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塚
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席
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は
じ
め
に

こ
ん
に
ち
は
。
寒
い
中
、
そ
し
て
コ
ロ
ナ
で
大
変
な
時
に
、
よ
う
こ
そ
お
で

か
け
く
だ
さ
い
ま
し
て
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
心
か
ら
敬
意
を
表
し

ま
す
。
が
ん
ば
っ
て
喋
ら
ん
と
あ
か
ん
な
と
思
っ
て
ま
す
。

こ
う
い
う
状
況
な
も
の
で
す
か
ら
、
大
谷
派
で
言
い
ま
す
と
、
ご
本
山
の
関

係
は
全
部
一
応
中
止
に
な
っ
て
ま
す
。
報
恩
講
は
ご
本
山
で
お
勤
め
を
し
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
末
寺
の
方
で
は
例
年
の
よ
う
な
報
恩
講
が
な
か
な
か
勤
め
ら
れ

な
く
て
、
皆
さ
ん
苦
労
し
な
が
ら
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い

は
今
年
は
止
め
て
お
こ
う
と
言
っ
て
、院
内
と
い
う
か
、ご
住
職
、ご
家
族
で
報

恩
講
を
お
勤
め
に
な
る
、
そ
う
い
う
状
況
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
別
院
関
係
は
ほ

と
ん
ど
中
止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
教
区
、
九
州
教
区
、
あ
る
い
は
組
、

田
川
組
と
い
う
と
こ
ろ
の
公
の
事
業
も
全
部
中
止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
、
こ
の
時
期
に
こ
う
や
っ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
田
畑
先
生
の
会

だ
け
で
す
。
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
ま
す
。

一
年
間
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
間
に
本
を
書
こ

う
と
思
っ
て
、
今
は
『
高
僧
和
讃
講
義
』
の
四
巻
目
、
最
後
の
巻
で
す
け
ど
も
、

正
月
明
け
く
ら
い
に
書
き
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
一
生
懸
命
が
ん
ば
っ
て
書
い
て

ま
す
。
原
稿
を
書
き
出
し
ま
す
と
、
ず
っ
と
そ
れ
ば
っ
か
り
考
え
て
い
ま
す
か

ら
、
夜
、
大
体
二
時
間
お
き
に
目
が
覚
め
ま
す
。
寝
て
い
て
も
夢
を
見
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
自
律
神
経
が
お
か
し
く
な
っ
て
、
私
の
癖
で
す
け
ど
も
、

ち
ょ
っ
と
鬱
状
態
で
、
や
っ
ぱ
り
書
く
の
は
難
し
い
で
す
ね
。
歴
史
に
残
り
ま

す
の
で
、
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
自
分
の
勝
手
な
こ

と
を
書
い
て
は
い
け
な
い
。
親
鸞
聖
人
が
ど
ん
な
思
い
で
お
書
き
に
な
っ
た
の

か
、
そ
れ
を
一
生
懸
命
考
え
て
い
ま
す
と
、
分
か
っ
て
嬉
し
い
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
け
ど
も
、
分
ら
な
い
と
苦
し
く
て
、
と
い
う
か
、
分
か
ら
な
い
と
い
う
の

は
、
分
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
も
核
心
が
つ
か
め

な
い
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
寝
て
も
覚
め
て
も
考
え
て
ま

し
て
ね
。

し
か
し
、
今
回
、『
高
僧
和
讃
講
義
』
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
七
祖
の

方
々
を
親
鸞
聖
人
は
ど
ん
な
ふ
う
に
見
て
お
ら
れ
た
の
か
ね
。
七
祖
の
お
一
人

お
一
人
に
き
ち
っ
と
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
一
人
一
人
を
見
れ

ば
、龍
樹
も
世
親
も
菩
薩
で
す
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
、大
変
幅
広
い
形
の
書
物
を
た

く
さ
ん
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
、
親
鸞
聖
人
が
龍
樹
を
見
る
時
に
は
、
た
っ
た
ひ
と
つ

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
易
行
品
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
を
取
り
上
げ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
龍
樹
全
体
か
ら
す
る
と
片
寄
り
過
ぎ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
を
突
破
口
に
し
て
、『
大
経
』
の
仏
教
を
明
ら
か
に
し

て
く
だ
さ
っ
た
人
、
と
し
て
限
り
な
く
尊
敬
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
親
鸞
聖
人
が
龍
樹
菩
薩
を
見
た
の
か
ね
。

親
鸞
聖
人
は
な
ぜ
『
往
生
要
集
』
を
取
り
上
げ
る
の
か

最
近
で
す
と
特
に
源
信
僧
都
で
す
ね
。
源
信
僧
都
は
天
才
的
な
仏
教
者
で
し

た
。
法
然
の
前
に
天
才
的
な
仏
教
者
と
言
え
ば
、
や
っ
ぱ
り
源
信
僧
都
で
す
。

ご
著
書
、
あ
る
い
は
た
ぶ
ん
源
信
僧
都
が
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の

を
合
わ
せ
る
と
、
百
五
十
部
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、
百
五
十
冊
の
本
を
書
い
て

い
る
の
で
す
。
と
ん
で
も
な
い
量
の
書
物
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す

ね
。
そ
の
中
で
『
往
生
要
集
』
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、『
大
経
』
の
本
願
の
仏
教

を
明
ら
か
に
し
た
方
と
し
て
尊
敬
す
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
源
信
と
い
う
方

は
も
の
す
ご
く
幅
広
い
方
で
す
か
ら
、
日
本
の
八
宗
・
天
台
宗
を
は
じ
め
と
し
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て
、奈
良
の
南
都
の
仏
教
、そ
れ
か
ら
真
言
宗
、あ
ら
ゆ
る
方
た
ち
の
教
科
書
と

言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
の
た
く
さ
ん
の
本
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中

で
『
往
生
要
集
』
だ
け
を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
不
思
議
な
の
は
、「
三
一
問
答
」
の
前
に
『
往
生
要
集
』
を
引
い
て
く

る
の
で
す
。

『
教
行
信
証
』
で
最
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
「
三
一
問
答
」、

こ
れ
は
親
鸞
聖
人
独
特
の
、
本
願
の
世
界
を
開
い
て
い
く
と
き
の
、
突
破
口

に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
願
の
世
界
は
考
え
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
信
心
。
こ
れ

ま
で
お
話
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
上
に
開
か
れ
る
信
心
と
い
う
の

は
、
こ
れ
は
他
力
の
信
心
と
言
わ
れ
ま
す
ね
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
何
か
を
信
じ

る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
如
来
の
本
願
力
が
信
心
と
な
っ
て
私
た
ち
を
救
っ

て
く
だ
さ
っ
た
、
こ
う
い
う
感
動
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
本
願
を
親

鸞
聖
人
が『
教
行
信
証
』に
書
い
て
い
く
と
き
に
は
、他
力
の
信
心
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
本
願
を
見
て
書
い
て
い
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
信
心

を
、「
信
心
と
本
願
と
が
同
じ
も
の
な
の
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
「
三
一

問
答
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
「
三
一
問
答
」
の
前
に
『
往
生
要
集
』
を
引
い
て
く
る
の
で
す
。
一
体
ど

う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

三
経
一
異
の
問
答

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
少
し
お
話
し
て
き
た
よ
う
に
、

親
鸞
聖
人
は
『
大
経
』
を
特
に
大
切
に
し
ま
す
。

し
か
し
『
観
経
』
は
『
大
経
』
の
本
願
の
世
界
に
導
く
た
め
に
ど
う
し
て
も
な

く
て
は
な
ら
な
い
経
典
で
す
。

そ
し
て『
阿
弥
陀
経
』は
、私
た
ち
に
信
心
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
し
て

も
、
皆
さ
ん
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
仏
教
に
真
面
目
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

一
生
懸
命
自
力
を
尽
く
し
て
、念
仏
を
し
て
、勤
行
を
し
て
、こ
う
や
っ
て
聞
法

に
出
か
け
て
来
る
。
死
ぬ
ま
で
、
他
力
の
信
心
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
自
力

を
生
き
る
と
い
う
こ
と
ま
で
変
わ
ら
な
い
。
最
後
ま
で
や
っ
ぱ
り
自
力
で
頑
張

る
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら『
阿
弥
陀
経
』に
は「
一
心
不
乱
に
念
仏
し
な

さ
い
」
と
出
て
来
る
。

と
こ
ろ
が
救
い
は
他
力
の
救
い
な
の
だ
か
ら
、「
自
力
は
だ
め
じ
ゃ
な
い
か
」

と『
観
経
』で
は
そ
う
書
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
今
申
し
ま
す
よ
う
に
、死
ぬ

ま
で
自
力
が
抜
け
な
い
ん
だ
か
ら
ね
、
仏
教
に
触
れ
た
の
な
ら
、
触
れ
た
仏
教

を
ほ
め
て
、そ
し
て
自
力
を
尽
く
し
て
、最
後
ま
で
一
生
懸
命
生
き
な
さ
い
、そ

の
ま
ん
ま
が
実
は
仏
様
の
本
願
の
中
に
あ
る
ん
で
す
よ
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
『
阿
弥
陀
経
』
で
す
。

で
す
か
ら
浄
土
の
三
部
経
を
お
釈
迦
様
が
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
ひ
と

え
に
私
た
ち
の
よ
う
な
自
力
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
者
、
自
力
に
よ
っ
て
死
ぬ
ま

で
生
活
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
者
を
救
う
の
が
本
願
の
仏
教
だ
と

い
う
の
で
、『
大
経
』
を
中
心
に
し
て
、『
観
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』、
そ
の
三
つ

の
経
典
を
大
切
に
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
三
つ
の
経
典
が
、
ど
ん
な
関
係
に

な
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
表
す
と
こ
ろ
が
、『
教
行
信
証
』
で
言
え

ば「
三
経
一
異
の
問
答
」と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
と
一
緒
に
拝

読
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
や
が
て
そ
こ
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
は
「
三
一
問
答
」
と
「
三
経
一
異
の
問
答
」、
こ
の
二
つ
の
問
答

が
核
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
一
問
答

「
三
一
問
答
」
の
方
は
、
私
た
ち
の
信
心
は
本
願
の
信
心
で
す
。
衆
生
の
信
心

と
如
来
の
本
願
と
は
本
来
違
う
も
の
で
す
。
だ
け
ど
も
信
心
は
本
願
な
の
だ
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
本
願
の
中
で
も
十
八
願
、
こ
れ
が

一
番
大
切
で
す
。
そ
の
十
八
願
の
悟
り
の
世
界
を
知
る
た
め
に
は
善
知
識
に
遇
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う
こ
と
、
先
生
に
お
遇
い
す
る
こ
と
、
先
生
に
念
仏
の
教
え
を
教
え
て
い
た
だ

く
こ
と
、
こ
れ
が
十
七
願
で
す
。
十
七
願・十
八
願
、
そ
し
て
浄
土
の
悟
り
、
涅

槃
の
悟
り
を
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
十
一
願
で
す
。
で
す
か
ら
四
十
八
願
の
中
に

ち
ゃ
ん
と
凡
夫
が
救
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
弥
陀
の
大
悲
が
込
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
今
日
こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
と
読
ん
で
い
く
と
分
か
り
ま
す
。
阿
弥
陀

さ
ん
と
言
う
の
は
、
こ
の
世
に
戸
籍
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、『
大
経
』
の

中
で
今
言
っ
た
よ
う
に
ち
ゃ
ん
と
四
十
八
の
本
願
を
説
い
て
い
る
。
な
ん
で
説

い
た
か
と
言
っ
た
ら
、
た
っ
た
一
つ
、「
凡
夫
を
救
う
為
」
で
す
。

で
す
か
ら
「
三
一
問
答
」
の
方
は
「
弥
陀
の
大
悲
」
を
推
求
し
て
い
る
問
答
で

す
。そ

れ
に
対
し
て「
三
経
一
異
の
問
答
」は
、な
ぜ
お
釈
迦
様
が『
大
経
』と『
観

経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
を
準
備
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
た
っ
た
ひ
と

つ
、
凡
夫
を
救
う
為
で
す
。

で
す
か
ら
「
三
経
一
異
の
問
答
」
の
方
は
「
釈
尊
の
大
悲
」
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

二
尊
の
大
悲

「
弥
陀
の
大
悲
」と「
釈
尊
の
大
悲
」、こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
仏
教
に
触
れ
た
核

心
に
な
り
ま
す
。

そ
の
二
つ
を
ひ
と
つ
に
し
て

「
如
来
大
悲
の
恩
徳
は　

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し
」

こ
れ
が
弥
陀
の
大
悲
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら

「
師
主
知
識
の
恩
徳
も　

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し
」

こ
れ
は
お
釈
迦
様
を
始
め
と
す
る
七
祖
の
方
々
の
恩
徳
で
す
ね
。

自
分
の
い
の
ち
を
捨
て
て
も
感
謝
す
べ
き
も
の
は
、「
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
」

と
、
こ
の
世
に
直
接
出
て
き
て
阿
弥
陀
の
本
願
を
説
き
、
私
た
ち
を
救
お
う
と

し
て
八
十
年
の
生
涯
を
捨
て
て
く
だ
さ
っ
た
「
お
釈
迦
様
の
大
悲
」、
こ
の
ふ
た

つ
が
親
鸞
聖
人
の
最
後
の
絶
唱
に
な
り
ま
す
。

な
か
な
か
難
し
い
和
讃
で
、「
身
を
粉
に
し
て
も
」
と
か
「
ほ
ね
を
く
だ
き
て

も
」
と
い
う
の
が
、
な
か
な
か
私
の
身
に
ピ
ン
と
来
な
く
て
、
難
し
い
な
あ
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
で
す
け
ど
も
、
私
の
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
時
の

ご
様
子
を
み
て
お
り
ま
し
て
、「
あ
あ
、
あ
の
恩
徳
讃
と
い
う
和
讃
は
、
自
分
の

肉
体
の
い
の
ち
よ
り
も
、
も
っ
と
大
切
な
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
の
ち
に
目
覚

め
た
人
の
詩
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
り
ま
し
た
。

う
た

先
生
は
危
篤
に
な
っ
て
も
念
仏
の
大
切
さ
を
ず
っ
と
話
し
て
お
ら
れ
ま
し

た
。「先

生
、
も
う
分
か
り
ま
し
た
。
ど
う
か
少
し
休
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
申
し
上

げ
て
も
、
か
す
れ
た
声
で
す
け
ど
ね
、「
い
や
、
大
事
な
の
は
念
仏
や
」
と
。
そ

し
て「
こ
れ
か
ら
残
っ
た
人
た
ち
に
、若
い
人
た
ち
に
念
仏
を
伝
え
て
ほ
し
い
ん

だ
」
と
言
っ
て
、
一
生
懸
命
お
話
さ
れ
る
か
ら
、「
も
う
分
か
り
ま
し
た
、
先
生
、

い
の
ち
を
縮
め
ま
す
か
ら
」
と
何
遍
も
申
し
上
げ
る
の
で
す
け
ど
、「
私
の
い
の

ち
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
の
ち
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な

い
」
と
最
後
ま
で
そ
う
言
っ
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
を
私
は
見
た
の
で
す
。

そ
う
思
う
と
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
の
全
体
が
そ
う
な
っ
て
い
る
。

そ
の
一
番
大
切
な
「
三
一
問
答
」
と
「
三
経
一
異
の
問
答
」
の
前
に
、
ど
ち
ら

も
源
信
僧
都
の
文
章
が
あ
る
の
で
す
。
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
ね
。
こ
れ

は
私
が『
教
行
信
証
』を
読
み
始
め
て
か
ら
ず
っ
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
す
け
ど

も
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
く
て
ね
。
分
か
ら
な
く
て
と
い
う
よ
り
も
、
ぼ
ん
や

り
と
分
か
っ
て
い
る
く
ら
い
で
は
話
に
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う

確
信
が
な
い
と
ね
。
今
回
は
っ
き
り
分
か
り
ま
し
た
。
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三
三
の
法
門
ー
親
鸞
聖
人
の
学
問

親
鸞
聖
人
の
学
問
は
、
ま
と
め
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、（
皆
さ
ん
す
ぐ
分
か
る

と
思
い
ま
す
が
）、

『
大
経
』
は
第
十
八
願
、
本
願
を
生
き
る
衆
生
は
正
定
聚
の
機
。
そ
の
往
生
は

難
思
議
往
生
。

『
観
経
』
は
第
十
九
願
、
機
は
邪
定
聚
の
機
。
往
生
は
双
樹
林
下
往
生
。

『
阿
弥
陀
経
』
は
第
二
十
願
。
正
定
聚
に
対
し
て
不
定
聚
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
往
生
は
難
思
議
往
生
の
「
議
」
を
一
つ
取
っ
て
難
思
往
生
。

こ
れ
を
一
つ
に
ま
と
め
る
と
「
三
三
の
法
門
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

