
が
説
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
「
現
病
品
」
の
経
文
か
ら
。

」
れ
に
よ
れ
ば
、
『
法
華
」
の
前
教
も
後
教
も
、
コ
一
乗
五
性
を

真
宗
者
の
人
間
像

建
立
し
て
、
定
性
の
二
乗
、
無
性
有
情
は
、
不
成
仏
と
な
る
義

が
成
立
す
る
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
『
法
華
』
以
前
の

四
十
年
は
権
教
の
故
に
、
定
性
の
二
乗
、
無
性
有
情
は
、
す
べ

て
不
成
仏
だ
。
『
法
華
」
の
後
の
教
は
実
教
の
故
に
、
定
・
不

定
、
有
性
・
無
性
、
す
べ
て
成
仏
す
る
と
い
う
天
台
の
説
は
誤

り
で
あ
る
、
と
い
う
徳
一
の
法
相
三
乗
系
の
立
場
を
伝
教
は
要

約
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
答
え
て
い
っ
た
の
が
伝
教
、
そ
し
て
こ
の
両

者
の
論
争
に
後
世
結
論
を
下
し
た
の
が
、
恵
心
僧
都
の
『
一
乗

要
決
』
で
す
ね
。
源
信
の
「
一
乗
要
決
」
を
拝
見
し
て
い
き
ま

す
と
、
そ
の
中
に
中
国
の
慈
恩
大
師
の

「
唯
識
枢
要
」
の
説
を

引
用
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
『
枢
要
」
は
五
性
各
別
説
の
立

