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第
十
一
回 

教
行
信
証
に
学
ぶ
会 

講
師
：
延
塚
知
道
先
生 

 
 

ラ
イ
ブ
版 

 

２
０
２
１
（令
和
３
）年
８
月
１
９
日 

 
 

会
場 

円
徳
寺 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏 

 

ど
う
も
こ
ん
に
ち
は
。
そ
れ
で
は「
三
帰
依
文
」を
拝
読
し
ま
し
ょ
う
。 

 

人
身
受
け
難
し
、
い
ま
す
で
に
受
く
。
仏
法
聞
き
難
し
、
い
ま
す
で
に
聞
く
。 

こ
の
身
今
生
に
お
い
て
度
せ
ず
ん
ば
、
さ
ら
に
い
ず
れ
の
生
に
お
い
て
か
こ
の
身

を
度
せ
ん
。 

大
衆
も
ろ
と
も
に
、
至
心
に
三
宝
に
帰
依
し
奉
る
べ
し
。 

自
ら
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。
ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
、
大
道

を
体
解
し
て
、
無
上
意
を
発
さ
ん
。 

自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。
ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
、
深
く

経
蔵
に
入
り
て
、
智
慧
海
の
ご
と
く
な
ら
ん
。 

自
ら
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。
ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
、
大
衆

を
統
理
し
て
、
一
切
無
碍
な
ら
ん
。 

無
上
甚
深
微
妙
の
法
は
、
百
千
万
劫
に
も
遭
遇
う
こ
と
難
し
。
我
い
ま
見
聞
し

受
持
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
願
わ
く
は
如
来
の
真
実
義
を
解
し
た
て
ま
つ
ら
ん
。 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏 

   

講
義 

１ 

ど
う
も
こ
ん
に
ち
は
、
大
変
な
中
を
よ
く
お
で
か
け
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
何

か
大
き
な
責
任
を
感
じ
ま
す
。
先
日
７
月
の
１
７
日
か
ら
で
し
た
け
れ
ど
も
、

７
月
い
っ
ぱ
い
、
丁
度
二
週
間
で
す
ね
、
中
一
日
だ
け
休
み
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

東
本
願
寺
で
安
居
（
あ
ん
ご
）
と
い
う
宗
派
で
一
番
大
き
な
学
習
会
、
研
修
会

が
あ
り
ま
し
た
。
全
国
か
ら
い
ろ
ん
な
お
坊
さ
ん
た
ち
が
集
ま
っ
て
来
て
、
朝
８

時
か
ら
昼
１
２
時
ま
で
、
私
は
本
講
を
務
め
て
、
次
講
が
お
り
ま
す
の
で
、
二

人
で
講
義
を
し
て
、
昼
か
ら
１
時
か
ら
３
時
ま
で
、
今
度
は
攻
究
を
や
り
ま
す
。

ひ
と
つ
の
聖
教
を
読
ん
で
、
講
義
を
聞
い
て
、
議
論
す
る
。
そ
れ
を
二
週
間
や

り
ま
す
と
、
皆
さ
ん
や
っ
ぱ
り
勉
強
に
な
る
と
い
う
か
、
も
う
来
る
方
が
半
分

く
ら
い
決
ま
っ
て
ま
し
て
ね
、
一
度
来
る
と
、
も
う
そ
の
時
期
は
安
居
を
し
な
い

と
気
持
ち
が
悪
く
な
る
と
い
う
〝
安
居
病
〟
と
言
う
の
に
か
か
る
の
で
す

（
笑
）
。
た
だ
ま
あ
今
年
は
コ
ロ
ナ
の
状
況
で
し
た
か
ら
人
数
を
制
限
し
て
、
場
所

も
広
い
場
所
を
取
っ
て
（
私
は
本
講
を
務
め
て
）
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
（
テ
キ
ス
ト
：
延
塚
知
道
著
『
二
〇
二
一
年
安
居
本
講
『
大
無
量
寿
経
』
講

讃
－
宗
祖
の
視
点
で
下
巻
を
読
む
－
』
東
本
願
寺
出
版 

２
０
２
１
年
７
月
５

日
発
行
） 

お
一
人
お
一
人
事
情
を
抱
え
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
ま
あ
よ
く
出
て
来
ら
れ

た
と
い
う
方
も
お
ら
れ
る
し
、
そ
れ
か
ら
本
山
で
長
年
要
職
に
勤
め
て
お
ら
れ

た
偉
い
方
た
ち
も
参
加
し
て
お
ら
れ
る
。
よ
く
聞
く
と「
実
は
先
生
、
私
は
人
に

は
言
っ
て
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ガ
ン
な
の
で
す
。
な
の
で
命
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か

保
証
が
で
き
な
い
、
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
今
年
は
来
た
か
っ
た
の
で
す
」
と
言
っ

て
出
席
さ
れ
て
い
る
方
、
そ
の
他
、
い
ろ
い
ろ
ね
。
講
義
を
し
て
い
る
と
ピ
リ
ピ
リ

ピ
リ
と
音
が
鳴
る
の
で
す
。
携
帯
か
と
思
う
と
そ
う
で
は
な
く
て
、
ど
う
も
血

糖
値
を
外
か
ら
調
整
し
な
い
と
で
き
な
い
人
た
ち
、
そ
う
い
う
人
も
何
人
か
来

て
い
ま
し
た
。
要
す
る
に
命
が
け
で
し
た
ね
。
で
す
か
ら
私
の
方
も
と
て
も
応
え
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出
る
力
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
方
が
語
っ
て
く
だ
さ
る
と
思

っ
て
一
生
懸
命
お
話
し
て
き
ま
し
た
。
ま
あ
二
週
間
大
変
で
し
た
け
ど
も
、
私

は
楽
し
か
っ
た
。
楽
し
か
っ
た
し
、
嬉
し
か
っ
た
し
、
ま
あ
皆
さ
ん
と
勉
強
し
て
本

当
に
よ
か
っ
た
な
あ
と
言
う
か
、
皆
さ
ん
後
で
感
想
を
述
べ
た
り
、
謝
辞
を
述
べ

た
り
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
大
変
有
難
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
九
州
か
ら
西
藤

さ
ん
が
付
い
て
来
て
く
だ
さ
っ
て
世
話
を
し
て
下
さ
っ
た
の
で
、
大
変
助
か
り
ま

し
た
。
ま
す
ま
す
、
き
ち
っ
と
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
言
う
気
持
ち
を
新
た
に
し
ま
し
た
。 

 

皆
さ
ん
と
、
今
拝
読
し
て
い
る
の
は『
教
行
信
証
』
の
行
の
巻
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ま
で
お
話
し
た
通
り
、
曇
鸞
以
降
、『
大
経
』に
つ
い
て
お
語
り
に
な
っ
た
方

は
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
七
祖
の
方
た

ち
は『
大
経
』
を「
群
萌
の
仏
道
」
と
し
て
読
ん
で
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
龍
樹
、

天
親
は
菩
薩
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
別
と
し
て
、
群
萌
の
仏
道
し
か
し
親
鸞
聖
人

以
外
に『
大
経
』
に
つ
い
て
明
確
に
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
七
祖
の
方
は
曇
鸞
以
降

い
な
い
の
で
す
。
道
綽
、
善
導
、
源
信
、
源
空
、
こ
れ
は
み
な『
観
経
』
で
し
ょ
う
。

そ
う
す
る
と『
大
経
』
に
つ
い
て
お
語
り
に
な
っ
た
方
は
親
鸞
聖
人
し
か
い
な
い

の
で
す
。
こ
の『
教
行
信
証
』
が
、
親
鸞
聖
人
が『
大
経
』
を「
群
萌
の
仏
道
」
、
群

萌
と
言
う
の
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
、
と
る
に
た
ら
な
い
、

そ
う
い
う
私
た
ち
が
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
道
理
を

明
確
に『
教
行
信
証
』
に
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。 

で
す
か
ら
、
私
は
安
居
の
時
に
も
申
し
ま
し
た
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
教

学
者
た
ち
、
講
録
と
言
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、
親
鸞
聖
人
が

お
決
め
に
な
っ
た
こ
と
、
例
え
ば
七
祖
、
そ
れ
か
ら
私
が
よ
く
言
う
「
真
仮
八

願
」
を
お
選
び
に
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
沢
山
あ
り
ま
す
、
ま
だ
。

少
し
ず
つ
言
え
ば
、『
教
行
信
証
』の
こ
こ
に
な
ぜ
こ
う
い
う
文
章
が
あ
る
の
か
、

な
ぜ
親
鸞
聖
人
の
己
証
で
あ
る「
三
一
問
答
」
と「
三
経
一
異
の
問
答
」
に
源
信

の
文
章
が
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
い
ち
い
ち
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い

と
親
鸞
聖
人
の
お
心
が
わ
か
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
江
戸
時

代
ま
で
は「
宗
祖
が
お
決
め
に
な
っ
た
こ
と
を
末
学
が
詮
索
す
る
資
格
は
な
い
」

と
、
こ
う
言
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
人
は
異
安
心
と
し
て
決
め
つ
け
ら

れ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
長
年
、
今
も
私
の
前
ま
で
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
親
鸞
聖

人
の
お
決
め
に
な
っ
た
こ
と
を
詮
索
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
越
権
行
為
で

あ
る
と
言
う
の
で
、
だ
れ
か
ら
も
相
手
に
さ
れ
な
い
。
要
す
る
に
そ
う
い
う
こ

と
で
す
。 

曽
我
量
深
と
い
う
人
が
ち
ょ
っ
と
や
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
曽
我
さ
ん
は
異
安

心
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
ま
あ
異
安
心
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
、
時
代
が
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
曽
我
さ
ん
の
時
代
だ
っ
た
ら
私
は
多
分
異

安
心
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
だ
け
ど
時
代
が
そ
う
い
う
時
代
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
、