十
八
、
十
九
、
二
十
の
本
願
。

『
大
経
』、『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』。

正
定
聚
、
邪
定
聚
、
不
定
聚
。

往
生
は
難
思
議
往
生
、
難
思
往
生
、
双
樹
林
下
往
生
。

全
部
三
つ
で
す
ね
。

親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
に
表
わ
れ
て
い
る
学
問
を
き
ち
っ
と
ま
と
め
る

と
、
昔
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
三
三
の
法
門
、

こ
れ
が『
教
行
信
証
』に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
親
鸞
聖
人
独
特
の
学
問
な
の
で

す
。こ

れ
は
な
か
な
か
難
し
い
か
な
、
最
初
か
ら
ち
ょ
っ
と
難
し
い
こ
と
に
な
っ

ち
ゃ
っ
て
ご
め
ん
ね
。
で
も
こ
れ
は
何
遍
も
何
遍
も
同
じ
こ
と
言
わ
な
い
と
し

か
た
が
な
い
の
よ
。
僕
も
含
め
て
皆
さ
ん
ち
ょ
っ
と
ボ
ケ
気
味
や
ろ
（
笑
）。
そ

う
な
る
と
、
同
じ
こ
と
を
何
遍
も
繰
り
返
す
。
そ
う
す
る
と
段
々
身
に
し
み
込

ん
で
く
る
か
ら
ね
。

親
鸞
が
源
信
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と

皆
さ
ん
も
少
し
勉
強
し
た
人
な
ら
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
七
祖
は
龍
樹
か

ら
善
導
大
師
ま
で
、
そ
し
て
日
本
は
源
信
、
源
空
で
す
ね
。
善
導
大
師
ま
で
は

聖
道
門
に
対
し
て
浄
土
教
は
修
行
で
は
な
く
て
称
名
念
仏
、（
こ
れ
は
教
の
巻
で

ま
た
お
話
し
ま
す
け
ど
）、
称
名
念
仏
、
善
導
大
師
ま
で
は
「
行
」、
念
仏
と
い
う

こ
と
一
つ
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
分
か
り
ま
す
ね
。
法
然
上
人

は
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
か
ら
、『
選
択
集
』
は
「
た
だ
念
仏
し
な
さ
い
」「
念
仏
ひ

と
つ
で
い
い
ん
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
ね
、
源
信
と
い
う
方
は
、
念
仏
は
大
事
だ
と
い
う
こ
と
は
そ
の
通

り
だ
と
。
と
こ
ろ
が
念
仏
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
心
が
け
が
違

う
や
ろ
う
と
い
う
わ
け
や
。
本
当
に
本
願
に
目
覚
め
て
本
願
の
念
仏
と
い
う
も

の
を
称
え
て
い
る
人
と
、そ
れ
か
ら
、本
願
は
よ
う
分
か
ら
ん
け
ど
、と
に
か
く

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
の
が
大
事
や
ろ
う
と
思
っ
て
称
え
る
人
と
、
念
仏
が

大
事
か
ど
う
か
分
か
ら
ん
、
そ
れ
よ
り
も
や
っ
ぱ
り
娑
婆
で
働
く
方
が
い
い
と

思
う
と
っ
て
も
念
仏
す
る
わ
け
で
す
か
ら
。

今
日
、
皆
さ
ん
こ
こ
で
み
ん
な
念
仏
し
ま
し
た
よ
。
だ
け
ど
、
顔
を
見
と
る

だ
け
で
は
よ
う
わ
か
ら
ん
。「
行
は
念
仏
、
そ
れ
は
い
い
、
だ
け
ど
、
称
え
て
い

る
人
が
ど
う
な
っ
と
る
ん
や
」
と
い
う
こ
と
を
き
ち
っ
と
言
っ
た
人
は
源
信
が

初
め
て
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
道
綽
、
善
導
と
い
う
方
た
ち

は
、念
仏
が
大
事
だ
、聖
道
門
に
対
し
て
念
仏
ひ
と
つ
だ
、と
言
っ
た
。
そ
れ
を

法
然
が
引
き
継
い
だ
か
ら
、
念
仏
ひ
と
つ
だ
と
。
だ
か
ら
法
然
も
そ
こ
（
信
心
）

は
言
わ
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
言
う
と
法
然
門
下
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
か
ら
。

今
日
、
皆
さ
ん
お
入
り
に
な
っ
た
時
に
、
お
名
前
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
で

し
ょ
う
。
あ
の
時
に「
あ
な
た
ど
こ
ま
で
分
か
っ
て
い
る
の
か
？
」と
聞
か
れ
た

ら
、た
ぶ
ん
半
分
ぐ
ら
い
は
帰
り
ま
す
よ
。（
笑
）だ
か
ら
お
寺
に
来
た
と
き
は
、

そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
ら
あ
か
ん
の
で
す
。
と
に
か
く
「
お
念
仏
し
ま
し
ょ
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う
」と
、こ
う
い
う
ふ
う
に
、み
ん
な
を
ま
と
め
て
い
っ
と
る
ん
で
ね
。
そ
れ
を

「
一
人
ず
つ
の
信
心
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
さ
い
」
な
ん
か
言
い
出
す
と
、
そ
れ
は

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
壊
れ
て
し
ま
う
。

法
然
と
い
う
人
は
そ
う
い
う
こ
と
を
全
部
分
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
機
の

信
心
は
問
わ
な
い
。
だ
っ
て
法
然
門
下
三
百
八
十
余
人
お
り
ま
す
け
ど
、
元
は

全
部
聖
道
門
な
ん
だ
か
ら
。
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
思
い
を
持
っ
て
念
仏
し
と
る

人
が
お
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
全
部
ま
と
め
て
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
い
い
ん

で
す
よ
。
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
、源
信
は「
念
仏
し
て
い
る
あ
な
た
は
自
身
は
ど

う
な
の
で
す
か
」と
い
う
ふ
う
に
、浅
深
、信
心
の
深
い
浅
い
を
は
っ
き
り
さ
せ

た
。
そ
れ
は
行
で
は
な
く
て
機
の
方
、
行
を
称
え
て
い
る
人
間
の
方
に
着
目
し

た
。親

鸞
は
そ
れ
を
受
け
継
い
で
、
十
八
願
を
称
え
て
い
る
人
間
は
正
定
聚
な
ん

や
、
十
九
願
、
こ
れ
は
聖
道
門
、
自
力
、
そ
れ
は
邪
定
聚
な
ん
や
、
二
十
願
、
こ

れ
は
不
定
聚
な
ん
や
、
と
。
ち
ゃ
ん
と
人
間
を
見
て
い
る
。
そ
の
人
間
洞
察
の

鋭
さ
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の『
教
行
信
証
』の
持
っ
て
い
る
大
き
さ
で
す
。
そ
こ

に
源
信
の
影
響
に
よ
っ
て
、
善
導
大
師
ま
で
は
な
か
っ
た
、
念
仏
を
称
え
て
い

る
人
間
に
ま
で
き
ち
っ
と
立
ち
入
っ
て
い
く
。
お
釈
迦
様
が
説
い
て
い
る
『
大

経
』
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
正
定
聚
、
邪
定
聚
、
不
定
聚
と
説
か
れ
て
い
る
、
そ
の
意

味
が
わ
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
親
鸞
は
源
信
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
の
だ
。

親
鸞
聖
人
の「
三
三
の
法
門
」と
い
う
学
問
の
基
礎
は
源
信
に
あ
る
と
、私
は

言
っ
て
る
ん
で
す
。

「
学
問
」
と
し
て
完
成
し
て
い
る
『
教
行
信
証
』

今
回
、
私
は
源
信
で
悩
み
ま
し
た
け
ど
、
よ
う
勉
強
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。「
そ

う
だ
」
と
思
っ
て
嬉
し
か
っ
た
で
す
よ
。「
こ
れ
で
死
ん
で
も
い
い
か
な
」
と
思

う
ぐ
ら
い
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
ま
あ
、
機
に
着
目
し
て
ね
、
人
間
の
方
に
着

目
し
て
ね
。

法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
は
、「
念
仏
し
な
さ
い
」
で
す
、
ど
ん
な
人
で
も
い

い
か
ら
念
仏
し
な
さ
い
と
勧
め
ら
れ
た
。
皆
さ
ん
知
っ
て
い
る
よ
う
に
白
拍
子

と
い
う
よ
う
な
方
で
も
ね「
い
や
い
や
、あ
な
た
が
辛
か
っ
た
ら
、止
め
ら
れ
る

も
の
な
ら
お
仕
事
を
止
め
な
さ
い
」、だ
け
ど「
止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
な
ら
、

そ
の
ま
ま
で
い
い
か
ら
念
仏
し
な
さ
い
」
と
言
っ
て
法
然
上
人
は
優
し
か
っ
た
。

ど
ん
な
人
に
も
ね
。
人
を
殺
し
た
よ
う
な
人
で
も
受
け
入
れ
て
、「
あ
な
た
の
罪

を
よ
く
わ
か
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
念
仏
す
る
者
に
な
り
な
さ
い
」
と

言
っ
て
、
念
仏
を
勧
め
た
ん
で
す
よ
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
、
今
日
こ
れ
か
ら
お
話
を
し
て
い
き
ま
す
け
れ
ど

も
、
自
分
の
奥
の
奥
ま
で
き
ち
ん
と
仏
様
の
智
慧
に
照
ら
さ
れ
て
、
そ
し
て
最

後
の
最
後
の
と
こ
ろ
は
、
分
別
を
超
え
た
命
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
て
、「
命
の

願
い
で
あ
る
本
願
に
生
き
る
者
に
ま
で
な
ら
な
い
と
本
当
の
救
い
に
は
な
り
ま

せ
ん
よ
」と
い
う
こ
と
を『
教
行
信
証
』の
中
で
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
い
く
わ
け

で
す
。

そ
ん
な
ふ
う
に
親
鸞
聖
人
は
七
祖
の
方
々
の
学
問
を
受
け
止
め
て
、
最
終
的

に
は
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
全
体
を
「
学
問
」
と
し
て
完
成
さ
せ

る
ん
で
す
ね
。

皆
さ
ん
は
「
学
問
」
と
言
う
と
、「
い
や
、
そ
れ
は
私
に
関
係
な
い
」
と
思
わ

れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
学
問
は
大
事
な
ん
で
す
。
自
分
の
こ
と

を
申
し
あ
げ
て
恐
縮
で
す
け
ど
も
、
私
は
松
原
祐
善
と
い
う
先
生
に
よ
っ
て
人

生
が
決
定
し
ま
し
た
。
だ
け
ど
学
問
を
教
え
て
下
さ
っ
た
の
は
寺
川
俊
昭
と
い

う
先
生
で
し
た
。
面
白
い
こ
と
に
、
親
鸞
聖
人
の
源
信
僧
都
の
と
こ
ろ
を
見
て

い
る
と
学
問
的
な
和
讃
が
ず
っ
と
出
て
来
る
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
法
然
上
人
に

な
る
と
学
問
的
な
和
讃
は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
「
あ
の
人
は
偉

い
よ
」
と
言
っ
て
ま
す
よ
。「
あ
の
人
は
偉
い
人
や
」
と
。
そ
う
言
う
の
が
一
番
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書
き
に
く
い
。
だ
か
ら
法
然
上
人
に
よ
っ
て
人
生
が
決
定
し
た
の
で
し
ょ
う

ね
。
け
れ
ど
も
今
言
っ
た
よ
う
に
、「
三
三
の
法
門
」
と
い
う
ふ
う
に
学
問
と
し

て
、そ
れ
を
明
確
に
し
て
い
く
時
に
は「
私
は
源
信
僧
都
に
大
き
な
影
響
を
受
け

た
の
で
す
」
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

四
巻
目
が
最
後
に
な
り
ま
す
の
で
、
で
き
た
ら
是
非
読
ん
で
み
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

「
大
無
量
寿
経
」
ー
教
の
巻
の
標
挙

今
日
か
ら
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
「
教
の
巻
」
を
拝
読
し
て
い
き
ま
す
。

総
序
が
終
わ
り
ま
す
と
、
総
序
の
次
に
「
大
無
量
寿
経　

真
実
の
教　

浄
土

真
宗
」、
標
挙
と
言
う
の
で
す
け
ど
、
見
出
し
で
す
ね
、
こ
れ
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
後
に
「
顕
真
実
教
」「
顕
真
実
行
」
教
・
行
・
信
・
証
・
真
仏

土
・
化
身
土
と
『
教
行
信
証
』
全
体
の
目
次
が
並
べ
ら
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
の
各
巻
に
、

行
の
巻
は
第
十
七
願
が
見
出
し
に
あ
が
り
ま
す
。
諸
仏
称
名
の
願
、
こ
れ
が

行
の
巻
の
見
出
し
で
す
。
標
挙
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら

信
の
巻
は
第
十
八
願
・
至
心
信
楽
の
願
、
こ
れ
が
標
挙
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら

証
の
巻
は
第
十
一
必
至
滅
度
の
願
、
こ
れ
が
標
挙
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

真
仏
土
の
巻
は
、
第
十
二
・
十
三
、
無
量
寿
・
無
量
光
の
願
の
二
つ
が
標
挙
に

な
り
ま
す
。

化
身
土
の
巻
は
第
十
九
・
二
十
の
二
つ
、
自
力
を
表
す
十
九
願
と
二
十
願
と

が
標
挙
に
な
り
ま
す
ね
。

教
の
巻
だ
け
は
願
文
の
標
挙
は
あ
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら

言
う
と
、
一
番
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
無
量
寿
経
」、
そ
の
下
に
「
真
実
の

教
」
と
「
浄
土
真
宗
」
と
、
二
つ
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
真
実
の

教
」
と
い
う
教
の
巻
は
、
標
挙
か
ら
言
う
と
「
大
無
量
寿
経
」、「
真
実
の
教
」
で

す
か
ら
、
教
の
巻
の
標
挙
は
願
文
は
あ
が
っ
て
な
い
け
れ
ど
も
、「
大
無
量
寿

経
」、
こ
れ
が
標
挙
だ
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
あ
と
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
中
に
教
・
行
・
信
・
証
・
真
仏
土
・
化
身
土

と
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
大
無
量
寿
経
」
と
い
う
の
は
、

直
接
的
に
言
え
ば
「
教
の
巻
」
の
標
挙
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
「
大
無
量
寿
経
」

と
言
う
の
は
全
部
に
か
か
っ
て
い
る
、「
浄
土
真
宗
」
全
部
に
か
か
っ
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
う
と
、
全
体
の
標
挙
に
も
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
た
め
に「
大
無
量
寿
経
」と
掲
げ
て「
真
実
の

教
」と
い
う
の
と「
浄
土
真
宗
」と
い
う
の
と
二
つ
の
小
さ
な
表
記
が
あ
る
わ
け

で
す
ね
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
す
る
と
、
教
の
巻
は
本
願
は
上
が
っ
て
い
な
い
。
け
れ

ど
も
、「
大
無
量
寿
経
」、
こ
れ
が
、
当
然
の
こ
と
で
す
け
ど
も
、
教
の
巻
の
標
挙

と
考
え
て
い
い
。
そ
れ
は
私
が
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。

教
の
巻
の
内
容

教
の
巻
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、
短
い
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
と

一
緒
に
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

『
大
経
』
し
か
引
か
れ
て
な
い
。
い
い
で
す
か
、
読
ん
で
み
ま
す
よ
。

「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二

つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。

　

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

　

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

興
し
て
、道
教
を
光
闡
し
て
、群
萌
を
拯
い
、恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん

と
欲
し
て
な
り
。
こ
こ
を
も
っ
て
、
如
来
の
本
願
を
説
き
て
、
経
の
宗
致
と
す
。

す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
と
す
る
な
り
。」

は
い
、
こ
こ
ま
で
は
、
親
鸞
聖
人
が
『
大
経
』
の
大
切
な
と
こ
ろ
を
、
ご
自
分

が
筆
を
と
っ
て
お
書
き
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
こ
の
後
は
、
親
鸞
聖

人
が
お
書
き
に
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て『
大
無
量
寿
経
』そ
の
も

の
を
引
い
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
よ
う

に
、お
釈
迦
様
と
阿
難
と
が
出
遇
っ
た
、そ
の
出
世
本
懐
が
説
か
れ
て
い
る『
大

経
』
の
文
章
が
引
用
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

出
世
本
懐
ー
釈
尊
と
阿
難
と
の
出
遇
い

何
を
も
っ
て
か
、
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
、

『
大
無
量
寿
経
』
に
言
わ
く
、
今
日
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
、

光
顔
魏
魏
と
ま
し
ま
す
こ
と
、
明
ら
か
な
る
鏡
、
浄
き
影
表
裏
に
暢
る
が
ご
と

し
。
威
容
顕
曜
に
し
て
、
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な
り
。
未
だ
か
つ
て
瞻