場
よ
り
「
現
病
品
」
の
三
種
病
人
の
警
を
引
用
し
て
、
解
釈
さ

れ
て
い
る
。
「
枢
要
」
の
説
は
ど
う
い
う
説
で
あ
る
の
か
と
言

い
ま
す
と
、
そ
れ
を
要
約
し
ま
し
た
の
が
『
一
乗
要
決
』
に
出

て
い
る
御
丈
で
す
。

『
浬
般
市
経
』
に
云
く
、
警
へ
ば
病
人
に
其
れ
一
一
一
種
有
る
が

円
μ

J

0

4
U
F
E
L
 

一
に
は
若
し
良
医
妙
薬
に
遇
ふ
、
及
び
遇
は
ず
。

必
ず
当
に
差
ゆ
こ
と
を
得
ベ
し
。
こ
に
は
若
し
遇
へ
ば
即

二
六
九



真
宗
者
の
人
間
像

ち
差
ゆ
。
遇
は
ざ
れ
ば
差
え
ず
。
＝
一
に
は
遇
と
不
遇
と
必

ず
差
ゆ
べ
か
ら
ず
。
初
は
是
れ
定
性
の
大
乗
。
次
は
不
定

性
と
為
す
。
第
三
は
即
ち
是
れ
定
性
の
二
乗
、
及
与
び
無

性
と
為
す
。（

『
一
乗
要
決
』
恵
心
僧
都
全
集
二
、

『
枢
要
」
の
解
釈
で
す
ね
。
『
浬
繋
経
』
の
三
種
病
人
の
警
え
に

関
す
る
「
枢
要
』
の
説
を
挙
げ
て
き
て
、
こ
れ
は
経
文
に
準
じ

て
い
な
い
と
、
恵
心
僧
都
は
『
一
乗
要
決
』
の
中
で
非
難
し
て

お
い
で
に
な
る
。
『
浬
般
市
経
』
が
三
種
病
人
に
つ
い
て
論
じ
て

一二

O
頁）

い
る
「
現
病
品
」
の
経
文
と
、
「
徳
王
品
」
の
経
文
と
、
「
迦
葉

品
」
の
経
文
、
三
文
を
引
用
し
て
き
て
、
「
浬
繋
経
』
の
原
文

で
は
三
文
共
通
し
て
、
仏
・
菩
薩
に
遇
、
つ
も
遇
わ
ざ
る
も
、
看

病
人
、
医
者
、
薬
、
そ
う
い
う
も
の
に
恵
ま
れ
よ
う
が
恵
ま
れ

ま
い
が
、
不
可
癒
の
機
類
は
一
間
提
だ
け
で
あ
る
。
定
性
の
二

乗
を
合
わ
せ
て
論
じ
る
所
は
、
経
文
の
上
に
は
有
り
ま
せ
ん
よ
、

と
『
枢
要
』
の
説
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
徳
一
、
法
相

家
の
「
現
病
品
」
三
種
病
人
の
解
釈
を
批
判
し
て
、
結
論
的
に

伝
教
の
約
位
説
に
よ
り
、

一
闘
提
と
い
え
ど
も
、
成
仏
し
う
る

と
、
「
現
病
品
」
三
種
病
人
の
誓
え
を
解
釈
し
て
い
る
の
が
、

七。

源
信
の
『
一
乗
要
決
』
で
あ
り
ま
す
。

山
家
の
釈
、
関
提
は
法
器
に
非
ざ
る
に
よ
る
が
故
に
、
仏
、

捨
置
す
。

（
「
一
乗
要
決
』
恵
心
憎
都
全
集
二
、

仏
法
を
聞
く
状
態
に
な
い
か
ら
、
一
間
提
を
仏
様
は
捨
て
置
か

れ
る
だ
け
だ
と
。

一一一一一頁）

法
器
に
非
ず
と
云
ふ
は
、
闇
提
位
に
約
す
。

闇
提
は
、
断
善
根
で
あ
る
か
ら
不
可
治
で
あ
る
。

而
し
て
便
ち
捨
置
す
。
是
れ
永
く
捨
つ
る
に
非
ず
。
云
云

（
同
右
）

（
同
右
）

永
久
に
そ
の
ま
ま
捨
て
置
く
の
で
は
な
い
。
発
心
の
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
伝
教
の
解
釈
を
引
用
し
、
そ
の
後
に
御
自
身
の
釈

と
し
て今

謂
く
、
此
の
釈
は
経
に
合
す
。
経
に
云
く
、
「
一
間
提
、

若
し
善
友
・
諸
仏
・
菩
薩
に
遇
ひ
て
、
深
法
を
説
く
を
聞

く
、
及
以
び
遇
は
ず
。
倶
に
一
間
提
の
心
を
離
る
る
こ
と

を
得
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
断
善
根
の
故
に
。
一
間
提

の
輩
も
亦
、
阿
蒋
菩
提
を
得
る
。
所
以
は
何
ぞ
。
若
し
能

く
菩
提
の
心
を
発
さ
ば
、
則
ち
復
、
一
間
提
と
名
づ
け
ざ



る
な
り
」

0

（
同
右
）

『
浬
般
市
経
」
の
御
文
を
引
用
し
て
お
い
で
に
な
る
。
こ
の
経
文

は
先
ほ
ど
説
明
し
ま
し
た
「
徳
王
品
」
の
経
文
で
す
。
「
徳
王

品
」
の
御
文
で
は
、
「
現
病
口
巴
の
難
化
の
三
機
は
、
一
間
提

は
、
断
善
根
で
あ
る
か
ら
不
可
治
な
の
で
あ
っ
て
、
成
仏
は
不

可
能
で
は
な
い
。
仏
性
が
存
す
る
以
上
可
能
性
が
あ
る
。
発
心

す
れ
ば
可
能
性
は
あ
る
と
い
う
丈
意
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
徳

王
品
」
の
経
文
を
恵
心
僧
都
は
引
用
し
て
お
い
で
に
な
る
。
伝

教
は
、
間
提
は
非
法
器
の
故
に
仏
は
捨
置
す
る
。
非
法
器
と
は
、

闇
提
の
位
に
約
し
て
捨
て
置
く
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
永
久
に
そ

の
ま
ま
捨
て
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
承
け
た
源
信
で
す
。

「
徳
王
品
」
の
経
文
を
引
用
さ
れ
て
き
て
、
一
間
提
は
現
時
点

で
は
断
善
根
の
故
に
発
心
し
な
い
。
救
わ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

発
心
し
た
な
ら
ば
、
善
根
の
芽
が
生
ず
る
わ
け
で
す
か
ら
成
仏

の
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
の
視
点
よ
り
、
「
現
病
品
」
の
一
間

提
の
成
仏
の
可
能
性
を
結
論
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
源
信
の

『
一
乗
要
決
」
の
御
文
で
あ
り
ま
す
。

親
鷲
聖
人
は
、

二
十
年
叡
山
で
学
問
し
て
お
い
で
に
な
る
。

当↓扶…、

一
乗
家
と
三
乗
家
の
二
一
一
権
実
の
論
争
を
十
二
分
に
学

真
宗
者
の
人
間
像

聞
し
て
お
い
で
に
な
る
。
そ
の
両
者
の
間
で
、
成
仏
出
来
る
か

出
来
な
い
か
と
い
う
論
争
の
論
点
に
な
っ
た
の
が
、
『
浬
般
市
経
』

の
「
現
病
品
」
の
経
文
の
解
釈
で
す
。
そ
し
て
、

一
乗
家
の
立

場
よ
り
、

一
闇
提
で
も
成
仏
出
来
る
と
い
う
結
論
を
下
し
た
の

が
、
伝
教
を
承
け
た
源
信
の
『
一
乗
要
決
』
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
人
は
『
浬
繋
経
』

の
「
現
病
品
」
の
経
丈
の
差
し
替
え
、
読
み
替
え
を
な
さ
い
ま

し
て
、
成
仏
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
文
章
に
取
捨
転
用
を
し