確
か
に
学
問
と
し
て
、
近
代
の
学
問
と
し
て
で
す
よ
、
世
界
の
学
問
と
し
て
考

え
た
と
き
に
、
お
書
き
に
な
っ
た
人
の
お
心
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
も
の
は
学

問
に
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
僕
は「
異
安
心
と
し
て
今
ま
で
や
っ
て
き
た
」
と
言

っ
て
、
安
居
の
報
恩
講
の
時
の
お
話
で
申
し
上
げ
た
。
何
と
言
う
か
、
涙
が
出
て

し
ょ
う
が
な
か
っ
た
け
ど
ね
。
そ
ん
な
ふ
う
に
私
の
前
の
先
生
方
で
、
そ
う
い
う

こ
と
を
問
う
た
人
が
い
な
い
た
め
に
参
考
書
は
一
冊
も
な
い
し
、
だ
か
ら
宗
祖

の『
教
行
信
証
』
と
に
ら
み
合
っ
て
こ
れ
ま
で
何
十
年
も
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
結
果
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
し
た
。「
す
べ
て
の
理
由

は『
大
経
』
に
あ
る
」
と
。
さ
す
が
に
親
鸞
と
い
う
方
だ
と
思
う
。「
親
鸞
の
個
人

的
な
意
見
と
か
、
個
人
的
な
理
由
じ
ゃ
な
く
て
、
理
由
を
尋
ね
て
い
く
と
全
部

『
大
経
』
に
帰
着
す
る
。
お
釈
迦
様
に
帰
着
す
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に『
教
行
信

証
』
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
」
と
わ
か
っ
て
私
は
感
動
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
今

回『
大
経
』を
講
義
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。 

 

そ
れ
で
、
群
萌
を
そ
の
ま
ま
救
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
側
に
何
の
条
件
も

付
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
か
と

言
う
の
が
常
識
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
、
名
号
と
こ
う
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言
っ
て
も
、
そ
れ
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
が
五
劫
の
間
思
惟
し
、

永
遠
の
間
苦
労
し
な
が
ら
、
群
萌
全
体
を
丸
ご
と
救
う
の
は
ど
う
し
た
ら
い
い

か
、
そ
れ
に
悩
み
悩
ん
で
や
っ
と
選
び
取
っ
た
の
が「
選
択
本
願
の
名
号
」
で
す
。

だ
か
ら
こ
れ
は
私
た
ち
の
行
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
如
来
の
方
が
選
び
取
っ

た
名
号
で
あ
る
。
そ
れ
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
よ
く
で
き
る
人
を
救
う
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
で
き
な
い
人
を
ど
う
救
う
か
、
そ
れ
に
苦
労
し
て
選
び

取
っ
た
名
号
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
法
蔵
菩
薩
は
ご
存
知
の
よ
う
に「
法
身
は
、

い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
。
こ

と
ば
も
た
え
た
り
。
」
（『
唯
信
鈔
文
意
』
、
東
聖
典
５
５
４
、
西
７
０
９
～
７
１
０
、

島
２
０
－
８
）
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
覚
り
の
方
が
立
ち
上
が
っ
て
、
だ
か

ら
、
覚
り
を
立
ち
上
が
ら
せ
た
の
は
私
た
ち
の
方
な
の
で
す
。
凡
夫
が
お
る
か

ら
、
苦
し
ん
で
い
る
凡
夫
が
お
る
か
ら
覚
り
の
方
が
立
ち
上
が
っ
て
、
そ
し
て
法

蔵
菩
薩
に
ま
で
な
っ
た
。
つ
ま
り
因
の
法
蔵
菩
薩
の
ご
苦
労
と
、
最
終
的
な
結

果
と
し
て
の
覚
り
と
が
、
私
た
ち
の
分
別
で
考
え
る
と
別
だ
と
考
え
る
の
で
す

が
、
も
と
も
と
一
つ
な
の
で
す
。
だ
か
ら
法
蔵
菩
薩
の
ご
苦
労
に
よ
る
名
号
な

の
だ
と
頭
が
下
が
っ
た
時
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
仏
様
の
世
界
に
い
る
の
だ
と
い
う

感
動
を
あ
た
え
る
よ
う
な
教
え
、
そ
れ
が「
『
大
経
』
の
本
願
の
教
え
」
と「
選
択

本
願
の
名
号
の
教
え
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

こ
れ
は
解
説
で
す
か
ら
、
も
う
こ
れ
以
上
解
説
で
き
な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
人

は
わ
か
っ
て
い
ま
す
、
解
説
し
な
く
て
も
。
多
分
こ
の
中
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と

頭
を
下
げ
て
、
は
じ
め
て
仏
様
の
世
界
に
頭
が
下
が
っ
た
の
だ
と
い
う
人
は
、
も

う
解
説
を
し
な
く
て
も
そ
う
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
だ
け
の
話
で
、

凡
夫
と
言
っ
て
、
自
力
で
救
わ
れ
る
と
思
っ
て
頑
張
っ
て
来
た
け
ど
、
ど
う
に
も

な
ら
ん
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
頭
を
下
げ
た
時
に
、「
あ
あ
、
も
と
も
と
大
き

な
仏
さ
ん
の
世
界
に
お
っ
た
ん
や
」
と
い
う
こ
と
に
目
覚
め
て
い
く
。
そ
れ
は
解

説
で
は
な
く
て
事
実
で
す
ね
。
そ
う
い
う
世
界
を
開
く
名
号
。
そ
れ
を
親
鸞
聖

人
は
他
の
仏
教
と
選
ん
で「
大
行
」
と
い
う
名
前
で
呼
ん
だ
の
で
す
ね
。
そ
れ
は

聖
道
門
の
修
行
と
区
別
し
て
、
人
間
の
こ
ち
ら
か
ら
の
能
力
を
一
切
問
わ
な
い

で
、
仏
様
の
方
か
ら
丸
ご
と
救
う
の
だ
と
。
で
す
か
ら
こ
ち
ら
側
は
、
そ
れ
が
信

じ
ら
れ
る
か
信
じ
ら
れ
な
い
か
だ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
の
話
で
す
。
信
じ
ら
れ
な

い
か
ら
、
世
間
の
金
や
地
位
や
名
誉
の
方
に
走
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
け
ど
も
信

じ
ら
れ
た
者
は
仏
様
の
世
界
を
本
国
と
す
る
。
私
が
本
来
帰
る
べ
き
場
所
だ
と
。

そ
こ
に
腹
が
決
ま
る
の
だ
と
。
こ
う
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。 

そ
う
い
う
名
号
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
の
が
行
の
巻
で
す
が
、
行
の
巻
に
は「
諸

仏
称
名
の
願
」
、
こ
れ
が
行
の
巻
の
目
次
、
つ
ま
り
標
挙
（
ひ
ょ
う
こ
）
に
な
り
ま

す
ね
。
そ
し
て
各
巻
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
諸
仏
称
名
の
願
を
め
ぐ
っ
て
経
典
の

引
文
が
始
ま
り
ま
す
。
大
行
釈
は
お
話
し
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
は
省
き
ま
す
が
、

大
行
釈
が
終
わ
る
と
経
典
の
引
用
が
始
ま
り
ま
す
ね
。
こ
こ
が
大
切
な
の
で
す
、

本
当
は
ね
。『
教
行
信
証
』
は
全
部
各
巻
そ
う
な
っ
て
ま
す
か
ら
、
前
回
も
た
ぶ

ん
後
半
の
方
で
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
行
の
巻
の

「
経
文
引
証
」
（
き
ょ
う
も
ん
い
ん
し
ょ
う
）
は
１
５
７
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
に「
諸
仏

称
名
の
願
」と
、
こ
う
あ
げ
て「
『
大
経
』に
言
わ
く
、
設
い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
、

十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
．
こ
と
ご
と
く
咨
嗟
し
て
我
が
名
を
称
せ
ず
は
、
正

覚
を
取
ら
じ
、
と
」。
（西
１
４
１
、
島
１
２
－
６
） 

こ
れ
が
諸
仏
称
名
の
願
の
経
典
、『
大
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
因
願
。
四
十
八

の
本
願
の
第
十
七
番
目
の
本
願
そ
の
ま
ま
、
因
願
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
ま
た
言
わ
く
、
我
仏
道
を
成
る
に
至
り
て
名
声
十
方
に
超
え
ん
。
究
竟
し
て
聞

こ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
、
と
。
衆
の
た
め
に
宝
蔵
を
開

き
て
広
く
功
徳
の
宝
を
施
せ
ん
。
常
に
大
衆
の
中
に
し
て
説
法
師
子
吼
せ
ん
、

と
」
。 こ

れ
が
引
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に『
大
経
』
の
上
巻

に
説
か
れ
て
い
る「
三
誓
偈
」
（
さ
ん
せ
い
げ
）
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
ま
ず
『
大
経
』
の
第
十
七
願
、
因
願
が
引
か
れ
て
、
そ
の
次
に「
三
誓
偈
」

が
引
か
れ
て
来
る
の
で
す
ね
。
普
通
は
、
例
え
ば
信
の
巻
を
開
け
て
み
ま
し
ょ
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う
か
、
２
１
２
ペ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
信
の
巻
で
す
け
ど
も
、「
至
心
信

楽
の
本
願
の
文
」
と
言
う
題
を
つ
け
て
、「
『
大
経
』
に
言
わ
く
、
設
い
我
仏
を
得

た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
う

て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ま
れ
ざ
れ
ば
正
覚
を
取
ら
じ
と
。
た
だ
五
逆
と

誹
謗
正
法
を
除
く
、
と
」
。
（
西
２
１
２
、
島
１
２
－
５
６
）
こ
れ
は『
大
経
』
の
至

心
信
楽
の
願
の
因
願
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
相
当
す
る
。
そ
う
す
る
と
そ
の
次
に

「
『
無
量
寿
如
来
会
』
に
言
わ
く
」
と
あ
っ
て
、「
も
し
我
無
上
覚
を
証
得
せ
ん
時
、

余
仏
の
刹
の
中
の
も
ろ
も
ろ
の
有
情
類
、
我
が
名
を
聞
き
已
り
て
、
所
有
の
善

根
心
心
に
回
向
せ
し
む
。
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
じ
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も