覩
せ
ず
、
殊
妙
な
る
こ
と
今
の
ご
と
く
ま
し
ま
す
を
ば
。
や
や
し
か
な
り
、
大

聖
、我
が
心
に
念
言
す
ら
く
、「
今
日
、世
尊
、奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え
り
。
今

日
、
世
雄
、
仏
の
所
住
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
、
世
眼
、
導
師
の
行
に
住
し
た

ま
え
り
。
今
日
、
世
英
、
最
勝
の
道
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
、
天
尊
、
如
来
の

徳
を
行
じ
た
ま
え
り
。
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
あ
い
念
じ
た
ま
え
り
。
今
の

仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
、
な
き
こ
と
を
得
ん
や
。
何
が
ゆ
え
ぞ
威
神
の

光
、
光
い
ま
し
爾
る
」
と
。
こ
こ
に
世
尊
、
阿
難
に
告
げ
て
曰
わ
く
、「
諸
天
の

汝
を
教
え
て
来
し
て
仏
に
問
わ
し
む
る
か
、
自
ら
慧
見
を
も
っ
て
威
顔
を
問
え

る
か
」
と
。
阿
難
、
仏
に
白
さ
く
、「
諸
天
の
来
り
て
我
を
教
う
る
者
、
あ
る
こ

と
な
け
ん
。
自
ら
所
見
を
も
っ
て
、
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
な
ら
く
の
み
」

と
。
仏
の
言
わ
く
、「
善
い
か
な
阿
難
、問
え
る
と
こ
ろ
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
、

真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
、
衆
生
を
愍
念
せ
ん
と
し
て
、
こ
の
慧
義
を
問
え
り
。

如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以

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

し
て
な
り
。
無
量
億
劫
に
値
い
が
た
く
、
見
た
て
ま
つ
り
が
た
き
こ
と
、
霊
瑞

華
の
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
。
今
問
え
る
と
こ
ろ
は
饒
益
す

る
と
こ
ろ
多
し
。
一
切
の
諸
天・人
民
を
開
化
す
。
阿
難
、
当
に
知
る
べ
し
、
如

来
の
正
覚
は
そ
の
智
量
り
が
た
く
し
て
、
導
御
し
た
ま
う
と
こ
ろ
多
し
。
慧
見

無
碍
に
し
て
、
よ
く
遏
絶
す
る
こ
と
な
し
」
と
。
已
上

こ
こ
ま
で
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
お
釈
迦
様
と
阿
難
と
の
出
遇
い
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
と
同
じ
と
こ
ろ
を
そ
の
あ
と
、『
無
量
寿
如
来
会
』、『
平
等
覚
経
』、
こ

れ
は
異
訳
の
経
典
で
す
ね
。
そ
の
二
つ
が
引
用
さ
れ
ま
す
。
そ
の
あ
と
に
、
こ

れ
は
朝
鮮
の
憬
興
と
い
う
方
の『
大
経
』の
注
釈
の
と
こ
ろ
が
、丁
度
こ
の
阿
難

と
釈
尊
と
の
出
遇
い
の
と
こ
ろ
が
引
用
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
を
読
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。

『
無
量
寿
如
来
会
』、『
平
等
覚
経
』『
述
文
讃
』
か
ら
の
引
文

『
無
量
寿
如
来
会
』
に
言
わ
く
、
阿
難
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
、「
世
尊
、
我
如

来
の
光
瑞
希
有
な
る
を
見
た
て
ま
つ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
念
を
発
せ
り
。
天
等

に
因
る
に
あ
ら
ず
」
と
。
仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、「
善
い
か
な
、
善
い
か

な
。
汝
、
今
快
く
問
え
り
。
よ
く
微
妙
の
弁
才
を
観
察
し
て
、
よ
く
如
来
に
如

是
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
れ
り
。
汝
、
一
切
如
来
・
応
・
正
等
覚
お
よ
び
大
悲
に

安
住
し
て
、
群
生
を
利
益
せ
ん
が
た
め
に
、
優
曇
華
の
希
有
な
る
が
ご
と
く
し

て
、
大
士
世
間
に
出
現
し
た
ま
え
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
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つ
る
。
ま
た
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
哀
愍
し
利
楽
せ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
に
、
よ

く
如
来
に
如
是
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
れ
り
」
と
。
已
上

　

『
平
等
覚
経
』
に
言
わ
く
、
仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、「
世
間
に
優
曇
鉢
樹

あ
り
、た
だ
実
あ
り
て
華
あ
る
こ
と
な
し
、天
下
に
仏
ま
し
ま
す
、い
ま
し
華
の

出
ず
る
が
ご
と
し
な
ら
く
の
み
。
世
間
に
仏
ま
し
ま
せ
ど
も
、
は
な
は
だ
値
う

こ
と
を
得
る
こ
と
難
し
。
今
、
我
仏
に
作
り
て
天
下
に
出
で
た
り
。
も
し
大
徳

あ
り
て
、聡
明
善
心
に
し
て
仏
意
を
知
る
に
よ
っ
て
、も
し
わ
す
れ
ず
は
、仏
辺

に
あ
り
て
仏
に
侍
え
た
て
ま
つ
る
な
り
。
も
し
今
問
え
る
と
こ
ろ
、
普
く
聴
き
、

諦
ら
か
に
聴
け
」
と
。
已
上

（
述
文
讃
）
憬
興
師
の
云
わ
く
、「
今
日
世
尊
住
奇
特
法
」
と
い
う
は
、
神
通
輪

に
依
っ
て
現
じ
た
ま
う
と
こ
ろ
の
相
な
り
、
た
だ
常
に
異
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、

ま
た
等
し
き
者
な
き
が
ゆ
え
に
。「
今
日
世
雄
住
仏
所
住
」
と
い
う
は
、
普
等
三

昧
に
住
し
て
、
よ
く
衆
魔
・
雄
健
天
を
制
す
る
が
ゆ
え
に
。「
今
日
世
眼
住
導
師

行
」と
い
う
は
、五
眼
を
導
師
の
行
と
名
づ
く
、衆
生
を
引
導
す
る
に
過
上
な
き

が
ゆ
え
に
。「
今
日
世
英
住
最
勝
道
」と
い
う
は
、仏
、四
智
に
住
し
た
ま
う
、独

り
秀
で
た
ま
え
る
こ
と
、
匹
し
き
こ
と
な
き
が
ゆ
え
に
。「
今
日
天
尊
行
如
来

徳
」と
い
う
は
、す
な
わ
ち
第
一
義
天
な
り
、仏
性
不
空
の
義
を
も
っ
て
の
ゆ
え

に
。「
阿
難
当
知
如
来
正
覚
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
奇
特
の
法
な
り
。「
慧
見
無

碍
」
と
い
う
は
、
最
勝
の
道
を
述
す
る
な
り
。「
無
能
遏
絶
」
と
い
う
は
、
す
な

わ
ち
如
来
の
徳
な
り
。
已
上

そ
の
後
、
親
鸞
聖
人
が
こ
れ
を
ま
と
め
て
、
最
後
に
ご
自
釈
を
お
書
き
に

な
っ
て
ま
す
。
そ
こ
も
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、
こ
れ
顕
真
実
教
の
明
証
な
り
。
誠
に
こ
れ
、
如
来
興

世
の
正
説
、
奇
特
最
勝
の
妙
典
、
一
乗
究
竟
の
極
説
、
速
疾
円
融
の
金
言
、
十
方

称
讃
の
誠
言
、
時
機
純
熟
の
真
教
な
り
。
知
る
べ
し
、
と
。

は
い
、
こ
こ
ま
で
で
す
。
今
の
が
「
教
の
巻
」
の
全
体
で
す
。

読
ん
で
分
か
る
よ
う
に
短
い
で
し
ょ
う
。

「
教
の
巻
」
の
全
体
の
構
成

ま
ず
、
こ
の
「
教
の
巻
」
の
一
番
最
初
に
、「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
も
の
が
二

種
の
回
向
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
二
種
回
向
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
、
こ

れ
を
「
真
宗
の
大
綱
」
と
い
い
ま
す
。

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

な
り
」、
真
実
教
の
宣
言
。

そ
の
次
に
『
大
経
』
と
は
ど
う
い
う
経
典
で
あ
る
か
と
い
う
大
意
、
教
の
大

意
、
こ
れ
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
こ
れ
ま
で
親
鸞
聖
人
が
こ
こ
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、『
大
経
』
の

お
釈
迦
様
と
阿
難
と
の
出
遇
い
を
よ
く
読
め
ば
分
か
る
で
し
ょ
う
と
い
う
の

で
、『
大
経
』
の
引
文
、
釈
尊
と
阿
難
と
の
出
遇
い
、
そ
れ
が
説
か
れ
ま
す
。

そ
の
後
に
、
今
度
は
、『
大
経
』
の
異
訳
の
経
典
、（『
大
阿
弥
陀
経
』、
そ
れ
か

ら
『
平
等
覚
経
』、
そ
れ
か
ら
『
無
量
寿
如
来
会
』、
そ
れ
か
ら
『
荘
厳
経
』
と
い

う
五
つ
の
異
訳
の
経
典
が
、『
大
経
』
を
含
め
て
五
つ
残
っ
て
い
ま
す
）

そ
の
中
の
『
無
量
寿
如
来
会
』
と
『
平
等
覚
経
』

『
如
来
会
』
で
は
お
釈
迦
様
と
阿
難
と
の
出
遇
い
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
説
か
れ

て
ま
す
よ
と
、
同
じ
と
こ
ろ
を
引
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
『
平
等
覚
経
』
が
引
か
れ
ま
す
。

そ
の
後
に
、憬
興
と
い
う
朝
鮮
の
仏
教
者
で
す
け
ど
も
、こ
の
憬
興
師
は『
大

経
』
の
注
釈
書
を
書
い
た
方
で
す
。『
大
経
』
の
注
釈
書
は
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん

な
い
の
で
す
。
古
く
は
慧
遠
の
『
大
乗
義
章
』
と
い
う
注
釈
書
が
あ
り
ま
す
が
、8



新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
憬
興
師
の
『
述
文
讃
』
と
言
う
の
が
『
大
経
』
の
注

釈
書
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、そ
の『
大
経
』の
注
釈
書
に
お
釈
迦
様
と
阿
難
と

の
出
遇
い
の
五
徳
瑞
現
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
、
こ
れ
か

ら
お
話
し
ま
す
。

そ
の
五
徳
瑞
現
、
阿
難
が
「
今
日
の
お
釈
迦
様
は
光
顔
巍
巍
と
輝
い
て
ま
す
」

と
言
う
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
お
釈
迦
様
の
姿
は
今
日
は
こ
の
五
つ
の
姿
を
し
て

い
ま
す
と
、
五
つ
褒
め
る
。
そ
れ
を
五
徳
瑞
現
と
言
う
。
そ
の
五
徳
瑞
現
に
つ

い
て
の
注
釈
だ
け
を
抜
き
出
し
て
、
こ
こ
に
出
ま
す
。
で
す
か
ら
、
基
本
的
に

「
教
の
巻
」
は
『
教
行
信
証
』
の
経
・
論
・
釈
と
い
う
よ
う
な
引
用
の
仕
方
で
は

な
く
て
、『
大
経
』
の
お
釈
迦
様
と
阿
難
と
の
出
遇
い
、
こ
れ
一
つ
だ
と
思
っ
て

く
だ
さ
い
。

そ
れ
を
助
け
る
た
め
に
『
如
来
会
』
と
『
平
等
覚
経
』
が
あ
り
、
そ
れ
を
助
け

る
た
め
の
注
釈
書
と
し
て
憬
興
の
五
徳
瑞
現
の
注
釈
書
が
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
、
基
本
的
に
は
『
大
経
』
の
お
釈
迦
様
と
阿
難
と
の
出
遇
い
、
こ
れ
が
中
心
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
後
、
最
後
に
親
鸞
聖
人
が
ご
自
釈
を
書
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ま

た
そ
の
時
に
お
話
し
ま
す
が
、「
如
来
興
世
の
正
説
、
奇
特
最
勝
の
妙
典
、
一
乗

究
竟
の
極
説
、
速
疾
円
融
の
金
言
、
十
方
称
讃
の
誠
言
、
時
機
純
熟
の
真
教
な

り
」
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
出
て
来
る
。

こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
「
如
来
興
世
の
正
説
」、『
大
経
』
で
阿
難
が
褒
め
た
よ
う

に
、自
分
も
五
つ
あ
げ
て
、阿
難
と
同
じ
よ
う
に
五
つ
あ
げ
て
ね
、お
釈
迦
様
の

『
大
経
』
を
褒
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
ご
自
釈
な
ん
で
す
け
ど

も
、
親
鸞
聖
人
が
阿
難
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
し
て
『
大
経
』
の
お
釈
迦
様
は
ど

ん
な
お
釈
迦
様
か
と
い
う
こ
と
を
命
が
け
で
褒
め
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
辺
が

親
鸞
聖
人
の
偉
い
と
こ
ろ
で
す
。

分
か
り
ま
す
ね
。
ご
自
分
の
了
解
を
ち
ゃ
ん
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
人
の
批

判
を
す
る
と
き
に
は
、
自
分
の
了
解
を
述
べ
た
う
え
で
、
こ
こ
が
違
う
と
思
い

ま
す
と
言
う
の
が
正
し
い
批
判
の
仕
方
で
す
。
そ
う
で
す
よ
ね
。
批
判
だ
け

し
っ
ぱ
な
し
の
人
ば
っ
か
り
。「
お
前
な
ん
や
」
と
言
っ
た
ら
「
う
う
ん・・」
み

た
い
な
、
そ
れ
は
批
判
に
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
辺
が
親
鸞
聖
人
は
偉
い
。
き
ち
っ
と
阿
難
が
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は

『
大
経
』
の
お
釈
迦
様
は
こ
の
五
つ
な
の
で
す
。
阿
難
尊
者
に
即
し
て
言
え
ば
、

「
私
は
こ
の
よ
う
に
尊
敬
し
て
い
ま
す
」
と
言
っ
て
、
最
後
を
締
め
く
く
る
わ
け

で
す
。
偉
い
で
し
ょ
う
、
大
切
な
と
こ
や
と
思
い
ま
す
ね
。

全
体
の
構
造
は
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
く
ど
い
よ
う

で
す
が
、「
教
の
巻
」
の
一
番
の
内
容
は
、「
釈
尊
と
阿
難
の
出
遇
い
」、
こ
れ
に

つ
き
ま
す
。
そ
し
て
『
平
等
覚
経
』、『
如
来
会
』
を
読
む
と
分
か
り
ま
す
が
、
き

ち
っ
と
お
釈
迦
様
の
出
世
本
懐
の
文
章
と
か
、
阿
難
の
感
動
と
か
、
そ
れ
を
最

も
正
確
に
と
言
う
か
、
も
っ
と
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
私
た
ち
の
正

依
の
『
無
量
寿
経
』
で
す
。『
如
来
会
』
と
か
『
平
等
覚
経
』
は
ち
ょ
っ
と
だ
け
。

で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
が
、
な
ぜ
、
私
た
ち
が
今
読
む
『
大
無
量
寿
経
』
を
正
依
の

経
典
に
し
た
か
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
こ
の
出
世
本
懐
と
い
う

こ
と
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
浄
土
教
、
本
願
の
仏
教
の
特
質
、
聖
道
門
と
は
違
う
特
質
が
よ
く
表

れ
て
い
る
。
そ
れ
を
正
確
に
き
ち
っ
と
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
る
の
は
、
私
た
ち

の
正
依
の『
大
無
量
寿
経
』と
い
う
経
典
だ
け
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
聖
人

は
、こ
の『
大
無
量
寿
経
』と
い
う
経
典
を
自
分
の
正
依
の
経
典
に
し
た
と
言
っ

て
も
い
い
く
ら
い
、
大
切
な
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
五
年
が
か
り
で
す
か
ら
、
今
日
で
し
ょ
う
、
次
で
し
ょ
う
、
三
回

く
ら
い
で
こ
の
教
の
巻
を
終
わ
れ
た
ら
い
い
な
あ
と
思
っ
て
ま
す
。
で
す
か

ら
、こ
の
教
の
巻
は
、皆
さ
ん
と
勉
強
し
て
い
く
時
に
、か
な
り
正
確
に
と
い
う

か
、
き
ち
っ
と
読
ん
で
い
け
る
と
こ
ろ
や
、
と
思
い
ま
す
の
で
、
思
い
出
し
た
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ら
、
コ
ロ
ナ
で
暇
で
す
か
ら
、
ぼ
ー
っ
と
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
大
事
な
ん

で
す
、
読
ん
で
る
と
、
ふ
っ
と
思
っ
て
言
葉
が
残
り
ま
す
。
そ
れ
が
大
事
な
ん

で
す
。
そ
れ
か
ら
経
典
の
言
葉
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
っ
て
も
大

事
な
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
少
し
ず
つ
今
日
か
ら
お
話
を
し
て
い
き