て
、
「
信
巻
」
に
引
用
し
て
お
い
で
に
な
る
。
二
乗
三
乗
の
聖

道
門
の
教
え
で
は
救
わ
れ
な
い
け
ど
、
誓
願
一
仏
乗
の
仏
菩
薩

に
よ
っ
て
は
救
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
文
意
に
変
更
し

て
お
い
で
に
な
る
。
そ
こ
の
所
を
簡
潔
に
要
約
し
て
結
論
を
出

し
た
の
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
真
宗
の
先
哲
、
道
隠
の

教

行
信
証
略
讃
』
で
す
。

今
、
其
の
経
意
を
得
、
転
用
し
て
義
を
取
る
。
二
乗
病
行

の
文
を
凡
夫
処
に
回
し
て
、
凡
夫
重
病
の
妙
薬
は
、
唯
だ

如
来
医
薬
の
み
有
り
て
、
能
く
治
す
る
こ
と
を
得
る
、
余

の
一
切
の
三
乗
医
薬
の
治
す
る
所
に
非
、
さ
る
こ
と
を
彰
は

す
。
（
中
略
）
是
く
の
如
き
の
転
用
、
義
を
顕
さ
ば
、
当

七



真
宗
者
の
人
間
像

に
知
る
べ
し
、
凡
夫
の
重
病
は
、
声
・
縁
・
菩
の
能
く
治

す
る
所
に
非
ず
。
唯
だ
釈
迦
仏
の
力
の
み
能
く
之
れ
を
治

す
。
仏
滅
後
の
凡
夫
の
重
病
は
、
唯
だ
弥
陀
の
本
願
醍
醐

妙
薬
の
み
、
能
く
之
れ
を
治
す
。
之
れ
を
除
く
一
切
、
能

く
治
す
る
者
有
る
こ
と
無
し
。
此
の
義
を
顕
は
さ
ん
が
為

に
、
義
に
随
い
て
転
用
す
。
実
に
妙
手
な
る
か
な
。

（
「
教
行
信
証
略
讃
」
巻
六
・
五
丁
）

簡
潔
に
道
隠
師
は
結
論
を
示
し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
が
、
親

驚
聖
人
の
お
心
を
御
領
解
さ
れ
た
至
言
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
思

い
ま
す
。

よ聖
つ人
ては

,L 一一寸

苫悲
散し
つご い
忌哉
ノγ、L_

Aと
内 V
実ヱ
L」 仁ゴ

づ葉
いを
て蝶
、番

頂に
戴す
し る
てこ
い と

る
お
徳
の
上
か
ら
一
一
百
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
釈
迦
諸
仏
の
弟

子
」
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
現
実
は
難
化
の
一
一
一
機
で
し
か

あ
り
え
な
い
。
と
御
教
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

真
宗
者
の
人
間
像
の
内
実
を
教
示
さ
れ
た
の
が
真
仏
弟
子
釈

逆
詩
摂
取
釈
の
一
段
の
趣
意
で
あ
ろ
う
と
窺
い
ま
す
。

七

七

親
鷲
聖
人
は
、

そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
「
信
巻
」
末
の
逆
詩
摂
取
釈
の
所
を

ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
阿
閣
世
太
子
が
出
て
き
ま
す
。
阿
闇

世
の
生
き
様
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
、
『
浬
繋
経
」

を
引
用
し
て
、
御
教
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
点
だ
け
注
意
し
て

お
き
ま
す
。
（

1
）
お
釈
迦
様
は
、
機
悔
を
し
て
お
釈
迦
様
の

所
に
行
こ
う
と
す
る
阿
闇
世
に
対
し
て
、
私
は
阿
閣
世
の
為
に

浬
般
市
に
入
ら
ず
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
不
入
浬
繋
か
と
い
う

こ
と
で
、
阿
闇
世
の
人
格
に
対
す
る
経
文
の
解
釈
で
す
ね
。
阿

闇
世
と
は
単
な
る
歴
史
上
の
一
王
子
で
は
な
く
、
歴
史
を
超
え

た
存
在
と
し
て
、
阿
闇
世
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
い
る
一
段
が