し
生
ま
れ
ず
は
菩
提
を
取
ら
じ
と
。
た
だ
無
間
悪
業
を
造
り
、
正
法
お
よ
び
も

ろ
も
ろ
の
聖
人
を
誹
謗
せ
ん
を
ば
除
く
、
と
。
已
上
」と
。 

こ
れ
は『
無
量
寿
如
来
会
』
の
十
八
願
の
因
願
の
方
で
す
。
わ
か
り
ま
す
ね
。

普
通
は
、
親
鸞
聖
人
と
い
う
方
は
も
の
す
ご
い
学
者
で
し
た
か
ら
、
私
た
ち
が

所
依
に
し
て
い
る
康
僧
鎧
訳
の『
大
経
』
は
古
い
訳
、
旧
訳
で
す
。
だ
か
ら
古
い

訳
で
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
よ
、
そ
れ
か
ら『
無
量
寿
如
来
会
』
と
い
う
の
は
新

訳
で
す
。
一
番
新
し
い
訳
で
す
。
で
す
か
ら『
無
量
寿
如
来
会
』の
十
八
願
と
同

じ
よ
う
に
、
同
じ
十
八
願
を
引
い
て
、
旧
訳
で
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
よ
、
新
訳

で
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
よ
、
と
い
う
ふ
う
に『
大
経
』を
引
く
と
必
ず
『
無
量
寿

如
来
会
』
を
、
同
じ
も
の
を
引
く
の
が
常
套
な
の
で
す
。
他
の
と
こ
ろ
は
皆
そ
う

な
っ
て
い
ま
す
、
だ
い
た
い
ね
。
信
の
巻
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
証
の
巻
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
か
、
２
８
１
ペ
ー
ジ
ね
。
こ
こ
に「
必
至
滅
度
の
願
文
」
と
出
て
る
で
し
ょ

う
。
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
に
、 

「
『
大
経
』
に
言
わ
く
、
設
い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
国
の
中
の
人
天
、
定
聚
に
住

し
、
必
ず
滅
度
に
至
ら
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
、
と
。
已
上
」
、
こ
れ
が『
大
経
』
、

旧
訳
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
『
無
量
寿
如
来
会
』に
言
わ
く
、
も
し
我
成
仏
せ

ん
に
、
国
の
中
の
有
情
、
も
し
決
定
し
て
等
正
覚
を
成
り
、
大
涅
槃
を
証
せ
ず
は
、

菩
提
を
取
ら
じ
、
と
。
已
上
」（西
３
０
７
～
３
０
８
、
島
１
２
－
１
１
９
） 

 

こ
れ
は『
大
経
』
と『
無
量
寿
如
来
会
』
。
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
旧
訳
と

新
訳
を
同
じ
因
願
を
並
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
必
ず
、
今
度
は
、「
願
成

就
の
文
」
と
あ
っ
て
、『
大
経
』
の
願
成
就
の
文
と『
如
来
会
』
の
願
成
就
の
文
を

挙
げ
る
。
こ
こ
も
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
必
ず
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
わ
か

り
ま
す
ね
、
私
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
。 

と
こ
ろ
が
こ
の
行
の
巻
に
限
っ
て
は
、
第
十
七
願
の
因
願
が
挙
げ
ら
れ
ま
し

た
か
ら
、
そ
の
次
に『
無
量
寿
如
来
会
』の
因
願
が
挙
げ
ら
れ
れ
ば
順
当
な
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
は「
『
大
経
』
に
言
わ
く
」
と
い
う
因
願
が
挙
げ
ら
れ
る
と
、

『
大
経
』
の「
三
誓
偈
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
願
成
就
の
文
が
挙

げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り『
大
経
』の
本
願
成
就
文
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

「
願
成
就
の
文
、『
経
』
に
言
わ
く
、
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
み
な
共
に
無

量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
讃
嘆
し
た
ま
う
。
已
上
」
と
。
そ
し
て
、

「
ま
た
言
わ
く
、
無
量
寿
仏
の
威
神
、
十
方
世
界
に
極
ま
り
な
し
。
無
量
無
辺

不
可
思
議
の
諸
仏
如
来
、
彼
を
称
嘆
せ
ざ
る
は
な
し
、
と
。
巳
上
」
（
東
聖
典
１

５
８
、
西
１
４
２
、
島
１
２
－
７
）
。
こ
れ
は「
東
方
偈
」
（
と
う
ぼ
う
げ
）
で
す
。

「
三
誓
偈
」
の
方
は
、
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
よ
、
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
の
本
願

を
説
い
て
、
終
わ
る
と
す
ぐ
に「
三
誓
偈
」
が
説
か
れ
る
。
だ
か
ら
私
は
こ
れ
ま

で
何
度
か
申
し
ま
し
た
け
ど
も
、
四
十
八
の
本
願
を
三
つ
の
本
願
に
ま
と
め
た

の
だ
と
い
う
ふ
う
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、「
名
号
に
よ
っ
て
救
わ
れ

る
」
。「
凡
夫
が
救
わ
れ
る
」
。
そ
し
て
、「
世
を
超
え
る
」
と
い
う
救
い
が
実
現
さ

れ
る
。
こ
の
三
つ
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が「
三
誓
偈
」で
す
ね
。
で
す
か
ら「
三

誓
偈
」
の
方
は
法
蔵
菩
薩
の
歌
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
因
願
の
歌
で
す
。
因
の
歌
。

そ
れ
に
対
し
て「
東
方
偈
」
の
方
は『
大
経
』
の
下
巻
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の

因
願
を
受
け
て
、『
大
経
』
の
本
願
を
受
け
て
お
釈
迦
様
が
自
分
に
体
得
さ
れ

て
、
そ
し
て
釈
尊
の
成
就
の
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
歌
で
す
。
な
ぜ
か
行
の
巻
に
は

最
初
か
ら
第
十
七
願
の
規
定
と
い
う
か
、
例
え
ば
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

信
の
巻
だ
っ
た
ら
第
十
八
願
に
限
定
さ
れ
て
、
第
十
八
願
の
因
願
と
成
就
文
。
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証
の
巻
だ
っ
た
ら
第
十
一
願
、
必
至
滅
度
の
願
に
限
定
さ
れ
て
、
因
願
と
成
就

文
。
そ
れ
か
ら『
無
量
寿
如
来
会
』。
こ
う
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

と
こ
ろ
が
ど
う
も
、
こ
の
行
の
巻
だ
け
は
引
き
方
が
お
か
し
い
。
因
願
の
後
に
、

確
か
に
因
願
の
歌
で
あ
る「
三
誓
偈
」
が
引
か
れ
ま
す
し
、
い
き
な
り
今
度
は
成

就
文
が
引
か
れ
て
、
そ
し
て
成
就
の
歌
の「
東
方
偈
」
が
引
か
れ
て
来
る
。
そ
の

次
の
文
章
も
、
こ
れ
は「
東
方
偈
」で
一
番
大
切
な
と
こ
で
す
。 

「
ま
た
言
わ
く
、
そ
の
仏
の
本
願
力
、
名
を
聞
き
て
往
生
せ
ん
と
欲
え
ば
、
み
な

こ
と
ご
と
く
か
の
国
に
到
り
て
自
ず
か
ら
不
退
転
に
致
る
、
と
。
已
上
」
。
こ
れ

は「
東
方
偈
」
の
中
で
一
番
大
事
な
歌
で
す
。
そ
う
す
る
と
成
就
の
と
こ
ろ
に

「
東
方
偈
」が
引
か
れ
て
来
る
。
そ
し
て
今
度
は
、「
『
無
量
寿
如
来
会
』に
言
わ

く
、
」と
言
っ
て
、「
い
ま
如
来
に
対
し
て
弘
誓
を
発
せ
り
。
当
に
無
上
菩
提
の
因

を
証
す
べ
し
。
も
し
も
ろ
も
ろ
の
上
願
を
満
足
せ
ず
は
、
十
力
無
等
尊
を
取
ら

じ
、
と
。
心
あ
る
い
は
常
行
に
堪
え
ざ
ら
ん
も
の
に
施
せ
ん
。
広
く
貧
窮
を
済
い

て
も
ろ
も
ろ
の
苦
を
免
れ
し
め
、
世
間
を
利
益
し
て
安
楽
な
ら
し
め
ん
、
と
。
乃

至 

最
勝
丈
夫
修
行
し
巳
り
て
、
か
の
貧
窮
に
お
い
て
伏
蔵
と
な
ら
ん
。
善
法
を

円
満
し
て
等
倫
な
け
ん
。
大
衆
の
中
に
し
て
師
子
吼
せ
ん
、
と
。
巳
上
抄
出
」 

こ
れ
は『
無
量
寿
如
来
会
』と
し
て
引
く
の
な
ら
ば
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
十

七
願
の
因
願
を
引
け
ば
い
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が『
無
量
寿
如
来
会
』と
言
い

な
が
ら
第
十
七
願
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
す
み
ま
せ
ん
ね
、
や
や
こ
し
い

こ
と
を
言
う
て
。『
大
経
』の
十
七
願
、「
三
誓
偈
」、
成
就
文
、「
東
方
偈
」、
そ

し
て
今
度
は『
無
量
寿
如
来
会
』。
そ
し
た
ら
こ
れ
、『
無
量
寿
如
来
会
』
の
第

十
七
願
が
こ
こ
に
来
れ
ば
、
ま
だ
な
ん
と
な
く
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
も
無

し
に
い
き
な
り
こ
こ
は
、『
無
量
寿
如
来
会
』の「
三
誓
偈
」の
歌
が
引
か
れ
て
く

る
。
そ
う
な
っ
て
ま
す
ね
。
す
み
ま
せ
ん
ね
、
や
や
こ
し
い
こ
と
を
言
う
て
。
こ

れ
大
事
な
ん
で
す
。 

そ
し
て
、
そ
の
次
に
、「
ま
た
言
わ
く
、
阿
難
、
こ
の
義
利
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、