た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
今
日
は
そ
の
一
回
目
で
す
か
ら
ね
、
ち
ょ
っ

と
ま
あ
、少
し
横
道
に
そ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、少
し
休
憩
し
て
、続
け
て

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

《
二
席
》

そ
れ
で
は
続
け
て
お
話
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

前
置
き
が
少
し
長
く
な
り
す
ぎ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

『
教
行
信
証
』
制
作
の
理
由

「
教
の
巻
」
に
入
る
前
に
で
す
ね
、
そ
も
そ
も
『
教
行
信
証
』
と
い
う
書
物
は

な
ぜ
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま

り
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
を
大
変
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
ね
。
法
然
上
人
の
著

作
に『
選
択
本
願
念
仏
集
』が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
法
然
上
人
ご
自
身
は

『
選
択
集
』
の
中
で
「
浄
土
宗
」
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
ね
。
で
も

親
鸞
聖
人
は
、例
え
ば
、今
、私
が
書
い
て
い
る『
高
僧
和
讃
』を
見
ま
し
て
も
、

『
高
僧
和
讃
』
の
源
空
の
と
こ
ろ
で
す
け
ど
も
、
最
初
に
「
本
師
源
空
世
に
い
で

て　

弘
願
の
一
乗
ひ
ろ
め
つ
つ　

日
本
一
州
こ
と
ご
と
く　

浄
土
の
機
縁
あ
ら

わ
れ
ぬ
」と
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
次
に「
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り　

本
師
源
空
あ

ら
わ
れ
て　

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ
・・
」
と
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
法
然
は

浄
土
真
宗
を
開
い
た
ん
や
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
和
讃
に
宗
名
が
出
て
来
る

と
こ
ろ
は
全
部
「
真
宗
」
あ
る
い
は
「
浄
土
真
宗
」
な
の
で
す
。
し
か
も
親
鸞
聖

人
は
、
自
分
は
法
然
上
人
の
教
え
以
外
に
珍
し
い
法
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
『
教
行
信
証
』

を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
皆
さ
ん
ど
ん
な
ふ
う
に
思
わ
れ
ま
す

か
。こ

れ
ま
で
お
話
し
て
き
ま
し
た
中
に
、
そ
れ
に
触
れ
て
お
話
し
た
こ
と
あ
り

ま
し
た
か
ね
。
あ
り
ま
し
た
か
？　

『
教
行
信
証
』
は
学
者
の
た
め
に
か
か
れ
た

著
作
で
す
。
同
じ
こ
と
を
難
し
い
言
葉
で
言
っ
て
も
分
か
ら
な
い
か
ら
、
だ
か

ら
そ
れ
を
和
讃
に
し
て
庶
民
に
弘
め
た
か
っ
た
。
こ
れ
は
申
し
あ
げ
ま
し
た
。

し
か
し『
選
択
集
』と
い
う
書
物
が
あ
る
の
に
、し
か
も
浄
土
真
宗
を
開
い
た
の

は
法
然
上
人
や
と
尊
敬
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
親
鸞
聖
人
ご
自
身
も
、

自
分
は
法
然
上
人
の
念
仏
の
教
え
以
外
に
別
に
珍
し
い
法
を
弘
め
よ
う
と
し
た

わ
け
で
は
な
い
と
、
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
な
ら
『
教
行
信

証
』を
書
か
ん
で
も
い
い
や
な
い
か
と
。
と
こ
ろ
が『
選
択
集
』が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、『
教
行
信
証
』を
ど
う
し
て
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
、

そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
重
要
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
『
選
択
集
』
を
ま
ず
ち
ゃ
ん
と
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
し
（
笑
）、
そ

れ
か
ら『
教
行
信
証
』を
よ
ほ
ど
き
ち
ん
と
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
。
で
す
か
ら

な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』

が
何
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
で
す
。
そ
れ
を
分
か
り
や
す
い
よ

う
に
お
話
し
と
き
ま
す
。

『
観
経
』
ー
法
然
上
人
の
立
脚
地

法
然
上
人
は
、『
選
択
集
』の
中
で
大
切
な
経
典
は「
浄
土
三
部
経
と
一
論
」だ

と
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
と
『
大
経
』・『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』、
こ
れ
が
大
事

だ
と
き
ち
っ
と
書
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
の『
教
行
信
証
』は「
大

無
量
寿
経
」、
こ
れ
が
標
挙
で
す
か
ら
、
そ
う
す
る
と
そ
の
辺
か
ら
少
し
ね
、
も
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ち
ろ
ん
親
鸞
聖
人
は
『
観
経
』
に
つ
い
て
、『
阿
弥
陀
経
』
に
つ
い
て
、
こ
れ
は

化
身
土
の
巻
で
、自
力
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
だ
け
ど
も「
三

経
一
論
」と
言
っ
た
法
然
上
人
に
対
し
て『
教
行
信
証
』は『
大
無
量
寿
経
』、こ

う
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
法
然
上
人
と
い
う
人
は
偉
い
人
な
ん
で
す
よ
。
親
鸞
聖
人
が
、
ま

あ
多
分
い
ろ
い
ろ
議
論
を
し
て
ね
、
そ
し
て
真
意
を
法
然
上
人
に
お
聞
き
し
た

で
し
ょ
う
ね
。
法
然
上
人
は
、
そ
れ
に
全
部
答
え
て
い
る
。
だ
か
ら
法
然
と
い

う
人
は
偉
い
人
で
ね
、「
三
経
一
論
」
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
他
の
書
物
の
中

に
、「『
大
経
』
が
根
本
で
あ
る
、
や
っ
ぱ
り
『
大
経
』
が
大
切
な
の
だ
」
と
お
っ

し
ゃ
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
道
綽
と
善
導
大
師
は
、
例
え
ば
善
導
大
師
は
『
観
経
』
の
注
釈
書

を
書
い
た
。『
観
経
疏
』が
大
切
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
七
祖
だ
っ
た
ら
、龍
樹・天

親・曇
鸞
は
『
大
経
』
の
祖
師
た
ち
、
道
綽・善
導・源
信・源
空
は
こ
れ
は
『
観

経
』
の
祖
師
た
ち
と
い
う
よ
う
に
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
法
然
上
人
は
「『
大
経
』
が
根
本
だ
」
と
言
っ
て
も
、『
観
経
』
を
立

脚
地
に
し
た
仏
教
者
で
あ
る
。『
観
経
』
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
王

舎
城
の
悲
劇
を
読
む
と
分
か
り
ま
す
ね
。
凡
夫
が
救
わ
れ
る
。
こ
れ
が
『
観
経
』

の
特
徴
で
す
。

だ
か
ら
当
時
の
仏
教
界
で
聖
道
門
に
対
し
て
、
凡
夫
と
言
う
の
は
聖
道
門
の

立
場
か
ら
す
る
と
、
も
う
仏
教
を
歩
む
資
格
は
な
い
の
よ
。
も
う
資
格
な
し
。

だ
か
ら
凡
夫
な
ん
て
仏
教
か
ら
外
さ
れ
る
の
で
す
。「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と

い
っ
て
ね
。
だ
か
ら
比
叡
山
に
は
出
家
の
僧
侶
し
か
い
な
い
で
し
ょ
う
。
比
叡

山
だ
け
で
は
な
い
よ
、
奈
良
も
そ
う
だ
し
、
真
言
宗
も
そ
う
よ
。
出
家
の
僧
侶

し
か
い
な
い
、
女
人
禁
制
や
ろ
う
が
、
あ
れ
は
。
だ
か
ら
凡
夫
が
救
わ
れ
る
な

ん
て
言
う
の
は
、
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
得
な
い
。

と
こ
ろ
が『
観
経
』は
、こ
れ
は
凡
夫
の
救
い
が
説
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
聖

道
門
に
対
し
て
、浄
土
門
を
独
立
さ
せ
る
時
に
は
、あ
な
た
達
が
、聖
道
門
の
人

達
が
捨
て
た
凡
夫
こ
そ
救
わ
れ
る
。
そ
れ
が
さ
っ
き
和
讃
の
一
番
最
初
に
出
た

「
弘
願
の
一
乗
ひ
ろ
め
」た
と
、本
当
の
意
味
の
一
乗
、そ
れ
は
男
と
か
女
と
か
、

そ
れ
か
ら
尊
い
と
か
尊
く
な
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
何
も
関
係
な
い
と
。「
弘

願
の
一
乗
」、
そ
れ
を
説
い
た
の
が
『
大
経
』
だ
と
親
鸞
聖
人
は
言
い
た
い
ん
だ

け
ど
ね
。
だ
か
ら
当
時
は
浄
土
教
は
比
叡
山
な
ん
か
で
も
、
浄
土
の
教
え
は

ち
ょ
っ
と
あ
っ
た
け
ど
、
そ
れ
は
隅
の
方
に
追
い
や
ら
れ
て
て
ね
、
一
般
的
に

は
凡
夫
な
ん
て
言
う
の
は
仏
教
を
歩
め
な
い
者
と
し
て
、
仏
教
の
中
に
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
聖
道
門
と
際
立
た
せ
て
浄
土
門
が
大
切
な
ん
で
す
と
い
う
時
に
は
、

凡
夫
ま
で
救
わ
れ
る
ん
で
す
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
切
。
で
す
か
ら『
観
経
』が

一
番
分
か
り
や
す
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
ね
。

も
う
ひ
と
つ
は
行
の
違
い
で
す
。
行
は
聖
道
門
、
浄
土
教
以
外
の
行
は
す
べ

て
修
行
に
よ
る
。
出
家
を
し
て
修
行
を
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
法
然

上
人
も
、
浄
土
教
を
独
立
さ
せ
ま
し
た
け
ど
も
、
最
後
ま
で
出
家
の
僧
侶
と
し

て
戒
律
を
保
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
行
の
違
い
で
一
番
分
か
り
や
す
い
の
は
「
た

だ
念
仏
し
な
さ
い
」
こ
れ
を
旗
印
に
し
て
法
然
上
人
は
聖
道
門
と
の
違
い
を
明

確
に
し
て
浄
土
宗
と
い
う
も
の
を
独
立
さ
せ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
今
申

し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
道
綽
、
善
導
の
『
観
経
』
に
立
っ
た
。

ど
う
し
て
念
仏
で
救
わ
れ
る
の
か

と
こ
ろ
が
、
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
今
で
も
そ
う
で
す
が
、
称
名
念
仏
、

南
無
阿
弥
陀
仏
が
大
切
だ
と
い
う
の
は
、
今
ど
こ
の
寺
で
も
言
う
じ
ゃ
な
い
で

す
か
、
み
ん
な
も
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
浸
透
し
て
な
い
わ
け
で
す
よ
。
な

ん
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
大
切
な
の
か
言
え
ま
す
か
？　

修
行
で
き
る
人
は
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
金
持
ち
だ
っ
た
ら
寺
を
建

て
た
り
、
お
堂
を
建
て
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
法
然
上
人
は
、
修
行
も
で

き
な
い
、お
寺
へ
寄
進
も
で
き
な
い
、ど
ん
ど
ん
し
ま
い
の
方
に
行
っ
て
、も
う
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何
も
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
念
仏
だ
っ
た
ら
誰
に
も
で
き
る
か
ら
念
仏
ひ
と

つ
が
大
切
な
の
だ
と
い
う
解
説
、
説
明
は
し
て
い
ま
す
。
法
然
は
そ
う
言
っ
て

ま
す
。
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
称
名
念
仏
が
な
ん
で
そ
ん
な

に
大
切
な
の
か
、
そ
も
そ
も
仏
教
に
救
わ
れ
な
い
よ
う
な
凡
夫
が
、
な
ん
で
念

仏
に
救
わ
れ
る
の
か
、
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
ど
う
で
す
か
、
今
で
も
浸
透
し

て
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
お
寺
は
大
変
に
に
な
り
ま
す
よ
。
小
さ
な
お
葬
式
ば
か
り
に
な
っ

て
…
。
こ
の
間
、
三
日
ほ
ど
前
で
し
た
か
ね
、
う
ち
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

家
内
が
出
て
「
も
し
も
し
・
・
」
と
喋
っ
て
る
と
、「
う
ち
の
住
職
は
そ
う
い
う

こ
と
は
し
ま
せ
ん
の
で
」と
、ぱ
っ
と
電
話
切
り
よ
っ
た
か
ら
、相
談
も
せ
ん
で

勝
手
に
何
言
う
と
ん
の
や
ろ
う
と
思
っ
て（
笑
）、「
何
や
っ
た
ん
」と
言
っ
た
ら
、

「
い
や
、
多
分
葬
儀
屋
さ
ん
や
と
思
う
け
ど
、
葬
儀
お
願
い
し
た
ら
い
つ
で
も
出

て
も
ら
え
ま
す
か
っ
て
か
か
っ
て
き
た
」
と
い
う
の
で
す
。「
バ
カ
か
お
前
、
断

ら
ん
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に（
笑
）、わ
し
は
行
っ
て
、一
生
懸
命
に
話
し
て
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
門
徒
が
増
え
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
ら
、「
ま
た
、
そ
ん

な
こ
と
ば
っ
か
り
言
っ
て
」
と
ニ
タ
ッ
と
笑
と
っ
た
。
い
や
、
ほ
ん
と
ほ
ん
と
、

嘘
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ち
の
奥
さ
ん
も
大
し
た
も
ん
や
な
と
思
っ
て
。「
う
ち

の
住
職
は
そ
う
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
、
パ
チ
ッ
と
切
り
ま
し
た

か
ら
ね
（
笑
）。
ま
あ
ま
あ
、
ほ
ん
と
の
話
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
そ
ん
な
ふ
う
に

な
っ
て
き
て
ね
、坊
さ
ん
に
も
ち
ょ
っ
と
何
か
渡
し
て
ね
、そ
し
て
、小
さ
な
お

葬
式
を
や
り
ま
し
ょ
う
と
、
な
ん
か
テ
レ
ビ
に
出
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
今
。

あ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
き
た
ら
、し
ま
い
に「
お
寺
さ
ん
も
う
い
ら
な
い
」と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
根
本
理
由
は
、
仏
教
が
何
で
大
事
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
ら

な
い
し
、
そ
れ
か
ら
念
仏
っ
て
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。

だ
か
ら
、そ
れ
に
付
随
し
て
、葬
式
を
何
の
た
め
に
す
る
の
か
、法
事
を
何
の
た

め
に
す
る
の
か
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
責
任
で
す
。
こ
れ
は

や
っ
ぱ
り
今
ま
で
き
ち
っ
と
言
っ
て
来
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
。
何
で
葬
式
す

る
の
か
ね
、
何
で
法
事
す
る
の
か
。
き
ち
っ
と
言
っ
て
来
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ

た
の
に
、ま
あ
私
た
ち
の
責
任
で
す
ね
。
そ
の
根
本
理
由
は「
な
ぜ
念
仏
に
よ
っ

て
、
し
か
も
凡
夫
が
救
わ
れ
る
の
か
」、
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
。

『
選
択
集
』
を
法
然
上
人
が
書
い
た
ん
だ
け
ど
も
、
明
恵
と
い
う
人
が
「
お
か

し
い
」
と
徹
底
的
に
糾
弾
す
る
一
番
の
根
本
理
由
は
そ
こ
で
す
。
言
っ
て
る
こ

と
分
か
り
ま
す
ね
。
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
勉
強
で
す
か
ら
、
見
て
み
ま
す
か
。

後
序　

『
選
択
集
』
の
書
写

親
鸞
聖
人
は
三
十
三
歳
の
時
に
『
選
択
集
』
を
書
写
し
ま
す
。『
選
択
集
』
を

書
写
し
た
と
い
う
記
事
が
『
教
行
信
証
』
の
後
序
に
出
て
き
ま
す
。

私
の
聖
典
で
す
と
３
９
９
ペ
ー
ジ
（
東
聖
典
）、
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の
後

序
で
す
け
れ
ど
も
、
真
ん
中
辺
に
「
然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。」
と
書
か
れ
て
ま
す
ね
。
こ
れ
も
ね
、
ち
ょ
っ
と

注
意
す
る
と
不
思
議
な
文
章
な
ん
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
親
鸞
聖
人
以
外

の
法
然
の
弟
子
た
ち
、
そ
れ
か
ら
法
然
上
人
そ
の
人
が
念
仏
に
帰
依
し
た
の
は

四
十
三
歳
で
す
ね
。
そ
の
時
に
書
い
て
い
る
文
章
は
「
念
仏
に
帰
し
ぬ
」
で
す
。

「
立
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
捨
て
て
」、
立
ち
ど
こ
ろ
に
善
導
大
師
の
文
章
を
読
ん

で
感
動
し
て
ね
、
今
ま
で
の
自
力
の
行
を
捨
て
て
、
私
は
念
仏
に
帰
し
た
ん
だ

と
い
う
ふ
う
に
法
然
上
人
は
書
い
て
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
法
然
上
人
の