あ
り
ま
す
。

（
イ
）
善
男
子
、
我
言
ふ
所
の
如
し
、
阿
闇
世
王
の
為
に

浬
繋
に
入
ら
ず
。
是
く
の
如
き
の
密
義
、
汝
、
未
だ
解
く

こ
と
能
は
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
、
我
、
《
為
》
と
言
ふ

は
一
切
凡
夫
、
《
阿
闇
世
王
》
と
は
普
く
及
び
一
切
五
逆



を
造
る
者
な
り
。

（
『
信
巻
』
末
）

こ
れ
一
つ
目
。

（
ロ
）
又
復
、
《
為
》
と
は
即
ち
是
れ
一
切
有
為
の
衆
生
な

り
。
：
：
：
《
阿
闇
世
》
と
は
即
ち
是
れ
煩
悩
等
を
具
足
せ

る
者
な
り
。

（
同
右
）

こ
れ
二
つ
目
。

（
ハ
）
又
復
、
《
為
》
と
は
即
ち
是
れ
仏
性
を
見
、
ざ
る
衆
生

な
り
。
：
：
：
《
阿
闇
世
》
と
は
即
ち
是
れ
一
切
の
未
だ
阿

蒋
多
羅
三
親
三
菩
提
心
を
発
せ
ざ
る
者
な
り
。

（
同
右
）

と
、
こ
こ
に
阿
闇
世
を
歴
史
上
の
実
在
の
人
物
か
ら
、
固
有
名

詞
か
ら
普
通
名
詞
に
転
換
さ
せ
て
い
ま
す
。
一
二
世
を
超
え
た

切
の
逆
詩
闇
提
の
具
体
的
代
表
と
し
て
、
阿
闇
世
は
、

切
の

凡
夫
、
五
逆
を
造
れ
る
者
、
煩
悩
を
具
足
せ
る
者
、
未
発
心
の

者
、
そ
れ
を
指
し
て
阿
闇
世
と
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。
（
2
）

そ
し
て
最
後
に
、
阿
闇
世
が
自
分
が
救
わ
れ
た
こ
と
の
歓
び
を

吐
露
し
て
い
る
一
段
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
阿
閤
世
は
自
分
の

」
と
を
ど
う
呼
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
と
、

爾
の
時
に
阿
闇
世
王
、
香
婆
に
語
り
て
言
ま
く
、
〈
書
婆
、

我
、
今
、
未
だ
死
せ
ず
し
て
己
に
天
身
を
得
た
り
。
短
命

真
宗
者
の
人
間
像

を
捨
て
長
命
を
得
、
無
常
の
身
を
捨
て
常
身
を
得
た
り
。

諸
の
衆
生
を
し
て
阿
梅
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
発
せ
し

む
〉
と
。
乃
至
諸
仏
の
弟
子
、
是
の
語
を
説
き
巳
り
て
、

（
同
右
）

と
あ
り
、
自
分
の
こ
と
を
、
「
諸
仏
の
弟
子
」
と
阿
闇
世
は
仰

っ
て
お
い
で
に
な
る
。
真
仏
弟
子
の
現
実
が
、
阿
闇
世
の
現
実

で
あ
る
。
阿
闇
世
の
上
に
、
宗
祖
は
真
宗
者
の
人
間
像
の
姿
を

見
ら
れ
て
い
か
れ
た
と
結
論
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
第
十
八
願

の
お
念
仏
の
お
み
の
り
を
頂
戴
し
て
い
る
正
定
緊
の
姿
を
、
頂

い
て
い
る
お
徳
の
上
か
ら
は
、
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
と
讃
仰
し
、

反
面
、
信
心
の
場
に
お
け
る
赤
裸
々
な
人
間
の
現
実
を
難
化
の

三
機
（
阿
闇
世
太
子
）
と
見
つ
め
、
真
宗
者
の
内
実
を
え
ぐ
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
『
信
巻
』
末
の
真
仏
弟
子
釈
・
逆
詩
摂

取
釈
の
一
段
の
展
開
が
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
御
開

山
聖
人
の
永
年
に
わ
た
る
御
修
行
、
学
道
、
当
時
の
社
会
状
況
、

そ
う
い
う
も
の
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
十
八
願
の
お
み
の
り
を

頂
戴
し
て
い
か
れ
た
親
鷲
聖
人
の
お
姿
を
見
て
い
く
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
で
話
を
終
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
話
を
し
て
い
る
最
中
に
、
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真
宗
者
の
人
間
像

先
生
方
の
顔
が
、
私
の
頭
の
中
を
、
走
馬
燈
の
よ
う
に
よ
ぎ
り

ま
し
た
。
三
十
そ
こ
そ
こ
で
龍
大
の
助
手
に
な
っ
た
と
き
、
今

度
、
龍
谷
大
学
で
真
宗
連
合
学
会
を
引
き
受
け
る
。
事
務
は
お

前
が
責
任
と
れ
や
、
と
。
理
事
会
の
席
で
並
ん
で
お
い
で
に
な

っ
た
先
生
方
か
ら
頂
い
た
御
交
誼
の
数
々
思
い
出
し
て
い
ま
す
。

歳
月
は
流
れ
ま
し
た
。
年
寄
り
は
声
援
を
送
る
と
い
う
こ
と
で
、

今
後
の
益
々
の
真
宗
連
合
学
会
の
発
展
を
念
じ
ま
し
て
、
今
日

の
私
の
講
演
、
こ
れ
で
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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