無
量
無
数
不
可
思
議
無
有
等
等
無
辺
世
界
の
諸
仏
如
来
、
み
な
共
に
無
量
寿

仏
の
所
有
の
功
徳
を
称
讃
し
た
ま
う
、
と
。
已
上
」 

こ
う
い
う
文
章
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
実
は『
無
量
寿
如
来
会
』
の「
東
方

偈
」の
歌
で
す
。
前
の
は『
無
量
寿
如
来
会
』の「
三
誓
偈
」で
し
た
ね
。
今
度
は

『
無
量
寿
如
来
会
』の「
東
方
偈
」が
引
用
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
引
用
の
仕

方
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
信
の
巻
、
証
の
巻
と
は

違
う
わ
け
で
す
。
引
用
の
仕
方
も
ね
。
そ
ん
な
こ
と
は
ま
あ
、
親
鸞
聖
人
が
書

い
た
時
に
そ
う
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
理
由
が
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
が
な
か
な
か
解
け
な
か
っ
た
。
難
し
か
っ

た
。
普
通
は
十
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
の
因
願
と
成
就
文
を
述
べ
る
と
こ
ろ

を
、
な
ぜ
、
む
し
ろ
こ
れ
は『
無
量
寿
如
来
会
』の
と
こ
ろ
に
は
願
文
は
な
く
歌

だ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
す
る
と
親
鸞
聖
人
の
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
こ
と
を
言

う
時
に
は
、
ど
う
も
願
文
以
上
に「
三
誓
偈
」と「
東
方
偈
」
と
、
こ
れ
が
大
切

だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
ぼ
ん
や
り
わ
か
り
ま
す
。 

『
大
経
』も「
三
誓
偈
」、「
東
方
偈
」。『
無
量
寿
如
来
会
』
は
願
文
も
な
く
て

「
三
誓
偈
」、「
東
方
偈
」。
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
し
か
も
今
度
は
、
そ
の
次
に

『
仏
説
諸
仏
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
』
と
、
こ
う
い
う
の
が

出
て
来
ま
す
が
、
こ
れ
は『
大
阿
弥
陀
経
』と
言
う
古
い
経
典
で
す
。
こ
れ
は
二

十
四
し
か
本
願
が
あ
り
ま
せ
ん
。
〝
二
十
四
願
経
〟
。
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に

『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』と
い
う
経
典
が
出
て
来
ま
す
が
、
こ
れ
も
古
い『
大

経
』で
す
。『
大
経
』で
す
よ
。『
大
阿
弥
陀
経
』も『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』

（『
平
等
覚
経
』）も
、
ど
ち
ら
も
私
た
ち
が
所
依
に
し
て
い
る
康
僧
鎧
訳
の『
大

経
』と
同
じ
仲
間
、
古
い『
大
経
』の
異
訳
に
な
り
ま
す
。『
大
阿
弥
陀
経
』
と

『
平
等
覚
経
』は
二
十
四
し
か
本
願
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
で
す
か
ら
、
丁
度
私

た
ち
の『
大
経
』の
半
分
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
願
文
が
一
緒
に
な
っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
こ
こ
で
引
か
れ
る
の
は
十
七
願
と
十
八
願
と
が
一
緒
に
な
っ
て
い

る
。
二
十
四
願
経
は
ね
。
だ
か
ら
も
と
も
と
は
、
い
い
で
す
か
、
も
と
も
と
は
十
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七
願
と
十
八
願
は
一
緒
な
の
だ
と
考
え
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。 

「
た
だ
念
仏
し
な
さ
い
」と
い
う
教
え
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
頭
を
下
げ

て
信
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は「
た
だ
念
仏
し
な
さ
い
」と
言
う
方
か
ら
言
え
ば
十
七

願
。
と
こ
ろ
が
信
じ
る
私
た
ち
の
方
か
ら
い
え
ば
十
八
願
だ
か
ら
、
出
来
事
は

一
緒
な
の
で
す
。
出
遇
い
の
出
来
事
を
一
言
で
言
え
ば
、
今
言
っ
た
よ
う
に「
た

だ
念
仏
し
な
さ
い
」と
い
う
十
七
願
の
教
え
に
遇
う
て
、「
私
は
信
じ
ま
す
」と
、

こ
う
な
る
の
だ
か
ら
、
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
に
遇
う
た
時
の
体
感
、

こ
の「
身
」の
体
験
か
ら
言
え
ば
、
も
と
も
と
は
〝
十
七
願
と
十
八
願
と
は
離

れ
な
い
〟
。
そ
う
考
え
た
方
が
い
い
。
親
鸞
聖
人
も
そ
う
考
え
て
お
ら
れ
る
か

ら
、
今
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば『
三
経
往
生
文
類
』（東
４
６
８
～
、
西
６
２

６
、
島
１
６
－
１
～
）
な
ど
で
は
十
七
願
と
十
八
願
を
一
緒
に
し
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
体
験
か
ら
言
え
ば
一
緒
な
の
だ
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と

『
大
阿
弥
陀
経
』、『
平
等
覚
経
』、
こ
れ
は
実
に
体
感
に
即
し
て
説
か
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
段
々
段
々
、
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
か
、
伝
承
さ
れ
て
い
く

間
に
、
い
や「
行
」は「
行
」、「
機
」は「
機
」と
分
け
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
十
七
願
の
願
文
と
十
八
願
の
願
文
と
が
分
か
れ
て
い
っ
た

と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
こ
の『
大
阿
弥
陀
経
』も『
平
等
覚
経
』も
十
七
願
と
十
八
願
と

は
同
じ
願
文
と
し
て
説
か
れ
ま
す
。
そ
こ
を
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
で
す
け
ど
読

ん
で
み
ま
す
よ
。
（東
聖
典
１
５
８
、
西
１
４
２
、
島
１
２
－
７
）「
『
仏
説
諸
仏
阿

弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
』に
言
わ
く
、
第
四
に
願
ず
ら
く
」と

あ
り
ま
す
か
ら
、
二
十
四
願
の
第
四
の
願
の
と
こ
ろ
に「
「
そ
れ
が
し
作
仏
せ
し

め
ん
時
、
我
が
名
字
を
も
っ
て
、
み
な
八
方
上
下
無
央
数
の
仏
国
に
聞
こ
え
し
め

ん
。
み
な
、
諸
仏
お
の
お
の
比
丘
僧
大
衆
の
中
に
し
て
、
我
が
功
徳
・国
土
の
善

を
説
か
し
め
ん
」。
こ
こ
ま
で
が
十
七
願
で
す
。
名
号
を
も
っ
て
救
い
た
い
と
。
こ

う
い
う
意
味
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
今
の
と
こ
ろ
ま
で
が
十
七
願
に
な
り
ま

す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
十
七
願
と
一
つ
に
な
っ
て「
諸
天
・人
民
・蜎
飛
・蠕
動
の

類
、
我
が
名
字
を
聞
き
て
慈
心
せ
ざ
る
は
な
け
ん
。
歓
喜
踊
躍
せ
ん
者
、
み
な

我
が
国
に
来
生
せ
し
め
、
こ
の
願
を
得
て
い
ま
し
作
仏
せ
ん
。
こ
の
願
を
得
ず

は
、
終
に
作
仏
せ
じ
」と
。
巳
上
」。
こ
こ
ま
で
が
十
八
願
で
す
。
念
仏
の
教
え
を

い
た
だ
い
て
私
は
歓
喜
踊
躍
し
て
、
阿
弥
陀
の
国
に
生
ま
れ
て
い
き
た
い
と
、
こ

う
思
う
た
ん
だ
と
い
う
願
文
ね
。
今
の
と
こ
ろ
が
十
八
願
で
す
か
ら
、『
大
阿

弥
陀
経
』で
は
第
四
願
に
十
七
と
十
八
が
一
つ
に
な
っ
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う

ふ
う
に
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

『
無
量
寿
清
浄
平
等
覚
経
』も
同
じ
こ
と
で
す
。
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
読
ん
で

み
ま
す
ね
。 

「
我
作
仏
せ
ん
時
、
我
が
名
を
し
て
」、
こ
の
名
で
す
。
ま
ず
名
。「
我
が
名
を
し

て
八
方
・上
下
・無
数
の
仏
国
に
聞
か
し
め
ん
。
諸
仏
、
お
の
お
の
弟
子
衆
の
中

に
し
て
我
が
功
徳
・国
土
の
善
を
嘆
ぜ
ん
」。
こ
こ
ま
で
が
十
七
願
で
す
。
そ
う
で

す
ね
、
我
が
名
を
も
っ
て
ほ
め
た
い
と
言
う
ん
で
す
か
ら
十
七
願
。
そ
の
次
、

「
諸
天
・人
民
・蠕
動
の
類
、
我
が
名
字
を
聞
き
て
み
な
こ
と
ご
と
く
踊
躍
せ
ん

も
の
、
我
が
国
に
来
生
せ
し
め
ん
。
し
か
ら
ず
は
我
作
仏
せ
じ
、
と
」。
こ
こ
ま
で

が
第
十
八
願
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら『
大
阿
弥
陀
経
』も『
平
等
覚
経
』も
ど

ち
ら
も
十
七
と
十
八
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
願
を
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
十
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
に
つ
い
て
経
典
を
引
文
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
当

然
と
言
え
ば
当
然
な
わ
け
で
す
ね
。 

と
こ
ろ
が
そ
の
後
に
、
二
十
願
の
文
章
、
願
が
出
て
来
る
の
で
す
。『
無
量
清

浄
平
等
覚
経
』の
そ
の
十
七
願
と
十
八
願
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
文
章
が
出
ま