弟
子
た
ち
は
、全
部「
念
仏
に
帰
し
ぬ
」と
書
く
の
が
普
通
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ

こ
は
「
本
願
に
帰
す
」。「
然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、」
と
言
う

の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
二
十
九
歳
の
時
に
法
然
上
人
に
遇
う
た
こ
と
。
そ
の
時

に
「
雑
行
」、
自
力
の
混
ざ
っ
た
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
し
た
ん
だ
と
書
い
て
い

る
。
こ
こ
が
親
鸞
聖
人
の
特
徴
で
す
。
そ
れ
が
分
か
る
よ
う
に
少
し
お
話
を
致
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し
ま
す
。

そ
の
次
に
、「
元
久
乙
の
丑
の
歳
、恩
恕
を
蒙
り
て『
選
択
』を
書
し
き
」。「
元

久
乙
の
丑
の
歳
」
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
が
三
十
三
歳
の
時
、「
恩
恕
を
蒙
り

て
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
法
然
上
人
の
許
し
を
い
た
だ
い
て
『
選
択
集
』
を
写

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『
選
択
集
』
を
写
し
た
と
い
う
弟
子
は
、
今
、
資
料
の
上
か
ら
言
っ
て
五
人
し

か
い
ま
せ
ん
。
た
っ
た
五
人
で
す
よ
。
だ
か
ら
法
然
門
下
で
も『
選
択
集
』を
写

さ
せ
て
も
ら
っ
た
人
た
ち
は
高
弟
ば
っ
か
り
。
今
で
い
え
ば
例
え
ば
、
鎮
西
派・

聖
光
上
人
。
そ
れ
か
ら
西
山
派
。
そ
う
い
う
浄
土
宗
の
祖
師
た
ち
に
な
っ
て
い

る
人
た
ち
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
五
人
だ
け
、
許
し
を
い
た
だ
い
て
『
選
択
集
』

を
書
写
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
他
の
人
は『
選
択
集
』は
見
て
い
な
い
人
が
ほ
と

ん
ど
な
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
二
十
九
歳
で
門
下
に
入
っ
て
、
た
っ
た
四
年
間

し
か
た
っ
て
い
な
い
の
に
、そ
の
五
人
の
一
人
に
選
ば
れ
て『
選
択
集
』を
書
写

さ
せ
て
い
る
の
で
す
、
法
然
が
ね
。
だ
か
ら
法
然
上
人
の
信
頼
が
ど
れ
ほ
ど
厚

か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
こ
書
か
れ
て

い
る
。
三
十
三
歳
の
時
に
法
然
の
お
許
し
を
い
た
だ
い
て『
選
択
集
』を
書
写
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
同
じ
き
年
の
初
夏
中
旬
第
四
日
に
」、「
初
夏
」
と
言
う
の
は
四
月
で
す
。「
中

旬
」と
言
う
の
は
初
旬
中
旬
下
旬
だ
か
ら
、中
旬
と
言
う
の
は
十
や
。「
第
四
日
」

と
言
う
の
は
十
四
日
。
だ
か
ら「
元
久
乙
の
丑
の
歳
」で
、三
十
三
歳
の
時
の
四

月
十
四
日
に「
選
択
本
願
念
仏
集
」の
内
題
の
字
と「
南
無
阿
弥
陀
仏　

往
生
之

業　

念
仏
為
本
」
と
、「
釈
の
綽
空
」
と
い
う
字
を
、
師
の
源
空
上
人
が
「
真
筆

を
も
っ
て
、
こ
れ
を
書
か
し
め
た
ま
い
き
」
と
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
多
分
こ
れ
は
、
四
月
十
四
日
に
書
写
が
終
わ
っ
た
ん
で
す
。
書
写

が
終
わ
っ
た
か
ら
、
そ
の
表
紙
に
法
然
上
人
ご
自
身
の
筆
で
「
選
択
本
願
念
仏

集
」
と
書
い
て
、
下
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
往
生
之
業
、
念
仏
為
本
」
と
い
う
字

を
法
然
自
身
が
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
お
そ
ら
く
四
月
十
四

日
に『
選
択
集
』の
書
写
が
終
わ
っ
た
か
ら
、だ
か
ら
法
然
上
人
が
こ
れ
を
書
い

て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
分
か
り
ま
す
ね
。

真
影
の
図
画

そ
の
「
同
じ
き
日
」、
四
月
十
四
日
に
「
空
の
真
影
申
し
預
か
り
て
」、
源
空
聖

人
の
真
影
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
す
か
。
絵
で
す
、
お
姿
で
す
。
こ
れ
は
師
資

相
承
と
い
う
時
に
は
、
そ
の
師
の
書
い
た
書
物
と
、
そ
れ
か
ら
師
の
お
姿
を
い

た
だ
く
と
い
う
の
が
師
資
相
承
と
い
う
時
の
ひ
と
つ
の
作
法
で
す
。
だ
か
ら
こ

の
四
月
十
四
日
に「
空
の
真
影
申
し
預
か
り
て
、図
画
し
奉
る
」と
。
つ
ま
り
法

然
上
人
に
「『
選
択
集
』
は
書
写
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
お
姿
を
写
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
ら
、
法
然

が
「
わ
か
っ
た
、
そ
れ
で
い
い
」
と
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
「
真
影
を
図
画
し
奉
る
。
同
じ
き
二
年
閏
七
月
下
旬
第
九
日
」、
同
じ

く
元
久
二
年
の
閏
七
月
と
い
う
の
は
、
四
月
十
四
日
に
お
姿
を
図
画
し
て
い
い

と
お
許
し
を
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
五
、
六
、
七
の
三
か
月
や
。

閏
と
言
う
の
は
ひ
と
つ
多
い
の
で
す
。
だ
か
ら
ほ
ぼ
四
か
月
後
の
七
月
下
旬
の

第
九
日
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
七
月
二
十
九
日
に
「
真
影
の
銘
に
」、
お
姿
を
写

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
絵
の
、
そ
の
銘
に
源
空
上
人
が
筆
を
持
っ
て
「「
南
無
阿
弥

陀
仏
」と「
若
我
成
仏
十
方
衆
生　

称
我
名
号
下
至
十
声　

若
不
生
者
不
取
正
覚

　

彼
仏
今
現
在
成
仏　

当
知
本
誓
重
願
不
虚　

衆
生
称
念
必
得
往
生
の
真
文
と

を
書
か
し
め
た
ま
う
」。
出
来
上
が
っ
た
絵
に
法
然
上
人
が
筆
で
、
今
言
っ
た
よ

う
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
書
い
て
、
そ
し
て
こ
れ
は
本
願
加
減
の
文
と
言
う
の
で

す
が
、
こ
の
文
章
を
法
然
上
人
が
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
四
月
十

四
日
に
書
写
が
終
わ
っ
て
、
七
月
二
十
九
日
、
ほ
ぼ
四
か
月
か
か
っ
て
絵
が
出

来
上
が
っ
て
、
そ
の
絵
に
法
然
上
人
が
こ
の
字
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
こ

ま
で
分
か
り
ま
す
ね
。
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名
の
字
ー
「
親
鸞
」

そ
し
て
「
ま
た
夢
の
告
に
依
っ
て
」、
親
鸞
聖
人
は
夢
の
告
げ
に
依
っ
て
、「
綽

空
の
字
を
改
め
て
、
同
じ
き
日
、
御
筆
を
も
っ
て
名
の
字
を
書
か
し
め
た
ま
い

畢
り
ぬ
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
七
月
二
十
九
日
の
日
に
親
鸞
聖

人
は
多
分
、
自
分
は
夢
を
見
た
ん
だ
と
法
然
上
人
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ

う
ね
。
そ
う
し
た
ら
法
然
上
人
が
、七
月
二
十
九
日
に「
御
筆
」と
あ
り
ま
す
か

ら
、こ
れ
は
法
然
上
人
の
筆
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
ら
法
然
上
人
が「
名

の
字
を
書
か
し
め
た
ま
い
畢
り
ぬ
」
と
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
名
の
字
て
何
の
名
や
？
」
と
い
う
話
に
な
る
。
だ
か

ら
、
こ
れ
は
実
は
覚
如
上
人
が
書
い
た
法
然
上
人
の
伝
記
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

れ
を
『
拾
遺
古
徳
伝
』
と
い
い
ま
す
、
そ
の
『
拾
遺
古
徳
伝
』
を
見
る
と
、
こ
れ

と
同
じ
文
章
が
書
か
れ
て
お
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
「
名
の
字
」
の
と
こ
ろ
に
「
善

信
」
と
書
い
た
の
だ
と
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
つ
い
最
近
ま
で
は
、
こ
の
「
名

の
字
」
と
い
う
の
は
「
綽
空
」
を
「
善
信
」
に
変
え
た
の
だ
と
ず
っ
と
言
わ
れ
て

き
ま
し
た
、
江
戸
時
代
も
今
ま
で
ず
っ
と
ね
。

と
こ
ろ
が
名
前
を
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
、
ご
め
ん
な
さ
い
ね
、
女
の
研
究
者
、
女

性
の
研
究
者
で
す
が
、
ど
こ
の
大
学
だ
っ
た
か
な
、
や
っ
ぱ
り
親
鸞
聖
人
の
研

究
し
て
い
る
女
性
が
お
ら
れ
て
ね
、
こ
れ
「
善
信
」
と
言
わ
れ
て
き
て
る
け
れ

ど
、『
教
行
信
証
』
に
善
信
な
ん
て
一
回
も
出
て
来
な
い
で
は
な
い
か
、『
教
行
信

証
』
で
「
名
の
字
」
と
言
っ
た
ら
「
親
鸞
」
し
か
な
い
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
今

ま
で
覚
如
上
人
が
善
信
、
善
信
と
言
っ
た
と
書
い
て
い
る
け
ど
、『
教
行
信
証
』

で
「
名
の
字
」
と
言
っ
た
ら
、
ど
こ
を
み
て
も
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
や
か
ら
、「
名

の
字
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
「
親
鸞
」
じ
ゃ
な
い
の
、
と
い
う
問
題
提
起
を
さ

れ
ま
し
た
。
二
、
三
十
年
前
で
す
。
で
す
か
ら
、
つ
い
最
近
で
す
。
そ
れ
か
ら

問
題
に
な
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
彼
女
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
親
鸞
」
だ
と
思
い

ま
す
。
私
も
本
に
書
き
ま
し
た
。

私
た
ち
の
宗
派
で
一
番
最
初
に
そ
れ
を
言
い
出
し
た
の
は
本
多
弘
之
と
い
う

先
生
で
し
た
。
本
多
弘
之
先
生
は
親
し
い
大
先
輩
で
す
け
ど
、
よ
く
一
緒
に
お

酒
を
飲
み
ま
し
て
、私
は
最
初
は「
親
鸞
」と
い
う
名
前
は
天
親
と
曇
鸞
で
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
親
鸞
と
い
う
名
前
は
、こ
れ
は
曇
鸞
の『
浄
土
論
註
』を
よ
く
読

ん
で
、そ
し
て
天
親
と
曇
鸞
の
名
前
を
頂
く
の
は
、も
う
少
し
後
、流
罪
の
後
だ

と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
流
罪
の
間
に
親
鸞
聖
人
は
天
親
と
曇
鸞
を
よ
く
読
ん

で
、
そ
し
て
、
そ
の
後
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、「
善
信
」
と
言
う
の
は
や
っ
ぱ

り
正
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
っ
て
最
初
は
喧
嘩
し
ま
し
た
。
喧
嘩
と
い
う

か
、
学
者
の
馬
鹿
ど
も
は
酒
飲
む
と
す
ぐ
に
喧
嘩
し
ま
す
か
ら
。
つ
ま
り
、
ど

こ
に
根
拠
が
あ
る
か
、
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
言
う
ん
や
、
と
わ
あ
わ
あ
言
っ
て
、

そ
の
時
に
は
僕
は
、
や
っ
ぱ
り
覚
如
と
い
う
人
は
曾
孫
で
す
か
ら
、
そ
の
血
が

繋
が
っ
た
覚
如
が「
善
信
」と
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、そ
れ
は
善
信
や
ろ
う
と

言
っ
て
、
だ
い
ぶ
ん
言
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
後
、
一
生
懸
命
勉
強
し
て
み
ま
し
た
ら
、
実
は
、『
論
』・『
論
註
』
と
言

う
の
は
、『
論
』
は
比
叡
山
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
け
ど
も
『
論
註
』
は
比
叡
山

に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
親
鸞
が
ど
こ
で『
論
註
』を
読
ん
だ
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、実
は
ず
う
っ
と『
論
註
』を
伝
え
て
き
た
の
は

奈
良
の
三
論
宗
な
の
で
す
。
東
大
寺
の
三
論
宗
ね
。
そ
こ
が
曇
鸞
の『
論
註
』を

伝
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
曇
鸞
大
師
は
三
論
宗
の
学
者
で
す
か
ら
、
だ
か
ら

奈
良
の
東
大
寺
が
ず
っ
と
伝
え
て
き
た
の
で
す
が
、
今
度
も
法
然
上
人
を
勉
強

し
ま
す
と
、
法
然
上
人
は
や
っ
ぱ
り
ど
う
し
て
も
救
わ
れ
た
か
っ
た
の
よ
。
苦

労
し
て
苦
労
し
て
ね
、
そ
し
て
先
生
を
探
し
て
回
る
の
や
け
ど
、
お
ら
ん
の
よ
。

二
十
六
歳
ぐ
ら
い
で
比
叡
山
を
下
り
て
ね
、
そ
し
て
真
言
宗
、
そ
れ
か
ら
奈
良

の
東
大
寺
、そ
れ
か
ら
、そ
こ
ら
辺
を
い
っ
ぱ
い
、偉
い
先
生
を
め
ぐ
っ
て
回
る

の
よ
ね
。
そ
の
時
に
み
ん
な
が
「
法
然
と
い
う
す
ご
い
奴
が
来
た
」
と
言
っ
て
、

「
こ
の
人
す
ご
い
」
と
言
っ
て
、
そ
の
時
に
み
ん
な
南
都
の
人
達
が
敬
服
し
て
、

そ
し
て
自
分
た
ち
が
継
承
し
て
い
る
、
私
た
ち
の
伝
統
で
は
こ
う
い
う
も
の
を
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継
承
し
て
い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
法
然
に
見
せ
る
の
よ
。
お
そ
ら
く
ね
、
法
然

は
そ
の
時
に『
論
註
』を
見
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
書
写
し
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
南
都
の
ず
う
っ
と
古
い
人
た
ち
は『
論
註
』を
引
い
て
い
る

ん
だ
け
ど
、
そ
の
次
に
『
論
註
』
が
出
て
来
る
の
は
法
然
な
の
で
す
。

そ
し
て
法
然
の
後
、『
論
註
』
が
出
て
来
る
の
は
親
鸞
、
隆
寛
。
全
部
法
然
門

下
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
法
然
が
『
論
註
』
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
は
二
十
九
歳
で
法
然
門
下
に
な
っ
た
時
に
、
お
そ
ら
く

法
然
上
人
が
「
善
信
こ
れ
を
読
み
な
さ
い
」
と
言
っ
て
『
論
註
』
を
見
せ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
二
十
九
歳
か
ら
三
十
三
歳
ま
で
五
年

あ
り
ま
す
。
書
写
す
る
ま
で
に
ね
。
五
年
あ
っ
た
ら
親
鸞
聖
人
ほ
ど
の
天
才
で

す
か
ら
『
論
註
』
は
ち
ゃ
ん
と
読
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

師
資
相
承
の
時
に
交
わ
さ
れ
た
論
題

さ
っ
き
僕
は
本
を
書
き
出
し
た
ら
寝
ら
れ
な
い
ん
で
す
と
申
し
上
げ
た
で

し
ょ
う
。

実
は
ね
、
四
月
に
書
写
が
終
わ
る
。
そ
し
て
終
わ
っ
て
か
ら
百
二
十
日
ぐ
ら

い
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に「
名
の
字
を
書
き
畢
り
ぬ
」、「
名
の
字
を
書
き
ま

し
た
」
で
い
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
書
い
て
師
資
相
承
が
終
わ
っ
た
ん
だ

と
書
い
て
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
師
資
相
承
の
時
に
「
自
分
は
『
論
』・『
論
註
』

を
読
ん
で
こ
う
思
う
の
で
す
。
法
然
上
人
あ
な
た
は
道
綽
・
善
導
の
立
場
か
ら

称
名
念
仏
と
い
う
も
の
を
前
に
し
て
、
前
面
に
押
し
出
し
て
凡
夫
が
救
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
。
そ
の
通

り
な
ん
だ
け
ど
、
そ
の
理
由
は
何
で
す
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

「
理
由
が
分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
法
然
上
人
に
親
鸞

聖
人
が
申
し
上
げ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
見
て
来
た
こ
と
の
よ
う
に
言
う
と