し
た
ね
。
そ
の
次
に「
我
作
仏
せ
ん
時
、
他
方
仏
国
の
人
民
、
前
世
に
悪
の
た
め

に
我
が
名
字
を
聞
き
、
お
よ
び
正
し
く
道
の
た
め
に
我
が
国
に
来
生
せ
ん
と
欲

わ
ん
。
寿
終
え
て
み
な
ま
た
三
悪
道
に
更
ら
ざ
ら
し
め
て
、
す
な
わ
ち
我
が
国

に
生
ま
れ
ん
こ
と
、
心
の
所
願
に
あ
ら
ん
。
し
か
ら
ず
は
我
作
仏
せ
じ
、
と
」。
こ

う
い
う
願
が
出
て
来
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
過
去
の
世
に

悪
の
た
め
に
名
字
を
聞
い
た
。
つ
ま
り
仏
法
を
利
用
し
た
。
例
え
ば
皆
さ
ん
よ
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く
ご
存
知
の
堤
婆
達
多
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の
仏
法
を
利
用
し
て
、
そ
し
て
お

釈
迦
様
を
殺
し
て
自
分
が
王
様
に
な
ろ
う
と
企
て
た
。
そ
う
い
う
仏
教
の
関
わ

り
方
を
し
た
者
と
、「
お
よ
び
正
し
く
道
の
た
め
に
我
が
国
に
来
生
せ
ん
と
欲

わ
ん
」、
正
し
く
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
思
っ
て
、
正
し
く
仏
道
を
学
ん
だ
人

と
、「
寿
終
え
て
み
な
ま
た
三
悪
道
に
更
ら
ざ
ら
し
め
て
、
す
な
わ
ち
我
が
国

に
生
ま
れ
ん
こ
と
、
心
の
所
願
に
あ
ら
ん
」。
つ
ま
り
、
仏
法
を
利
用
し
て
、
自

分
の
名
誉
や
地
位
の
た
め
仏
法
を
利
用
し
て
、
そ
う
い
う
悪
の
た
め
に
仏
法
を

利
用
し
た
者
と
、
正
し
く
仏
教
を
学
ん
だ
者
と
は
、
ど
ち
ら
も
三
悪
道
に
は
帰

ら
な
い
で
ほ
し
い
と
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
仏
に
な
ら
な
け
れ
ば
私
は
仏
に
な
ら

ん
と
誓
っ
て
い
る
の
が
阿
弥
陀
仏
で
す
。 

い
や
あ
、
こ
の
へん
し
か
し
大
事
な
と
こ
で
す
よ
。
人
ご
と
と
し
て
聞
く
と
、

堤
婆
達
多
か
と
思
う
か
も
し
ら
ん
け
ど
、
私
た
ち
の
日
頃
の
生
活
を
見
る
と
、

な
か
な
か
仏
法
に
向
か
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
ね
。
け
れ
ど
も「
仏
法
に
向
か

っ
て
い
よ
う
と
向
か
っ
て
い
ま
い
と
、
ど
ち
ら
も
救
い
取
る
の
が
阿
弥
陀
仏
で
す
」

と
、
こ
う
言
っ
て
る
。
そ
う
い
う
文
章
を
と
言
う
か
、
そ
う
い
う
願
文
を
親
鸞

聖
人
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
引
い
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
十
七
願
の
諸
仏

称
名
の
願
と
い
う
の
は
、
前
に
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
私
は
阿
弥
陀
仏
と
し

て
名
号
が
世
界
中
に
広
ま
っ
て
ほ
し
い
」と
。
そ
れ
は
自
慢
し
た
い
ん
じ
ゃ
な
く

て
、「
私
は
ど
ん
な
人
で
も
救
い
た
い
、
根
源
仏
に
な
り
た
い
の
だ
」と
。
こ
う
誓

っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
根
源
仏
に
な
り
た
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
も

っ
と
も
っ
と
突
き
詰
め
て
行
け
ば
、「
ど
う
に
も
な
ら
ん
奴
も
な
る
奴
も
、
ど
っ

ち
と
も
救
う
の
が
名
号
だ
」と
。
こ
う
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で

す
ね
。 

そ
う
い
う
諸
仏
称
名
の
願
の
意
味
を
今
言
っ
た
よ
う
に
広
げ
て
、
そ
し
て
、

こ
こ
で
〝
経
文
引
証
〟
を
親
鸞
聖
人
は
丁
寧
に
や
っ
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

皆
さ
ん
こ
れ
を
読
む
と
眠
た
く
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
ま
あ
し
ょ
う
が
な
い

ね
、
そ
れ
は
。
こ
の
へん
は
博
士
課
程
の
ゼ
ミ
な
ん
か
に
な
る
と
目
が
キ
ラ
キ
ラ

し
て
く
る
と
こ
で
す
。「
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
」と
。「
親
鸞
何

で
こ
ん
な
や
や
こ
し
い
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
」と
言
っ
て
、
目
を
キ
ラ
キ
ラ
し

て「
わ
か
ら
ん
、
こ
ん
な
も
ん
わ
か
ら
ん
」と
言
う
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら「
何
言

う
と
ん
の
や
」と
。「
宗
祖
が
こ
う
書
い
と
る
に
は
理
由
が
あ
る
」と
。「
こ
れ
は

こ
う
言
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
言
っ
て
や
る
の
が
僕
の
仕
事
や
。
そ

れ
に
よ
っ
て
着
地
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
は
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
ど
う
も

諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
枠
内
で
は
納
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
問
題
を
、「
三
誓
偈
」

っ
て
言
っ
た
ら
こ
れ
四
十
八
全
部
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら「
東
方
偈
」
も
こ
れ
全

部
納
め
て
歌
っ
た
歌
で
す
か
ら
ね
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
は
行
の
巻
だ
け
で
は
収

め
ら
れ
な
い
よ
う
な
問
題
も
含
め
て
親
鸞
聖
人
が
〝
経
文
引
証
〟
し
て
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
今
言
っ
た
よ
う
に「
過
去
世
に
い
い
こ
と
を
し
た
人
も
悪
い
こ
と
を

し
た
人
も
、
ど
っ
ち
も
救
い
取
り
た
い
」。
こ
う
誓
っ
て
ね
、
そ
の
次
に
ま
た
こ
れ

や
や
こ
し
い
こ
と
を
言
っ
て
申
し
訳
な
い
ん
だ
け
ど
も
、
せ
っ
か
く
や
か
ら
読
み

ま
す
よ
、
も
う
。
寝
ろ
う
が
寝
る
ま
い
が
（笑
）。
い
き
な
り
、「
阿
闍
世
王
太
子

お
よ
び
五
百
の
長
者
子
、
無
量
清
浄
仏
の
二
十
四
願
を
聞
き
て
、
み
な
大
き
に

歓
喜
し
踊
躍
し
て
、
心
中
に
と
も
に
願
じ
て
言
わ
ま
く
」、「
阿
闍
世
王
太
子
お

よ
び
五
百
の
長
者
子
」と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
い
く
つ
か
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、

阿
闍
世
の
こ
と
だ
と
。
阿
闍
世
と
言
う
の
は
仏
法
に
背
い
て
来
た
人
。
そ
の
阿

闍
世
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
阿
闍
世
の
息
子
の
こ
と
な
の
か
は
特
定
で
き

ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
仏
法
に
背
い
て
来
た
人
の
象
徴
的
な
名

前
。
そ
の
仏
法
に
背
い
て
来
た「
阿
闍
世
王
太
子
お
よ
び
五
百
の
長
者
子
、
無

量
清
浄
仏
の
二
十
四
願
を
聞
き
て
、
み
な
大
き
に
歓
喜
し
踊
躍
し
て
、
心
中
に

と
も
に
願
じ
て
言
わ
ま
く
、「
我
等
後
に
、
作
仏
せ
ん
時
、
み
な
無
量
清
浄
仏
の

ご
と
く
な
ら
し
め
ん
」と
」。
わ
か
り
ま
す
ね
。
こ
の『
平
等
覚
経
』
を
聞
い
て
ね
、

今
ま
で
仏
法
に
背
い
て
来
た
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、「
私
は
仏
に
な
る
時
に
は

阿
弥
陀
仏
の
よ
う
に
な
り
た
い
」と
、
こ
う
叫
ん
だ
の
で
す
。「
仏
す
な
わ
ち
こ
れ
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を
知
ろ
し
め
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
比
丘
僧
に
告
げ
た
ま
わ
く
」と
。
お
釈
迦
様
が

こ
れ
を
よ
く
知
っ
て
、
諸
々
の
弟
子
た
ち
に
今
度
は
お
釈
迦
様
の
方
か
ら
告
げ

た
と
。「
「
こ
の
阿
闍
世
王
太
子
お
よ
び
五
百
の
長
者
子
、
後
無
央
数
劫
を
却
り

て
、
み
な
当
に
作
仏
し
て
無
量
清
浄
仏
の
ご
と
く
な
る
べ
し
」と
」。
わ
か
り
ま
す

ね
。
こ
の
阿
闍
世
王
は
今
ま
で
仏
教
に
背
い
て
来
た
。
し
か
し
今
、
こ
れ
か
ら
必

ず
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
な
仏
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
お
釈
迦
様
が
皆
に
告
げ
た
。

そ
し
て「
仏
の
言
わ
く
」、
お
釈
迦
様
が
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
た
。「
「
こ
の
阿

闍
世
王
太
子
・五
百
の
長
者
子
、
菩
薩
の
道
を
作
し
て
こ
の
か
た
無
央
数
劫
に
、

み
な
お
の
お
の
四
百
億
仏
を
供
養
し
已
り
て
、
今
ま
た
来
り
て
我
を
供
養
せ

り
。
こ
の
阿
闍
世
王
太
子
お
よ
び
五
百
人
等
、
み
な
前
世
に
迦
葉
仏
の
時
、
我

が
た
め
に
弟
子
と
作
れ
り
き
。
今
み
な
ま
た
会
し
て
、
こ
れ
共
に
あ
い
値
え
る
な

り
。
す
な
わ
ち
も
ろ
も
ろ
の
比
丘
僧
、
仏
の
言
を
聞
き
て
、
み
な
心
踊
躍
し
て
歓

喜
せ
ざ
る
者
な
け
ん
」と
。
乃
至
」。
こ
こ
ま
で
で
す
。 

つ
ま
り
、
こ
の
五
百
の
長
者
子
、
そ
れ
か
ら
阿
闍
世
王
太
子
が『
平
等
覚
経
』

を
聞
い
て
、「
私
は
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
に
な
り
た
い
」と
こ
う
言
っ
た
。
だ
か
ら
お

釈
迦
様
は
そ
れ
を
聞
い
て
、「
必
ず
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
」と
こ

う
言
っ
た
と
。
何
故
な
ら
こ
の
人
た
ち
は
、
私
が
前
の
世
で
迦
葉
仏
で
あ
っ
た
と

き
、
お
釈
迦
様
は
昔
迦
葉
仏
や
っ
た
。
そ
の
時
に
私
の
た
め
に
弟
子
と
な
っ
て
い

た
。
だ
か
ら
、
今
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
私
は
釈
迦
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
る
け

れ
ど
も
、
ま
た
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
弟
子
に
な
っ
て
仏
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
言

っ
て
お
ら
れ
る
ん
だ
と
。
だ
か
ら
必
ず
こ
の
人
た
ち
は
阿
弥
陀
仏
に
な
る
ん
で

す
よ
と
、
お
釈
迦
様
が
説
法
し
て
る
わ
け
で
す
。
訳
の
分
か
ら
ん
説
法
で
し
ょ

う
。 皆

さ
ん
は
、
た
ま
た
ま
、
わ
か
る
と
こ
ろ
か
ら
言
え
ば
、
真
宗
の
ご
門
徒
の

う
ち
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
、
縁
が
あ
っ
て
こ
こ
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
兄
弟
み
ん
な
そ
う
で
も
な
か
ろ
う
。
ご
兄
弟
が
全
部
真
宗
に
帰
依

す
る
と
い
う
事
も
な
い
ね
。
そ
れ
か
ら
こ
の
中
で
皆
さ
ん
、
ご
縁
を
も
っ
た
以
上

に
仏
教
が
わ
か
っ
た
と
い
う
体
験
を
持
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
け
ど
も

自
力
無
効
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
阿
弥
陀
如
来
に
頭
が
下
が
っ
た
ん
や
ね
。
そ

う
す
る
と
自
分
の
努
力
で
仏
さ
ん
が
わ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ん
。
だ
か

ら「
な
ん
で
わ
か
っ
た
ん
や
」
と
言
わ
れ
た
ら
、「
う
ー
ん
、
わ
か
ら
ん
」と
。「
不

思
議
や
」と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
お
釈
迦
さ
ん
は
、
そ
れ
は
過
去
世
に
お
釈

迦
さ
ん
の
弟
子
や
っ
た
か
ら
や
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
具
体
的
に
言
う
と

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
阿
闍
世
の
よ
う
な
仏
教
に
背
く
人

が
、
や
っ
ぱ
り
仏
教
に
感
動
し
て
帰
依
し
た
と
。「
な
ん
で
や
」と
言
っ
た
ら
、
お

釈
迦
様
が「
い
や
い
や
、
あ
れ
は
昔
過
去
世
に
、
私
が
迦
葉
仏
や
っ
た
時
に
、
あ

の
人
た
ち
も
私
の
弟
子
や
っ
た
ん
や
と
。
だ
か
ら
私
が
釈
尊
と
し
て
出
て
来
た

と
き
に
、
彼
は
阿
闍
世
と
し
て
出
て
来
た
け
ど
も
、
だ
け
ど
今
仏
に
な
る
、
必

ず
仏
に
な
る
者
に
な
っ
た
の
は
過
去
の
因
縁
が
実
っ
て
仏
に
な
る
ん
や
と
。
そ
れ

を「
宿
善
開
発
」（し
ゅ
く
ぜ
ん
か
い
ほ
つ
）と
言
い
ま
す
ね
。 

こ
の
言
葉
は
よ
く
蓮
如
上
人
が
使
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
に
出
遇
う

た
め
に
は
よ
ほ
ど
の
苦
労
が
あ
っ
て
ね
、
昨
日
も
ち
ょ
っ
と
僕
は
文
章
を
書
い

て
、
御
遠
忌
（宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・立
教
開
宗
八
百
年
慶

讃
法
要
）の
た
め
に
文
章
を
書
い
て
く
れ
と
言
う
か
ら
文
章
を
書
い
た
の
で
す

け
ど
、
ま
あ
わ
か
り
や
す
く
言
っ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
前
に
も
申
し

上
げ
ま
し
た
か
ね
、
北
陸
に
行
っ
た
時
に
、
僕
は
ま
だ
４
０
代
ぐ
ら
い
で
し
た
け

ど
も
、
も
の
す
ご
く
激
し
い
お
じ
い
さ
ん
が
居
て
、
そ
こ
に
ご
住
職
た
ち
が
い
っ

ぱ
い
居
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
ぱ
っ
と
立
ち
上
が
っ
て「
お
い
こ
ら
坊
主
、
お

前
ら
は
嘘
つ
き
や
」と
言
っ
て
、「
今
ま
で
嘘
ば
っ
か
り
言
っ
て
金
を
取
り
や
が
っ

て
」
言
う
て
、
も
う
無
茶
苦
茶
言
う
の
よ
。「
ど
こ
に
浄
土
が
西
に
あ
る
か
。
浄

土
は
地
獄
の
底
に
あ
る
ん
だ
」と
言
っ
て
叫
ん
だ
お
じ
い
さ
ん
が
居
っ
た
の
で
す

よ
。
ま
あ
激
し
い
人
や
っ
た
け
ど
ね
。
僕
の
話
を
聞
い
た
ら
、
そ
の
通
り
と
言
っ

て
る
わ
け
。
西
の
方
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
地
獄
一
定
と
い
う
こ
と
を
通
し
て

浄
土
に
目
覚
め
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
地
獄
一
定
と
浄
土
と
は
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こ
れ
は
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
地
獄
一
定
と
い
う
こ
と
が
通
ら
な
け
れ
ば

浄
土
は
わ
か
ら
ん
の
だ
。
頭
で
は
体
感
で
き
ん
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
体
感
と
し

て
わ
か
る
た
め
に
は
懺
悔
。
〝
自
力
無
効
と
い
う
懺
悔
〟
。
そ
こ
に
浄
土
に
触

れ
た
と
い
う
感
動
が
あ
る
か
ら
讃
嘆
と
な
る
。
〝
懺
悔
と
讃
嘆
〟
。
こ
れ
が
体

感
で
わ
か
っ
た
と
言
う
時
の
証
拠
。
頭
で
わ
か
っ
た
時
に
は
懺
悔
と
讃
嘆
に
は

な
ら
ん
。
そ
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
じ
い
さ
ん
、
ま
あ
激
し
い
じ
い
さ
ん
で
ね
、
ま
あ
し
か
し
言
葉
は
悪
い
、

彼
が
言
っ
た
通
り
で
す
け
ど
、「
俺
の
こ
と
を
み
ん
な
き
ち
が
い
や
言
う
け
ど
、

俺
は
き
ち
が
い
で
は
な
い
。
本
当
の
こ
と
言
う
と
る
」と
言
っ
て
、
ま
あ
そ
れ
は

激
し
い
お
じ
い
さ
ん
で
し
た
け
ど
、
そ
れ
か
ら
僕
が
北
陸
に
行
く
と
必
ず
来
る

の
よ
。
一
番
前
に
座
っ
て
い
る
の
で
す
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
こ
う
や
っ
て
。
金
沢
に

行
こ
う
が
小
松
に
行
こ
う
が
、
ど
こ
行
っ
て
も
居
る
。
一
番
前
で
こ
う
や
っ
て
座

っ
て
い
る
。
こ
う
や
っ
て
手
を
挙
げ
て
。
終
わ
る
と
控
室
に
来
て
、「
ま
た
遇
え
た

な
あ
、
先
生
遇
え
た
な
あ
」と
言
っ
て
涙
流
し
て
喜
ぶ
の
よ
。
最
近
来
ん
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
じ
い
さ
ん
が
ね
、「
先
生
、
親
鸞
聖
人
と
い
う
人
は
厄
介
な
人
や

な
あ
」と
。「
な
ん
で
」
て
言
う
た
ら
、「
普
通
な
、
法
事
い
う
の
は
五
十
年
で
終

わ
る
ぞ
。
あ
の
人
七
百
五
十
回
も
せ
な
あ
か
ん
か
」（
笑
）。「
七
百
五
十
回
も

す
る
よ
う
な
法
事
せ
な
あ
か
ん
よ
う
な
人
は
厄
介
な
人
や
」と
言
う
て
、
無
茶

苦
茶
嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
言
う
の
よ
。
そ
し
て「
俺
は
二
回
も
御
遠
忌
に
遇

え
た
ん
や
」と
言
っ
て
、
ま
あ
今
は
本
当
に
妙
好
人
に
な
っ
て
い
る
。
な
ん
で
も

か
ん
で
も「
あ
り
が
た
い
」し
か
言
わ
ん
。
こ
の
間
、
脳
梗
塞
で
倒
れ
た
。「
じ
い
ち

ゃ
ん
脳
梗
塞
で
倒
れ
た
か
」と
言
っ
た
ら
、「
あ
あ
脳
梗
塞
で
倒
れ
た
。
有
難
い

こ
っ
ち
ゃ
、
ま
た
生
き
返
っ
た
」と
言
っ
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀

部
」言
う
と
る
け
ど
、
そ
う
い
う
人
が
お
る
の
や
。
ま
あ
、
す
ご
い
人
や
な
あ
と

思
っ
て
ね
、
そ
う
い
う
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
わ
か
る
で
し
ょ
う
。「
も
う
自
分
の
力
じ