言
わ
れ
ま
す
け
ど
、
見
て
来
た
の
で
す
（
笑
）。『
選
択
集
』
を
よ
く
読
ん
で
、『
教

行
信
証
』
を
よ
く
読
め
ば
、
透
け
て
分
か
る
。

「
し
つ
こ
い
よ
う
で
す
け
ど
も
、
念
仏
に
よ
っ
て
凡
夫
が
救
わ
れ
る
、
だ
か
ら

念
仏
ひ
と
つ
で
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
何
遍
も
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
通
り
で
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
け
ど
も
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
は
っ

き
り
し
な
け
れ
ば
必
ず
聖
道
門
の
方
か
ら
問
題
が
出
ま
す
」
と
親
鸞
は
た
ぶ
ん

そ
う
言
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
法
然
も『
選
択
集
』の
最
後
に「
こ
れ
を
書
写
し
た

も
の
は
口
外
す
る
な
と
。
壁
の
中
に
埋
め
て
絶
対
見
せ
る
な
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
公
に
な
る
と
必
ず
戦
争
に
な
る
か
ら
で
す
。
法
然
と
い
う
人
は
偉

い
人
だ
か
ら
分
か
っ
て
い
る
か
ら
ね
。

し
か
も
戦
争
に
な
る
時
に
は
、
例
え
ば
、
素
行
が
悪
い
と
か
、
そ
れ
が
一
番

先
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ん
で
す
よ
。
今
の
娑
婆
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

誰
が
不
倫
し
た
と
か
、
あ
の
人
ら
は
な
ん
か
可
哀
そ
う
や
ね
。
僕
は
テ
レ
ビ
な

ん
か
出
ら
ん
で
よ
か
っ
た
な
あ
。
あ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
す
ぐ
一
発
で
ア

ウ
ト
で
し
ょ
。
そ
れ
を
知
っ
て
る
か
ら
法
然
は
生
涯
戒
律
を
守
っ
た
の
で
す
。

あ
の
人
は
偉
い
人
で
す
。
浄
土
宗
を
独
立
す
る
と
い
う
責
任
が
あ
る
か
ら
ね
。

だ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
出
家
の
僧
侶
を
守
っ
た
の
で
す
よ
。

『
高
田
正
統
伝
』
で
は
九
条
兼
実
が
「
法
然
上
人
、
あ
な
た
は
結
婚
し
て
も
い

い
と
言
っ
て
い
る
け
ど
、
ど
っ
ち
で
も
い
い
ん
や
っ
た
ら
、
な
ん
で
結
婚
し
な

い
の
か
、
ず
っ
と
出
家
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
食
い
下
が
る
の
で
す
。
そ
う
し

た
ら
「
ち
ょ
っ
と
善
信
お
い
で
」
と
言
っ
て
、
知
っ
と
っ
た
ん
や
ね
、
善
信
が
あ

の
娘
を
好
き
や
と
い
う
こ
と
を
。「
善
信
、
玉
姫
と
い
う
お
嬢
さ
ん
と
結
婚
し
た

ら
ど
う
で
す
か
」
と
言
っ
た
ら
、
親
鸞
が
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
結
婚
し

た
ん
や
。
そ
れ
は
伝
記
の
中
に
そ
う
書
い
て
あ
る
。

と
こ
ろ
が
玉
姫
と
い
う
お
嬢
さ
ん
は
九
条
兼
実
の
娘
や
と
出
て
来
る
の
で
す

け
ど
、
実
際
の
娘
の
中
に
は
玉
姫
と
い
う
人
が
い
な
い
。
だ
か
ら
あ
れ
は
伝
説

や
と
言
わ
れ
て
ま
す
け
ど
、
き
っ
と
本
当
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
歴
史
家
が

証
明
し
て
ま
す
け
ど
も
、そ
の
当
時
、例
え
ば
九
条
家
に
仕
え
た
と
、地
方
の
豪
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族
の
お
嬢
さ
ん
が
九
条
家
で
何
年
か
仕
え
て
ね
、
嫁
に
出
る
時
に
は
九
条
の
名

前
で
嫁
に
出
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
、
昔
。
だ
か
ら
き
っ
と
実
の

娘
じ
ゃ
な
く
て
も
ね
、
地
方
の
豪
族
の
娘
が
九
条
の
娘
だ
と
言
っ
て
結
婚
し
た

ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
今
は
歴
史
の
先
生
が
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

僕
も
そ
う
だ
と
思
う
。

そ
ん
な
ふ
う
に
法
然
と
い
う
人
は
偉
い
か
ら
ね
、
ち
ゃ
ん
と
浄
土
宗
を
独
立

さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
公
家
、
天
皇
、
世
間
か
ら
絶
対
に
尊
敬
を
集
め
な
い

と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
彼
は
一
心
金
剛
の
戒
師
と
し
て
全
部
貫
き
ま
す
。
け
ど

も
、「
ど
ん
な
凡
夫
も
救
わ
れ
る
。
人
殺
し
ま
で
救
わ
れ
る
ん
だ
。
そ
の
理
由
が

分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
師
資
相
承
の
時
に
よ

ほ
ど
議
論
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

選
択
本
願
の
念
仏

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
天
親
・
曇
鸞
と
い
う
人
達
が
一
番
問
題
に
す
る
の
は
本

願
力
で
す
。
本
願
で
す
。
つ
ま
り
念
仏
と
言
っ
て
も
、
修
行
の
念
仏
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
た
く
さ
ん
の
念
仏
が
あ
り
ま
す
ね
。
時
宗
の
念
仏
も
あ
れ
ば
、

天
台
宗
の
中
に
も
念
仏
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
比
叡
山
に
は
法
華
堂
と
常

行
三
昧
堂
と
二
つ
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
廊
下
で
結
ば
れ
て
る
か
ら
荷
い
堂

と
言
う
で
し
ょ
う
。『
法
華
経
』
の
真
理
を
覚
る
た
め
に
念
仏
を
行
と
し
て
や
る

わ
け
で
す
。
修
行
と
し
て
ね
。
そ
う
い
う
念
仏
も
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
、法
然
上
人
が
言
っ
て
い
る
念
仏
は「
選
択
本
願
の
念
仏
」で
す
。『
大
経
』に

説
か
れ
て
い
る
念
仏
。
選
択
本
願
の
念
仏
と
言
う
と
難
し
い
で
す
け
ど
も
、
要

す
る
に
念
仏
と
い
う
行
は
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
修
行
と
し
て
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く

て
、
仏
様
が
選
ん
だ
ん
で
す
と
い
う
こ
と
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
凡
夫
を
救
う
た

め
に
仏
様
が
本
願
を
建
て
た
の
で
す
。
そ
の
本
願
を
よ
く
見
る
と
、
自
力
を
生

き
る
衆
生
を
本
願
に
転
回
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
に
十
七
願
、
十
八
願
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。
十
九
願
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
十
九
願
か
ら
十
八
願
に
、
自
力
か

ら
他
力
に
、「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
ふ
う
に
転
回
さ
せ
る
。
そ

れ
が
ち
ゃ
ん
と
本
願
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら「
選
択
本
願
の
念
仏
」と

い
う
の
は
、こ
れ
は
念
仏
の
い
わ
れ
、念
仏
の
理
由
と
言
う
か
、念
仏
の
根
拠
と

言
う
か
、
単
な
る
お
ま
じ
な
い
で
は
な
く
て
、
仏
様
の
方
が
選
び
取
っ
た
念
仏

な
ん
だ
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
凡
夫
を
救
う
た
め
に
。
ど
う
し
て
救
わ
れ
る
の
か
と
言
う

と
自
力
を
破
っ
て
他
力
に
目
覚
め
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
に
念
仏
の
中
に
無
量
光

と
い
う
は
た
ら
き
が
あ
る
。
智
慧
の
念
仏
。
難
し
い
ね
え
。
こ
の
中
に
仏
教
が

分
か
っ
て
い
る
人
も
お
る
か
ら
、
分
か
っ
て
い
る
人
は
分
か
っ
て
い
る
の
や

（
笑
）。

ひ
と
つ
だ
け
は
っ
き
り
す
る
と
、
い
い
？　

こ
れ
か
ら
分
か
る
人
も
、
こ
れ
ま
で
分
か
っ
た
人
も
、
い
い
？　

本
願
に
目
覚
め
る
と
い
う
時
に
は
、
今
ま
で
生
き
て
き
た
自
力
は
何
の
あ
て

に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
。
人
間
は
誰
で
も
大
体
生

ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
自
力
で
生
き
ま
す
、。
だ
か
ら
一
生
懸
命
努
力
す
れ
ば

必
ず
報
わ
れ
る
と
思
っ
て
頑
張
る
。
と
こ
ろ
が
努
力
し
て
も
努
力
し
て
も
報
わ

れ
な
い
者
も
お
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
自
力
が
だ
め
だ
と
は
誰
も
思
わ
な
い
。

も
っ
と
頑
張
り
が
足
り
な
い
か
ら
だ
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
の
よ
う
に
救
わ
れ
よ
う
と
思
っ
て
努
力
し
て
も
努
力
し

て
も
、
い
く
ら
努
力
し
て
も
救
わ
れ
な
い
、
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら
ん
。
そ

の
時
に
、
五
劫
の
昔
に
建
て
ら
れ
た
本
願
が
罪
悪
生
死
の
凡
夫
を
救
う
た
め
に

建
て
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
世
で
優
れ
た
人
も
お
る
し
、
で
き
の
悪
い
人
も
お
ろ
う
が
。

僕
は
劣
等
感
に
悩
ま
さ
れ
た
。
寺
川
さ
ん
は
頭
が
良
か
っ
た
ん
や
、
東
大
出
や

で
。
東
大
の
特
待
生
や
で
。
僕
は
あ
ん
ま
り
頭
よ
う
な
か
っ
た
か
ら
、
や
っ
ぱ
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り
ほ
ん
ま
に
あ
か
ん
わ
と
思
う
て
悩
ん
だ
。
だ
け
ど
、
で
き
が
良
く
て
も
、
で

き
が
悪
く
て
も
自
力
は
一
緒
。
そ
し
て
自
力
で
は
絶
対
に
救
わ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
を
何
千
年
も
前
か
ら
、
仏
様
が
そ
う
見
た
と
い
う
。
で
き
る
人
も
、
で
き

な
い
人
も
、
ど
ん
な
人
も
。
僕
ら
は
で
き
る
か
、
で
き
ん
か
で
悩
ん
だ
り
苦
し

ん
だ
り
す
る
わ
け
よ
。

仏
様
の
ま
な
ざ
し
か
ら
す
る
と
、
そ
ん
な
の
ど
う
で
も
い
い
ち
ゅ
う
わ
け

よ
。
で
き
る
者
も
自
力
、
で
き
な
い
者
も
自
力
。
そ
の
自
力
で
は
絶
対
に
救
わ

れ
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
仏
様
が
五
劫
の
昔
か
ら
見
と
る
。

そ
れ
が
ど
う
し
た
ん
や
と
思
う
か
も
し
ら
ん
け
ど
、
親
鸞
聖
人
の
よ
う
に
、

あ
る
い
は
法
然
上
人
の
よ
う
に
、
一
生
を
か
け
て
自
分
を
救
お
う
と
思
っ
た
人

に
は
、
な
ん
で
こ
ん
な
に
救
わ
れ
ん
の
や
ろ
う
と
悩
ん
だ
わ
け
よ
。

そ
の
時
に
、「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」、
一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
称
え
な
さ
い

と
、「
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と

な
れ
ば
、他
力
の
悲
願
は
、か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
」と
言

う
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
気
づ
く
前
か
ら
、
自
力
で
は
絶
対
に
救
わ
れ
な
い
と
、

仏
様
の
方
が
先
に
、
本
願
の
方
で
見
抜
い
て
、
だ
か
ら
念
仏
を
称
え
ろ
と
言
っ

て
く
れ
と
っ
た
や
な
い
か
と
。
自
分
が
気
づ
く
と
か
気
づ
か
ん
と
か
と
言
う
よ

り
も
、
自
力
は
地
獄
の
元
や
と
。
地
獄
の
元
や
、
自
力
が
。
そ
れ
を
仏
様
の
方

が
す
で
に
見
抜
い
て
、そ
し
て
、本
願
と
し
て
建
て
て
く
れ
て
、念
仏
ひ
と
つ
を

選
び
取
っ
て
く
れ
た
ん
だ
と
。
だ
か
ら
凡
夫
が
救
わ
れ
る
に
は
念
仏
し
か
な
い

と
い
う
の
が
、
親
鸞
聖
人
・
法
然
上
人
の
立
脚
地
で
し
ょ
う
。

そ
う
す
る
と
本
願
に
目
覚
め
る
時
に
は
、
ど
ん
な
人
も
、
で
き
て
も
で
き
な

く
て
も
、
自
力
、
そ
れ
が
地
獄
の
元
や
と
仏
様
に
見
抜
か
れ
と
る
。
地
獄
に
な

る
と
必
ず
人
を
非
難
し
ょ
う
が
ね
。
僕
も
そ
う
や
っ
た
。
く
そ
っ
た
れ
と
思
っ

て
、
あ
ん
な
寺
に
生
ま
れ
た
か
ら
、
こ
ん
な
親
鸞
聖
人
み
た
い
な
勉
強
を
せ
な

あ
か
ん
と
思
っ
て
、
私
は
ど
れ
だ
け
恨
ん
だ
か
。
そ
の
時
に
悪
い
の
は
父
親
や
。

そ
れ
か
ら
生
ま
れ
た
場
所
や
。
そ
れ
か
ら
行
き
た
く
な
か
っ
た
大
谷
大
学
や
。

み
い
ん
な
私
の
外
側
が
悪
い
と
思
う
と
っ
た
。
と
こ
ろ
が
松
原
さ
ん
の
一
言

や
。「
い
い
と
こ
ろ
も
、
悪
い
と
こ
ろ
も
、
好
き
な
と
こ
ろ
も
、
嫌
い
な
と
こ
ろ

も
、初
め
っ
か
ら
あ
ん
た
自
身
じ
ゃ
な
い
か
ね
」と
。「
は
…
」。
僕
は
今
ま
で
人

ば
っ
か
り
に
文
句
言
う
と
っ
た
、地
獄
に
な
る
と
。
と
こ
ろ
が「
最
初
か
ら
い
た

だ
い
と
る
も
の
を
お
前
が
引
き
受
け
ら
れ
ん
と
言
っ
と
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
」

と
。
そ
の
一
言
や
ね
。「
お
前
の
問
題
や
な
い
か
」
と
。「
何
が
人
が
悪
い
ん
や
」

と
。
そ
ら
そ
う
や
。
生
ま
れ
て
き
た
所
を
変
え
る
訳
に
も
い
か
ん
し
…
。

無
量
光　

無
量
寿

前
に
も
申
し
上
げ
た
か
も
し
ら
ん
け
ど
、
北
海
道
に
お
話
に
行
っ
た
時
に
、

僕
の
教
え
子
の
座
敷
に
行
っ
た
ら
、
さ
っ
さ
っ
と
書
い
と
っ
た
の
よ
。「
綿
毛
は

空
を
舞
い
、
落
ち
た
と
こ
ろ
が
た
ん
ぽ
ぽ
の
一
生
の
地
」
っ
て
。
僕
は
思
わ
ず

涙
が
出
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
や
ね
、
文
句
言
っ
と
る
の
は
人
間
だ
け
や
ん
。

他
の
動
物
や
植
物
は
全
部
、
与
え
ら
れ
た
場
所
が
自
分
の
死
に
場
所
や
ん
か
。

「
綿
毛
は
空
を
舞
い
、
落
ち
た
と
こ
ろ
が
た
ん
ぽ
ぽ
の
一
生
の
地
」。

八
割
か
九
割
は
死
ん
で
ま
す
よ
。
岩
に
落
ち
た
り
、
川
に
落
ち
た
り
、
日
陰

に
落
ち
る
の
も
あ
れ
ば
、
日
な
た
に
落
ち
る
の
も
あ
り
ま
す
よ
。
だ
け
ど
落
ち

た
所
が
た
ん
ぽ
ぽ
の
一
生
の
地
で
す
。

そ
れ
が
僕
は
言
え
な
ん
だ
。
そ
し
て
人
ば
っ
か
り
非
難
し
と
っ
た
。
そ
れ
が

人
間
の
正
直
な
姿
で
す
。
そ
の
時
に
「
引
き
受
け
ら
れ
ん
の
は
お
前
じ
ゃ
な
い

か
」
と
。「
お
前
が
自
分
を
立
て
た
い
、
勝
ち
た
い
、
人
に
負
け
た
く
な
い
、
そ

の
根
性
が
地
獄
を
作
っ
と
る
の
や
」と
。
そ
の
言
葉
が「
ズ
カ
ッ
！
」と
突
き
刺

さ
っ
た
。

そ
の
時
に
初
め
て
「
無
量
光
」
と
い
う
本
願
の
智
慧
が
わ
か
る
。

（
本
願
の
智
慧
と
言
っ
て
も
、『
大
経
』
に
説
か
れ
て
る
教
え
の
こ
と
よ
。
ど

こ
か
ピ
カ
ッ
と
光
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。
ピ
カ
チ
ュ
ウ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
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ピ
カ
ッ
と
光
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
教
え
を
今
ま
で
よ
く
読
ん
で
き
た
こ
と
が
初