ゃ
な
い
。
何
か
し
ら
ん
け
ど
仏
さ
ん
に
こ
う
促
さ
れ
て
念
仏
者
に
ま
で
育
て
ら

れ
て
き
た
ん
や
」と
。「
私
の
力
な
ん
か
何
に
も
な
い
ん
や
」
と
。「
じ
い
ち
ゃ
ん
、

そ
ら
た
い
が
い
苦
労
し
た
や
ろ
う
」と
、「
頭
お
か
し
な
っ
た
」
と
言
っ
と
る
も

ん
。「
頭
お
か
し
な
っ
て
、
俺
は
も
う
変
に
な
っ
て
、
み
ん
な
か
ら
お
か
し
い
と
言

わ
れ
た
ん
や
」。「
そ
れ
は
苦
労
し
た
な
あ
」っ
て
言
う
た
ら
、
そ
の
お
じ
い
さ
ん

ニ
コ
ッ
と
笑
っ
て「
何
言
っ
て
る
ね
ん
、
わ
し
の
苦
労
な
ん
か
法
蔵
菩
薩
の
苦
労
に

比
べ
た
ら
何
と
も
な
い
」と
さ
ら
っ
と
言
う
の
よ
ね
。
そ
う
な
ん
よ
。 

本
当
に
求
道
の
苦
労
な
ん
て
言
う
の
は
、
苦
労
し
て
苦
労
し
て
や
っ
と
つ
か

み
取
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
よ
。
人
間
と
し
て
は
ね
。
し
か
し
決
し
て
自
分
を

誇
ら
な
い
。
私
が
偉
か
っ
た
か
ら
と
か
、
私
が
努
力
し
た
か
ら
と
か
、
そ
う
で
は

な
く
て
、「
い
や
、
よ
う
わ
か
ら
ん
」と
。「
先
生
の
お
育
て
に
由
る
ん
や
」と
。
あ

る
い
は「
法
蔵
菩
薩
の
お
育
て
に
由
る
ん
や
」と
。「
法
蔵
菩
薩
の
お
育
て
っ
て
何

な
の
」と
聞
い
た
ら
、「
い
や
あ
そ
れ
は
も
う
五
劫
の
昔
か
ら
法
蔵
菩
薩
が
苦
労

し
て
く
だ
さ
っ
と
る
か
ら
、
私
は
何
度
も
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
っ
た
時
に
お
世

話
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
、「
私
の
苦
労
な
ん
て
何

と
も
な
い
」と
、
こ
う
言
う
て
、
何
か
軽
々
と
生
き
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
そ
う
い

う
、
ま
あ
見
事
と
い
う
か
ね…

。 

で
す
か
ら
こ
れ
は
表
向
き
に
言
う
と「
宿
善
を
開
発
せ
よ
」。
自
分
で
努
力

と
い
う
の
も
一
生
懸
命
や
ん
な
さ
い
と
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
も
っ
と
深
い
命

の
と
こ
ろ
の
歩
み
が
あ
る
。
何
十
年
、
何
百
年
、
何
億
年
と
か
か
っ
て
き
た
命
の

歴
史
が
あ
る
。
そ
の
中
で
仏
縁
を
持
っ
た
か
ら
今
や
っ
と
遇
い
難
い
仏
教
に
遇

え
た
。
こ
の
裏
に
は
、
人
間
な
ど
は
仏
教
に
遇
え
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
裏
に

あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
遇
え
な
い
者
が
遇
え
た
と
い
う
の
は
、
も
う
私
に
は
わ
か

ら
ん
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
に
は
わ
か
ら
ん
け
ど
、
お
釈
迦
様
が
過
去

世
に
善
を
積
ん
だ
か
ら
だ
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
る
と
。
も
う
そ
れ
し
か
わ
か

ら
ん
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
言
う
で
し
ょ
う「
邪
見
憍
慢
悪
衆

生 

信
楽
受
持
甚
以
難 

難
中
之
難
無
過
斯
」（「
正
信
偈
」、
東
２
０
５
、
西
２

０
４
、
島
１
２
－
５
１
）。「
邪
見
憍
慢
の
悪
衆
生
で
あ
る
私
は
、
仏
法
な
ん
て
信

じ
る
よ
う
な
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」と
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
機
の
自
覚
で
す
。
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つ
ま
り
、
今
簡
単
に
、
今
の
自
力
無
効
と
言
う
よ
り
も
、
親
鸞
聖
人
の
自
力
無

効
は
深
く
て
、
今
わ
か
っ
た
け
ど
も
、
自
分
の
よ
う
な
者
は
仏
教
に
遇
え
る
よ

う
な
者
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
者
が
今
仏
教
に
遇
え
た
ん
だ
と
言
う
時

に「
宿
善
」と
言
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
蓮
如
上
人
は
よ
く
言
う
で
し
ょ
う
。

「
宿
善
開
発
を
し
な
さ
い
」と
。「
こ
の
御
正
忌
の
間
に
信
心
を
勝
ち
獲
っ
て
（獲

得
し
て
）宿
善
開
発
を
し
な
さ
い
」と
（『
御
文
』２
－
９
、
２
－
１
１
、
３
－
９
、
３

－
１
２
、
４
－
１
、
４
－
７
、
４
－
８
、『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』２
３
６
、

『
歎
異
抄
』後
序
奥
書
）。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
私
た
ち

の
よ
う
な
者
は
仏
教
に
遇
え
る
者
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
根
に
あ
る
。 

よ
く
親
鸞
聖
人
の
仏
教
を
語
る
と
き
に
便
利
が
い
い
か
ら
、
分
か
り
や
す
い

か
ら
、「
機
の
深
信
」、「
法
の
深
信
」と
い
う
〝
二
種
深
信
〟
で
言
う
人
が
ほ
と

ん
ど
で
す
ね
。
あ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
。
そ
し
て
い
つ
か
も
お
話
を
し
た
と
思
い

ま
す
が
、
聖
道
門
と
浄
土
門
の
分
か
れ
道
に
な
る
の
が
、
あ
の
二
種
深
信
で

す
。
だ
か
ら
聖
道
門
・自
力
の
仏
教
か
ら
、
浄
土
門
・他
力
の
仏
教
へと
言
う
時

に
は
、
二
種
深
信
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
。
善
導
大
師
は
そ
う
い
う
つ
も
り
で

使
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
皆
さ
ん
は『
教
行
信
証
』を
勉
強
し
て
い
ま
す
か
ら
偉

い
の
よ
。『
教
行
信
証
』
で
は
二
種
深
信
は
信
の
巻
の
２
１
５
ペ
ー
ジ
（西
２
１
７

～
２
１
８
、
島
１
２
－
５
９
～
６
０
）
に
一
か
所
だ
け
出
て
来
る
。
そ
れ
は
善
導

大
師
の
引
文
の
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
以
外
は
出
て
来
な
い
。
引
文
し

て
い
る
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
機
の
自
覚
は
二
種
深
信
だ
と
い
う
ふ

う
に
言
う
、
便
利
だ
か
ら
言
う
し
、
ま
た
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
と
わ
か
り
や

す
い
か
ら
そ
う
言
う
け
ど
ね
、『
教
行
信
証
』を
読
む
限
り
で
は
、
そ
う
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

親
鸞
聖
人
が
ご
自
分
で
自
分
の
機
を
表
明
す
る
と
き
は
、
皆
さ
ん
ご
存
知

の
よ
う
に「
悲
歎
述
懐
」（ひ
た
ん
じ
ゅ
っ
か
い
）。
悲
歎
述
懐
っ
て
知
っ
て
ま
す

か
、
聖
典
２
５
１
ペ
ー
ジ
。
こ
こ
に
、
真
の
仏
弟
子
が
終
わ
っ
て
か
ら
で
す
。
い
い

で
す
か
、
真
の
仏
弟
子
と
言
う
と
普
通
は
菩
薩
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
う
じ

ゃ
な
い
ん
だ
と
。
真
の
仏
弟
子
の
本
当
の
姿
は
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
悲
歎
述
懐

か
ら
後
、
親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
は
ま
た
信
の
巻
に
行
っ

た
時
に
言
い
ま
す
が
、
今
、
２
５
１
ペ
ー
ジ
の
悲
歎
述
懐
の
文
章
は
、 

「
誠
に
知
り
ぬ
。
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の

太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ

と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
、
と
」（西
２
６
６
、
島
１
２
－

９
３
）。
こ
れ
で
す
ね
。
こ
こ
に
、
せ
っ
か
く
仏
教
に
触
れ
た
の
に
、
定
聚
の
数
に

入
る
こ
と
を
少
し
も
喜
べ
な
い
。
本
当
の
覚
り
に
近
づ
く
こ
と
を
楽
し
ま
な
い

で
、
む
し
ろ
愛
欲
の
広
海
の
方
に
目
が
向
い
て
い
く
。
愛
欲
と
い
う
の
は
ど
う
言

う
た
ら
い
い
か
、
若
い
時
の
愛
欲
も
あ
ろ
う
け
ど
も
、
わ
か
る
ね
、
子
供
が
愛
し

い
、
あ
る
い
は
ば
あ
さ
ん
に
な
る
と
孫
が
生
ま
れ
て
可
愛
い
、
そ
っ
ち
の
方
に
目

が
行
っ
て
仏
教
に
何
に
も
目
が
向
い
て
い
な
い
と
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
が
ご
自
分

で
言
う
時
の
機
の
自
覚
で
す
ね
。 

も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
も
う
一
つ
は「
正
信
偈
」
で
す
。
先
ほ

ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
行
の
巻
が
終
わ
っ
て「
正
信
偈
」が
歌
わ
れ
ま
す
ね
。
こ

こ
に
七
祖
の
前
、
２
０
５
ペ
ー
ジ
（西
２
０
４
、
島
１
２
－
５
１
）、
こ
の
言
葉
で
依

経
分
が
終
わ
っ
て
、
今
度
は
七
祖
の
依
釈
分
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
依
経
分