め
て
光
に
変
わ
る
の
よ
。
自
分
の
分
か
ら
ん
こ
と
を
初
め
か
ら
言
い
当
て
ら
れ

と
っ
た
。
だ
か
ら
教
え
を
よ
く
読
め
ば
、
人
間
が
分
か
ら
ん
こ
と
を
仏
様
が
最

初
か
ら
言
う
と
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を「
光
明
無
量
」と
言
う
の
よ
。
ピ
カ
ッ
と
光

る
光
じ
ゃ
な
い
よ
。
教
え
を
よ
く
聞
け
ば
、
そ
う
な
っ
て
い
る
。
聞
法
と
言
う

の
は
、
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
く
た
め
、「
名
号
が
何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め
に
建

て
ら
れ
て
い
る
の
か
」、
そ
れ
を
聞
く
た
め
に
、
聞
法
を
す
る
の
よ
。
そ
の
た
め

に
聞
法
し
と
ん
の
や
で
）

そ
の
時
に
初
め
て「
無
量
光
」と
い
う
仏
様
の
選
択
本
願
の
教
え
全
体
が
、実

は
最
初
か
ら
自
力
が
地
獄
の
元
や
と
見
抜
い
て
、
そ
う
い
う
人
間
を
ど
う
し
て

救
う
か
と
い
う
ふ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
本
願
な
ん
や
と
わ
か
る
。

﹅

﹅

そ
し
て
そ
の
時
に
初
め
て
今
ま
で
根
拠
に
し
て
た
自
力
が
立
場
を
失
っ
て
、

﹅

﹅

「
無
量
寿
」
と
い
う
、
い
い
と
か
悪
い
と
か
、
勝
っ
た
と
か
負
け
た
と
か
と
い
う

相
対
分
別
を
超
え
て
、「
無
量
寿
」
と
い
う
一
如
、
人
間
が
考
え
る
分
別
を
超
え

﹅

﹅

た
「
無
量
寿
」
と
い
う
本
願
の
方
に
、
立
た
せ
ら
れ
る
。

﹅

﹅

無
量
光
と
無
量
寿
、
こ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
込
め
ら
れ
た
究
極
的
な
意
味

で
す
。
そ
れ
を
広
く
言
え
ば
四
十
八
の
本
願
で
す
。

不
虚
作
住
持
功
徳

だ
か
ら
親
鸞
は
天
親
と
曇
鸞
の
夢
を
見
た
ん
だ
。
師
資
相
承
で
百
日
戦
っ
て

る
時
。

今
日
、
一
番
最
初
に
申
し
上
げ
た
で
し
ょ
う
。
僕
の
よ
う
な
馬
鹿
で
も
本
を

書
い
と
っ
た
ら
寝
れ
ん
よ
う
に
な
る
。
二
時
間
ご
と
に
目
が
覚
め
る
、
夢
を
見

る
。
そ
れ
は
ね
、「
師
資
相
承
」
っ
て
、
そ
ん
な
簡
単
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
わ
け
で

す
よ
。
や
っ
ぱ
り
命
が
け
で
戦
う
わ
け
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
そ
の
時
に
戦
い
な

が
ら
、
法
然
に
分
か
ら
ん
と
こ
は
お
聞
き
し
、
自
分
の
意
見
を
申
し
述
べ
る
。

そ
う
す
る
と
法
然
は
「
そ
う
で
す
。
そ
の
通
り
、
こ
れ
は
こ
う
で
す
」
と
言
っ

て
、
き
っ
と
議
論
し
た
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
中
で
親
鸞
は
夢
を
見
た
と
言
う
ん

で
す
か
ら
、
天
親
・
曇
鸞
に
決
ま
っ
て
い
る
。
天
親
・
曇
鸞
が
一
番
大
事
に
す
る

の
は
、
今
言
っ
た
本
願
の
方
で
す
。
名
号
も
大
事
に
す
る
け
ど
、
本
願
の
方
。

こ
の
間
、
西
藤
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
お
話
し
た
時
で
し
た
か
ね
、「
国
土
荘
厳
の

中
に
あ
る
言
葉
と
、仏
荘
厳
の
中
に
あ
る
言
葉
と
、同
じ
言
葉
が
あ
る
か
ら
、だ

か
ら
こ
れ
は
還
相
回
向
を
表
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ね
、
国
土
荘
厳
と
言
う
の
は
、
浄
土
を
願
生
す
る

私
た
ち
の
衆
生
が
開
い
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
国
土
荘
厳
が
あ
る
の
に
、
わ

ざ
わ
ざ
あ
え
て
仏
荘
厳
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
簡
単
に
言
う

と
、「
な
ぜ
私
た
ち
が
浄
土
に
目
覚
め
る
の
か
」
と
い
う
理
由
で
す
。
こ
の
理
由

を
言
え
ば
、「
凡
夫
が
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
け
ど
、
そ
の
理
由
は
本

願
の
方
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」。
こ
れ
が
親
鸞
の
主
張
。
天
親
と
曇
鸞

の
『
浄
土
論
』、『
論
註
』
を
よ
く
読
め
ば
分
か
る
で
し
ょ
う
、
と
。
仏
荘
厳
、
そ

こ
に
「
不
虚
作
住
持
功
徳
」
と
い
う
大
変
大
事
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

本
当
は
、
浄
土
を
願
生
す
る
だ
け
で
、
僕
ら
の
仏
教
は
完
成
し
て
る
。
だ
か

ら
国
土
荘
厳
だ
け
で
い
い
の
よ
。
と
こ
ろ
が
あ
え
て
仏
荘
厳
を
開
い
た
の
は
、

「
な
ぜ
私
た
ち
凡
夫
が
仏
道
を
歩
め
る
の
か
」、

「
な
ぜ
私
た
ち
の
よ
う
な
凡
夫
が
浄
土
を
願
生
で
き
る
の
か
」
と
い
う
と
、

「
そ
れ
は
如
来
の
は
た
ら
き
だ
か
ら
だ
」

「
仏
の
は
た
ら
き
だ
か
ら
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
、

「
仏
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
と
こ
ろ
に
根
拠
が
あ
る
」
と
。

「『
論
』・『
論
註
』
を
ち
ゃ
ん
と
見
れ
ば
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
」

「
お
師
匠
様
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
凡
夫
が
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。

そ
の
通
り
で
す
」「
し
か
し
そ
の
理
由
は
『
大
経
』
の
本
願
の
方
に
あ
る
ん
で
は
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な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

こ
れ
が
親
鸞
と
法
然
の
師
資
相
承
の
時
に
問
題
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。法

然
上
人
が
親
鸞
聖
人
に
託
し
た
こ
と

そ
れ
は
今
で
も
問
題
で
す
。「
念
仏
が
な
ぜ
大
切
か
」
と
い
う
理
由
を
言
わ
な

い
と
い
け
な
い
。
さ
っ
き
の
僕
の
言
い
方
で
は
足
り
な
い
か
も
し
ら
ん
け
ど

も
、と
に
か
く
本
願
に
帰
っ
て
、仏
様
の
方
で
ち
ゃ
ん
と
凡
夫
と
見
て
、そ
の
凡

夫
を
助
け
る
た
め
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
ふ
う
に
本
願
を
建
て
て
い
る
ん
や
か

ら
、
そ
の
本
願
の
方
に
凡
夫
が
救
わ
れ
る
理
由
が
あ
る
に
決
ま
っ
と
る
。
だ
か

ら「
実
際
面
、表
向
き
に
は
、念
仏
に
よ
っ
て
凡
夫
が
救
わ
れ
る
、そ
れ
で
い
い
。

だ
け
ど
、
裏
の
方
で
は
、
本
願
の
道
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
示
さ
な

け
れ
ば
、
必
ず
聖
道
門
か
ら
問
題
が
起
こ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
時
、
親
鸞

聖
人
は
言
っ
た
と
思
い
ま
す
。

法
然
は「
そ
う
で
す
ね
」と
言
っ
て「
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
今

の
状
況
を
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
聖
道
門
が
出
家
の
僧
侶
だ
け
の
仏
教
を
語
っ

て
い
る
。
だ
か
ら「
凡
夫
ま
で
救
わ
れ
る
、そ
し
て
簡
単
な
行
な
ん
だ
、念
仏
で

い
い
ん
だ
」
と
善
導
大
師
が
お
し
ゃ
っ
て
い
る
、
そ
れ
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、

私
は
浄
土
教
を
独
立
さ
せ
る
と
い
う
仕
事
に
命
を
か
け
ま
す
。
だ
か
ら
、
あ
な

た
は
『
大
経
』
と
「
親
鸞
」
と
い
う
天
親・曇
鸞
の
名
前
を
貰
っ
て
、
私
の
「
念

仏
ひ
と
つ
で
い
い
」
と
い
う
理
由
を
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
親
鸞
に
法
然
上
人

が
託
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

見
て
来
た
こ
と
の
よ
う
に
言
い
ま
す
け
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
と
こ
ろ
に
一
回

携
帯
で
電
話
し
て
聞
い
て
ご
ら
ん（
笑
）。
親
鸞
は「
そ
う
そ
う
」と
言
う
か
ら
。

そ
れ
は
何
も
想
像
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。『
選
択
集
』
を
よ
く
読
む
と
、
こ
れ
一
辺

倒
で
す
。

ひ
と
つ
だ
け
本
願
が
出
て
き
ま
す
。
第
十
八
願
の
本
願
が
王
本
願
だ
と
い
う

ふ
う
に
出
て
来
る
だ
け
で
、法
然
は
、な
ぜ
王
本
願
な
の
か
、な
ぜ
そ
の
十
八
願

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
こ

を
表
と
裏
と
ね
、
き
ち
っ
と
道
理
を
建
て
な
け
れ
ば
、
浄
土
宗
、
法
然
上
人
が

せ
っ
か
く
、
こ
の
日
本
で
浄
土
教
を
独
立
さ
せ
た
こ
と
が
無
駄
に
終
わ
る
か
ら
、

と
思
っ
て
親
鸞
は
命
が
け
で
『
教
行
信
証
』
を
書
い
た
ん
で
す
。

あ
の
人
が
能
力
が
あ
っ
た
と
か
、
な
か
っ
た
と
か
、
も
う
、
そ
ん
な
こ
と
は

関
係
な
い
。
法
然
上
人
が
託
し
た
ん
で
す
。「
親
鸞
と
名
告
り
な
さ
い
」
と
。
そ

し
て「
私
は
実
際
面
、念
仏
ひ
と
つ
で
凡
夫
が
救
わ
れ
る
、こ
れ
を
表
に
し
て
浄

土
教
を
独
立
さ
せ
た
ん
だ
け
ど
も
、そ
の
理
由
の
方
を『
大
経
』の
本
願
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
。

だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
は
全
部
、
教
の
巻
は
『
大
経
』、
そ
し
て

行
の
巻
、
教
、
行
、
信
、
証
、
真
仏
土
、
化
身
土
の
巻
、
全
部
、「
本
願
」
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
本
願
も
、
な
ぜ
そ
の
本
願
が
必
要
な
の
か
と
言
う
と
、
自
力
か
ら

他
力
、「
自
力
を
生
き
る
人
間
を
ど
の
よ
う
に
し
て
阿
弥
陀
が
救
お
う
と
し
て
い

る
か
」
と
い
う
本
願
だ
け
を
選
ん
で
い
る
。
そ
し
て
標
挙
に
し
て
い
る
。
だ
か

ら
『
教
行
信
証
』
全
体
は
本
願
論
だ
と
い
う
の
は
、
法
然
に
託
さ
れ
た
か
ら
で

す
。そ

れ
は
今
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
な
ぜ
念
仏
が
大
切
な
ん
で

す
か
？
」、「
ど
う
し
て
念
仏
で
凡
夫
が
救
わ
れ
る
ん
で
す
か
？
」。
そ
の
理
由
を

『
教
行
信
証
』
は
ど
う
し
て
も
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
教
の
巻
、
今
日
、
最
初
に
読
み
ま
し
た
け
ど
も
、「
謹
ん
で
浄
土
真
宗

を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
」。「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
、
仏
教
が
成
り
立
つ
仏
教
な
ん
で
す
よ
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

そ
れ
以
外
の
仏
教
は
全
部
自
力
を
も
と
に
し
た
仏
教
で
し
ょ
う
。
そ
う
じ
ゃ
な

く
て
如
来
の
本
願
、そ
れ
も
、さ
っ
き
言
っ
た
四
十
八
願
あ
っ
て
、私
た
ち
凡
夫

を
仏
教
に
立
た
せ
る
本
願
と
、
そ
れ
か
ら
凡
夫
を
仏
教
に
立
た
せ
る
に
は
先
生
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が
い
る
。
二
十
二
願
の
浄
土
か
ら
帰
っ
て
来
た
先
生
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
凡
夫

を
仏
教
に
立
た
せ
る
。
そ
う
い
う
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
仏
教
が

「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
仏
教
な
ん
で
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
『
教
行
信
証
』
が

始
ま
る
の
は
、
今
私
が
申
し
上
げ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い

ま
す
。

ち
ょ
っ
と
オ
ー
バ
ー
し
ち
ゃ
っ
た
け
ど
も
、
大
体
お
分
か
り
い
た
だ
け
ま
し

た
ね
。

「『
選
択
集
』が
あ
る
の
に
な
ぜ『
教
行
信
証
』を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
」、
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
の
独
自
性
は
本
願
論
で
す
。
だ
か
ら
や
や
こ

し
い
、
難
し
い
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
、「
凡
夫
が
念
仏
ひ
と
つ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
」
と
い
う
理

由
を
、
本
願
の
方
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
『
教
行
信

証
』の
役
割
、使
命
で
す
。
で
す
か
ら「
教
の
巻
」も
、今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

回
向
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
次
か
ら
実
際
に
一
緒
に
読
ん
で
い
き
ま
す
か
ら
、特
に『
大
経
』の
出
世

本
懐
の
文
は
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、「
凡
夫
が
な
ぜ
救
わ
れ
る
の
か
？
」、
そ

の
実
際
面
が
説
か
れ
て
ま
す
。
つ
ま
り
阿
難
で
す
ね
。
そ
れ
が
お
釈
迦
様
の
教

え
に
遇
う
た
だ
け
で
救
わ
れ
る
。
こ
れ
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
ね
。
そ
れ
を

『
大
経
』
の
文
章
で
読
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
は
二
か
月
あ
り
ま
す
か

ら
、
暗
記
し
て
来
て
く
だ
さ
い
（
笑
）。
い
や
、
ほ
ん
と
ほ
ん
と
。
毎
日
読
ん

ど
っ
た
ら
暗
記
せ
ん
で
も
覚
え
る
。
そ
れ
が
大
事
。

そ
れ
じ
ゃ
あ
一
応
、
今
日
は
こ
こ
ま
で
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
す
。

《
質
疑
》

（
質
問
一
）
先
程
の
話
で
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
「
念
仏
に
帰
し
ぬ
」
の
根

拠
と
し
て
あ
る
の
が
『
教
行
信
証
』
の
「
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

で
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、「
念
仏
に
帰
し
ぬ
」
が
国
土
荘
厳
に
相
当
す
る
な
ら

ば
、「
本
願
に
帰
す
」
が
仏
荘
厳
に
相
当
す
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
国
土
荘
厳
と
い
う
の
は
仏
荘
厳
か
ら
の
回
向
よ
る
と
い

う
解
釈
で
よ
ろ
し
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

（
先
生
）
結
構
で
す
。
そ
う
い
う
読
み
方
は
ね
、
よ
ほ
ど
よ
く
『
論
註
』
を
読

ん
だ
人
で
な
い
と
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
。
け
ど
も
今
お
っ
し
ゃ
た
こ
と
は
究

極
的
に
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
来
、
二
十
九
種
荘
厳
の
国

土
荘
厳
の
中
に
、
主
功
徳
と
い
う
仏
荘
厳
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
眷
属
功
徳
と
い

う
菩
薩
荘
厳
も
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
国
土
荘
厳
の
中
に
実
は
浄
土

の
荘
厳
が
全
部
収
ま
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
あ
え
て
主
功
徳
と
か
菩
薩
荘
厳

と
い
う
も
の
を
別
建
て
し
て
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
も

の
す
ご
く
理
由
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
こ
に
も
書
い
て
な
い
か
ら
、

な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、親
鸞
聖
人
が『
教
行
信
証
』に

引
い
て
い
る
引
き
方
を
よ
く
見
る
と
、
不
虚
作
住
持
功
徳
は
真
仏
土
の
巻
に
引

い
て
ま
す
。

真
仏
土
と
い
う
の
は
、
仏
そ
の
も
の
。
だ
か
ら
不
虚
作
住
持
功
徳
は
衆
生
の

と
こ
ろ
に
持
っ
て
来
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
仏
そ
の
も
の
だ
か
ら
。
だ
か
ら
親
鸞

聖
人
は
真
仏
土
の
巻
に
引
く
。
そ
ん
な
ふ
う
に
親
鸞
聖
人
が
ど
う
読
ん
で
い
た

か
と
い
う
ふ
う
に
見
る
と
、
今
あ
な
た
が
お
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
土
荘

厳
の
中
に
、
国
土
荘
厳
と
い
う
の
は
衆
生
と
直
接
関
係
し
て
い
る
。
私
た
ち
が

さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
光
明
無
量
と
い
う
こ
と
を
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
無
量

寿
と
言
う
と
こ
ろ
に
立
っ
た
本
願
の
世
界
。
そ
の
本
願
の
世
界
を
国
土
荘
厳
と
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し
て
世
親
菩
薩
は
感
動
し
て
述
べ
て
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
あ
え
て
仏
荘
厳

と
菩
薩
荘
厳
が
な
ぜ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
だ

け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
引
用
の
仕
方
か
ら
見
る
と
、
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
通
り
。
仏
荘
厳
は
な
ぜ
衆
生
を
願
生
さ
せ
る
の
か
、理
由
、そ
し
て
、衆
生
を

願
生
さ
せ
る
た
め
に
諸
仏
が
お
る
ん
で
す
と
。
菩
薩
と
言
う
の
は
諸
仏
や
か

ら
、
親
鸞
聖
人
か
ら
い
え
ば
法
然
上
人
が
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
法
然
上
人

の
教
え
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
願
生
す
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
あ
な
た
が
お
っ

し
ゃ
る
よ
う
な
了
解
を
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
そ
の
よ
う
に
了
解
し
た
の
だ
と
い

う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

（
質
問
二
）
最
初
に
伊
藤
さ
ん
み
た
い
な
方
が
質
問
す
る
と
後
の
方
が
質
問

し
に
く
い
ね
。
僕
が
最
初
に
馬
鹿
な
質
問
を
し
て
、
ま
た
ア
ホ
な
こ
と
を
と

思
っ
て
、
そ
の
間
に
考
え
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
け
ど
。
延
塚

先
生
よ
り
立
派
な
話
を
さ
れ
る
先
生
は
も
し
か
し
た
ら
日
本
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
質
問
に
対
す
る
答
え
は
延
塚
先
生
が
日
本
で
一
番

じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
い
つ
も
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
田
畑
先
生
が
「
質
問
し
て

恥
を
か
け
」
と
最
初
言
わ
れ
ま
し
た
よ
ね
。
今
か
ら
僕
も
恥
か
く
か
も
し
れ
な

い
ん
だ
け
ど
、延
塚
先
生
は
、そ
ん
な
恥
ず
か
し
い
よ
う
な
質
問
で
も
、う
ま
い

こ
と
ね
、
か
っ
こ
い
い
よ
う
に
、
ち
ゃ
ん
と
話
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
そ
の
質

問
し
た
人
の
レ
ベ
ル
に
分
か
る
よ
う
に
答
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
僕
は
日
本
で
一
番
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
今
日
の
話
も
、
正
直
半

分
ぐ
ら
い
の
人
は
何
の
こ
っ
ち
ゃ
か
分
か
ら
ん
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ

け
ど
、
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
か
ら
、
普
段
思
っ
て
い
る
こ
と
を
質
問
さ
れ
た

ら
い
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
質
問
を
ひ
と
つ
し
ま
す
。

先
生
、「
教
の
巻
」
は
今
ま
で
考
え
た
事
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
標
挙

は
大
体
四
十
八
願
の
う
ち
の
願
文
を
ど
れ
か
上
げ
る
こ
と
が
多
い
の
に
、「
大
無

量
寿
経
」
だ
け
と
し
て
、
そ
し
て
内
容
も
短
い
し
、『
大
無
量
寿
経
』
の
釈
尊
と

阿
難
が
出
遇
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
し
か
、
そ
れ
も
『
如
来
会
』
も
『
平
等
覚
経
』
も

そ
の
出
遇
い
の
と
こ
ろ
し
か
引
用
し
て
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、「
先
生
に
私
た

ち
が
遇
え
ば
い
い
ん
だ
」と
い
う
の
が「
教
の
巻
」の
教
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
と
、「
光
顔
巍
巍
」
と
釈
尊
を
阿
難
が
仰
い
だ
、「
輝
い
て
い
ま
す
」
と
仰
い
だ
、

初
め
て
本
当
の
師
だ
と
分
か
っ
た
と
い
う
、そ
の「
師
と
出
遇
う
こ
と
だ
け
が
そ

の
教
え
だ
」
と
言
っ
て
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

（
先
生
）
基
本
的
に
は
そ
う
で
す
。
浄
土
教
は
師
の
教
え
に
遇
う
こ
と
ね
。

そ
こ
か
ら
仏
教
が
始
ま
り
ま
す
か
ら
。
で
す
か
ら
基
本
的
に
は
師
の
教
え
に
遇

う
こ
と
か
ら
始
ま
る
か
ら
、
だ
か
ら
教
の
巻
は
師
と
の
出
遇
い
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
ね
、
う
ま
く
言
え
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
何
で
そ
う
い

う
質
問
し
た
の
か
な
と
思
っ
て
さ
っ
き
か
ら
考
え
て
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の

師
の
教
え
に
遇
う
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
。

だ
か
ら
、
い
き
な
り
、
あ
る
日
突
然
、「
光
顔
巍
巍
」
と
輝
き
ま
し
た
と
、
そ

ん
な
馬
鹿
な
こ
と
あ
ら
へ
ん
よ
ね
。
多
分
、
阿
難
は
お
釈
迦
様
の
お
世
話
を
し

て
た
、
ず
う
っ
と
お
世
話
を
し
て
て
ね
、
と
こ
ろ
が
仏
弟
子
の
中
で
、
ま
あ
、
で

き
が
い
い
悪
い
と
い
う
言
い
方
は
ど
う
か
と
思
う
け
ど
も
、
結
局
お
釈
迦
様
が

生
き
と
る
間
、
悟
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
先
に
悟
っ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば

舎
利
弗
。
こ
の
人
は
で
き
が
一
番
良
か
っ
た
。
だ
か
ら
お
釈
迦
様
の
従
弟
で
、

お
釈
迦
様
の
お
世
話
を
し
て
い
る
阿
難
が
ね
、
全
然
悟
れ
な
い
と
い
う
ね
。

あ
の
少
し
、
ま
あ
言
い
方
は
ち
ょ
っ
と
あ
れ
だ
け
ど
、
多
分
白
痴
だ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
周
利
槃
陀
伽
、
あ
の
周
利
槃
陀
伽
で
も
悟
っ
て
る
の
に

ね
、
あ
い
つ
は
何
し
と
ん
の
や
と
、
み
ん
な
か
ら
思
わ
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。
だ

か
ら
き
っ
と
劣
等
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
悩
み
続
け
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。
で
、そ
う
い
う
苦
労
と
言
う
か
、悩
み
と
言
う
か
、そ
れ
が
仏
法
の
教
え
に

遇
う
時
に
必
要
で
す
。

21



だ
れ
で
も
、
あ
る
日
突
然
、
棚
か
ら
ぼ
た
餅
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
。
親
鸞

聖
人
は
ほ
ぼ
二
十
年
か
か
り
ま
し
た
。
あ
の
法
然
上
人
で
も
、
あ
の
で
き
の
い

い
法
然
上
人
が
ち
ゃ
ん
と
は
っ
き
り
そ
う
言
っ
て
る
。
ど
ん
だ
け
日
本
中
探
し

て
回
っ
て
も
師
が
い
な
か
っ
た
。
師
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し

言
う
と
、善
導
の
よ
う
な「
機
の
深
信
」を
教
え
る
人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
と

書
い
て
る
。

わ
か
り
ま
す
ね
。
師
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
ん
で
す
。
だ
か
ら
お
そ
ら

く
、
で
き
が
悪
い
と
い
う
こ
と
を
、
今
度
は
あ
る
意
味
で
言
え
ば
逆
手
に
と
っ

て
、「
こ
の
通
り
で
き
が
悪
い
、
だ
か
ら
仏
法
に
目
覚
め
る
ん
で
す
」
と
い
う
よ

う
な
教
え
に
遇
う
た
め
に
は
、
よ
ほ
ど
の
聞
法
と
苦
し
み
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

だ
け
ど
『
大
経
』
は
出
遇
い
か
ら
し
か
始
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
の『
教
行
信
証
』を
よ
く
読
む
と
、信
の
巻
に
阿
闍
世
の

物
語
が
長
く
引
用
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
父
親
を
殺

し
て
、
そ
し
て
か
さ
ぶ
た
が
で
き
て
、
そ
し
て
苦
し
ん
で
ど
う
し
て
い
い
か
分

か
ら
ん
、
も
う
死
ぬ
よ
う
な
思
い
を
し
な
が
ら
お
釈
迦
様
に
や
っ
と
遇
う
わ
け

で
す
。
そ
れ
が
ね
、
た
ぶ
ん
阿
難
が
出
遇
う
ま
で
の
聞
法
の
苦
労
を
、
親
鸞
聖

人
は
そ
こ
で
足
し
た
ん
だ
と
思
わ
れ
る
ん
で
す
。

で
す
か
ら
阿
難
の
出
遇
い
と
ね
、
そ
れ
か
ら
、
月
愛
三
昧
と
い
う
、
ほ
ら
、
阿

闍
世
が
お
釈
迦
様
に
遇
う
た
と
き
に
叫
ぶ
ね
、
あ
の
叫
び
は
同
じ
。
言
葉
が
同

じ
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
「
月
愛
三
昧
と
お
釈
迦
様
と
阿
難
と
の
出
遇
い
は
同
じ

な
ん
だ
」
と
親
鸞
聖
人
は
見
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
師
と

出
遇
う
ま
で
に
こ
れ
だ
け
の
苦
労
が
い
る
ん
で
す
」
と
い
う
こ
と
を
ご
自
分
の

意
見
じ
ゃ
な
く
て
、経
典
と
し
て『
涅
槃
経
』を
長
く
引
い
て
い
る
。
そ
う
い
う

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
い
い
で
す
か
。

（
註
）：
月
愛
三
昧　

釈
尊
が
阿
闍
世
王
の
身
心
の
苦
悩
を
除
く
た
め
に
入
ら

れ
た
三
昧
の
名
。
清
ら
か
な
月
の
光
が
青
蓮
華
を
開
花
さ
せ
、
ま
た
夜
道
を
行

く
人
を
照
ら
し
歓
喜
を
与
え
る
よ
う
に
、
仏
が
こ
の
三
昧
に
入
れ
ば
、
衆
生
の

煩
悩
を
除
い
て
善
心
を
増
長
さ
せ
、
迷
い
の
世
界
に
あ
っ
て
、
さ
と
り
の
道
を

求
め
る
行
者
に
歓
喜
を
与
え
る
。

（
質
問
三
）
仏
教
用
語
の
内
容
の
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。二

種
の
回
向
の
と
こ
ろ
に
往
相
回
向
と
還
相
回
向
が
あ
っ
て
、
還
相
回
向
の

言
い
方
を「
一
生
補
処
」と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
何
度

も
目
に
す
る
ん
で
す
け
ど
、
わ
ざ
わ
ざ
言
い
換
え
て
、
ど
う
い
う
意
味
か
よ
う

分
か
ら
ん
わ
け
で
す
よ
。
一
生
補
処
と
い
う
意
味
が
。
そ
こ
を
ち
ょ
っ
と
説
明

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
先
生
）
え
っ
と
ね
、
そ
も
そ
も
今
ご
質
問
さ
れ
た
方
は
、
二
十
二
願
の
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
二
十
二
願
を
開
け
て
く
だ
さ
い
。

十
八
頁（
東
聖
典
）の
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
。
二
十
二
願
で
す
が
、こ
こ
を
読
ん

で
み
ま
す
。

「
た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
他
方
の
仏
土
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
衆
、
我
が
国

に
来
生
し
て
、
究
竟
し
て
必
ず
一
生
補
処
に
至
ら
ん
」。
そ
う
で
す
ね
。

こ
こ
ま
で
の
内
容
は
、
阿
弥
陀
の
浄
土
以
外
の
仏
の
浄
土
か
ら
た
く
さ
ん
の

菩
薩
が
阿
弥
陀
の
国
に
来
て
、
そ
し
て
阿
弥
陀
の
姿
を
見
て
、
阿
弥
陀
の
智
慧

に
遇
う
て
、究
極
的
に
は
、「
必
ず
一
生
補
処
に
至
ら
ん
」。
一
生
補
処
と
い
う
の

は
、
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の
仏
と
い
う
も
の
を
補
う
位
と
言
う
意
味
で
す
。
で
す

か
ら
こ
の
世
で
仏
に
な
っ
た
方
は
お
釈
迦
様
一
人
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
い
い

で
す
か
、
皆
さ
ん
が
浄
土
に
生
ま
れ
て
阿
弥
陀
を
見
た
と
き
に
必
ず
仏
に
な
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
一
生
補
処
と
い
い
ま
す
。
お
釈
迦
様

の
次
に
自
分
が
仏
に
な
る
。
そ
れ
を
一
生
補
処
と
い
い
ま
す
。

で
す
か
ら
今
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
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「
た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
他
方
の
仏
土
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
衆
、
我
が
国

に
」、
阿
弥
陀
の
国
に
来
て
、
究
竟
的
に
は
お
釈
迦
様
の
次
に
必
ず
仏
に
な
る
。

そ
の
前
半
の
意
味
を
取
っ
て
、二
十
二
願
を「
一
生
補
処
の
願
」と
言
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。
い
い
で
す
ね
。
そ
の
後
を
読
み
ま
す
。

「
そ
の
本
願
の
自
在
の
所
化
、
衆
生
の
た
め
の
ゆ
え
に
、
弘
誓
の
鎧
を
被
て
、

徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
し
、
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
、
菩
薩
の
行
を
修
し
、

十
方
の
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
沙
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の

道
を
立
て
し
め
ん
を
ば
除
か
ん
。
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢

の
徳
を
修
習
せ
ん
。
も
し
爾
ら
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。」

こ
う
あ
り
ま
す
ね
、
前
半
は
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
阿
弥
陀
の
浄
土
に
生
ま

れ
た
も
の
は
、必
ず
お
釈
迦
様
の
位
を
補
っ
て
、必
ず
仏
に
な
る
。
そ
れ
が「
一

生
補
処
」
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
二
十
二
願
を
前
半
の
方
に
重
き
を
置
い

て
読
む
場
合
に
は
「
一
生
補
処
の
願
」
と
い
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
後
の
方
は
、
必
ず
仏
に
な
る
と
な
っ
た
も
の
が
、
衆
生
の
た
め

に
自
分
は
教
化
し
た
い
と
、
だ
か
ら
諸
仏
の
国
に
、
今
度
は
浄
土
か
ら
出
て

行
っ
て
、
阿
弥
陀
の
浄
土
か
ら
他
の
と
こ
ろ
に
出
て
行
っ
て
ね
、
そ
し
て
自
分

は
教
化
し
た
い
と
い
う
の
な
ら
教
化
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
、
す
ぐ
に
仏
に
な

る
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
や
る
か
ら
、
だ
か
ら
仏
に
な
ら
な
く
て
い
い
か
ら
、

菩
薩
の
ま
ん
ま
教
化
に
出
て
行
き
な
さ
い
と
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
後

半
の
方
の
意
味
を
重
視
し
て
つ
け
る
時
に
は
「
還
相
回
向
の
願
」
と
言
い
ま
す
。

浄
土
か
ら
菩
薩
と
し
て
出
て
来
て
教
化
す
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
ね
、

で
す
か
ら
二
十
二
願
は
「
一
生
補
処
の
願
」
と
言
う
場
合
と
、「
還
相
回
向
の

願
」
と
言
う
場
合
と
、
二
つ
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
ね
。

そ
の
場
合
に
、「
一
生
補
処
の
願
」
と
言
う
時
に
は
、
前
半
の
方
に
必
ず
仏
に
な

る
と
言
う
方
に
主
眼
が
あ
る
言
い
方
だ
と
。
そ
れ
か
ら「
還
相
回
向
の
願
」と
言

う
時
に
は
、
浄
土
か
ら
出
て
来
て
教
化
す
る
還
相
回
向
と
言
う
と
こ
ろ
に
重
き

が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、後
半
の
方
に
重
き
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は「
還
相
回
向

の
願
」
と
読
む
。
だ
か
ら
二
十
二
願
に
は
二
つ
の
願
名
を
使
い
分
け
て
使
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
い
で
す
か
。
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