の
最
後
の
と
こ
ろ
に
親
鸞
聖
人
は
、「
弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
は
、
邪
見
憍
慢
の
悪

衆
生
、
信
楽
受
持
す
る
こ
と
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
し
。
難
の
中
の
難
、
こ
れ
に
過

ぎ
た
る
は
な
し
」。
こ
れ
で
す
ね
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
念
仏
は
、
邪
見
憍
慢
の

悪
衆
生
は
、
信
楽
を
、
信
心
を
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
と
。
難

の
中
の
難
だ
と
。
信
心
を
得
る
こ
と
ほ
ど
難
し
い
こ
と
は
な
い
と
。
こ
れ
が
親
鸞

聖
人
の
機
の
自
覚
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
う
て
下
さ
い
。 

つ
ま
り
、
今
私
が
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
は
全
部
〝
第
二
十
願
の
機
の
自
覚

〟
で
す
。
も
っ
と
言
う
と
、
や
や
こ
し
い
ん
で
す
が
、
も
っ
と
言
う
と
実
は「
三

一
問
答
」と
い
う
大
変
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
三
一
問
答
の
前
に

親
鸞
聖
人
は
自
分
の
機
の
自
覚
を
述
べ
て
い
き
ま
す
。
２
２
３
ペ
ー
ジ
。
三
一
問
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答
は
、「
本
願
が
〝
至
心
・信
楽
・欲
生
〟
と
誓
わ
れ
と
る
け
れ
ど
も
、
何
で
世

親
は
〝
一
心
〟
と
答
え
た
ん
や
」と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
ん
で
す
が
、「
そ

れ
は
本
願
が
三
つ
誓
っ
て
い
る
け
ど
、
涅
槃
の
覚
り
を
開
く
の
は
一
心
だ
か
ら
、

一
心
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
よ
」と
言
う
。
そ
れ
が「
字
訓
釈
」な
の
で
す
が
、
い

や
、
そ
れ
な
ら
も
う
一
回
問
う
と
、「
そ
れ
な
ら
最
初
か
ら
一
心
で
い
い
や
な

い
か
」と
。「
わ
ざ
わ
ざ
至
心
・信
楽
・欲
生
と
、
仏
さ
ん
が
何
で
、
至
心
・信
楽
・

欲
生
と
い
う
順
番
で
三
つ
尋
ね
た
の
」と
い
う
の
が「
仏
意
釈
」に
な
り
ま
す
。 

そ
の
仏
意
釈
は
２
２
５
ペ
ー
ジ
、「
仏
意
測
り
難
し
、
し
か
り
と
い
え
ど
も
竊

か
に
こ
の
心
を
推
す
る
に
、
一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今

時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の

心
な
し
」（西
２
３
１
、
島
１
２
－
６
８
）。 

こ
れ
が
〝
親
鸞
聖
人
の
機
の
自
覚
〟
で
す
。
す
ご
い
で
し
ょ
う
。
も
う
自
分

の
個
人
を
超
え
て
、
一
切
の
群
生
海
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、

人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
今
に
至
る
ま
で
、
自
殺
と
他
殺
を
繰
り
返

し
て「
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
」。
穢
れ
満
ち
て
、
悪
に
汚
染
せ
ら
れ

て
、
人
間
に
は
清
浄
の
心
な
ん
か
ど
こ
に
も
な
い
。「
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の

心
な
し
」。
嘘
ご
と
で
仮
に
、
そ
し
て
い
つ
も
媚
び
へつ
ら
い
、
偽
物
に
惑
わ
さ
れ

て
、
真
実
の
心
な
ん
か
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
れ
は「
一
切
の
群
生
海
」、
す
べ
て
の

人
間
が
そ
う
だ
と
い
う
の
と
、
人
間
が
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
そ
う
だ
と
い
う

ふ
う
に
、
実
に
時
間
も
空
間
も
広
い
世
界
を
開
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
宿
善
と
い

う
こ
と
と
関
係
す
る
広
い
機
の
自
覚
ね
。
そ
し
て
一
切
を
包
む
機
の
自
覚
ね
。

そ
れ
を
第
二
十
願
の
機
、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
機
の
自
覚
だ
と
い
う
ふ
う
に
知

っ
て
く
だ
さ
い
。 

こ
れ
ま
で「
二
種
深
信
、
二
種
深
信
」と
言
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
少
な

く
と
も『
教
行
信
証
』
と『
大
経
』は
、
実
は
こ
の
第
二
十
願
の
機
、
こ
れ
が
要
に

な
り
ま
す
。『
歎
異
抄
』は『
観
経
』に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
書
物
で
す
か
ら
、

機
の
自
覚
、
二
種
深
信
で
一
貫
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う

に
第
九
章
の
と
こ
ろ
（東
６
２
９
～
６
３
０
、
西
８
３
６
～
８
３
７
、
島
２
３
－
４
）

に
は
、
唯
円
が「
私
は
仏
教
に
触
れ
た
け
ど
少
し
も
喜
べ
な
い
ん
だ
け
ど
、
ど
う

し
た
も
ん
や
ろ
う
か
」と
、「
私
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
も
思
わ
ん
の
や
け
ど

も
、
ど
う
し
た
も
ん
や
ろ
う
か
」と
い
う
ふ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
ね
。
あ
れ
が
二

十
願
の
機
を
表
し
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
そ
れ
を
解
決
す
る
と
き
に
、
親
鸞
は

「
そ
れ
は
煩
悩
の
し
わ
ざ
で
あ
る
」と
、「
あ
ん
た
が
思
っ
て
る
よ
り
も
煩
悩
は
深

い
の
よ
」と
。「
仏
教
に
触
れ
た
と
き
に
煩
悩
を
超
え
た
と
思
っ
た
か
も
し
ら
ん

け
ど
、
あ
ん
た
が
思
う
と
る
よ
り
も
煩
悩
は
も
っ
と
深
い
ん
だ
」と
。「
だ
か
ら

仏
様
が
本
願
を
建
て
て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
か
ら
、
煩
悩
の
所
為
で
あ
る
」と
。

「
だ
か
ら
本
願
を
仰
げ
」と
い
う
ふ
う
に
、
本
願
に
帰
っ
て
行
く
で
し
ょ
う
。
あ

れ
が
実
は
二
十
願
の
機
を
言
い
当
て
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
そ
れ
を『
歎
異
抄
』で
は
詳
し
く
書
い
て
な
い
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が

『
教
行
信
証
』の
化
身
土
の
巻
は
、
こ
の
十
九
願
と
二
十
願
で
ほ
ぼ
埋
め
つ
く
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
わ
か
り
ま
す
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、『
大
経
』
の「
三
毒
五
悪

段
」か
ら
以
降
全
部
、
十
九
願
と
二
十
願
の
問
題
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
る
か
ら

で
す
。
で
す
か
ら
化
身
土
の
巻
を
よ
く
読
む
と
、
十
九
願
よ
り
も
深
い
二
十
願

の
煩
悩
が
あ
る
ん
だ
と
。
そ
の
煩
悩
は
人
間
に
は
わ
か
ら
ん
の
だ
と
、
仏
の
方
し

か
わ
か
ら
ん
と
。
こ
う
言
う
の
で
、
化
身
土
の
巻
は
十
九
願
の「
要
門
釈
」、
二

十
願
の「
真
門
釈
」で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら『
教
行
信
証
』に

な
る
と
、
同
じ
自
力
で
も
、
い
い
で
す
か
、
同
じ
自
力
で
も
二
つ
に
分
け
て
、
十

九
願
の
自
力
と
二
十
願
の
自
力
と
あ
る
ん
で
す
よ
と
。
こ
の
二
十
願
の
自
力
を

救
う
と
い
う
こ
と
が
完
成
し
て
、『
大
経
』が
〝
群
萌
の
救
い
〟
を
実
現
す
る
ん

で
す
と
い
う
ふ
う
に
、『
教
行
信
証
』に
な
る
と
、
こ
の
二
十
願
の
機
と
い
う
と

こ
ろ
が
大
変
大
事
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ち
ょ
っ
と

時
間
オ
ー
バ
ー
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
休
憩
し
ま
す
。
（休
憩
） 
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講
義 

２ 
そ
れ
で
は
、
も
う
し
ば
ら
く
お
話
を
し
ま
す
。
な
ん
だ
か
難
し
い
こ
と
を
言
っ

て
い
る
よ
う
で
恐
縮
で
す
。
僕
が
難
し
い
の
で
は
な
く
、
親
鸞
聖
人
が
書
い
た
通

り
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
（笑
）。
要
す
る
に
、
な
ぜ
こ
う
言
う
経
典
の
引
用

を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
第
十
七
願
と
い
う
枠
を
も
っ
と
広
げ
て
、『
教
行
信

証
』全
体
を
見
な
が
ら
経
典
を
引
用
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
こ
だ
け
を
読
も
う

と
す
る
と
わ
か
ら
な
く
な
る
。
な
ぜ
二
十
願
の
問
題
が
出
て
く
る
の
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が『
教
行
信
証
』全
体
を
読
む
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。 

 

『
教
行
信
証
』全
体
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
実
際
の
念
仏
生
活
、
そ
れ
は
ど

う
言
っ
た
ら
い
い
か
ね
、
一
度
念
仏
に
帰
し
て
、「
自
力
で
は
救
わ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
」
と
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
。「
や
っ
ぱ
り
親
鸞
聖
人

の
教
え
は
大
事
だ
」と
言
っ
て
頭
が
下
が
っ
た
と
。
と
こ
ろ
が
念
仏
生
活
を
し
て

い
る
う
ち
に
唯
円
が
言
う
よ
う
に
、
あ
れ
だ
け
喜
ん
だ
の
に
、
ち
っ
と
も
最
近
は

仏
教
を
喜
べ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
な
ん
て
言
う
気
は

さ
ら
さ
ら
な
く
て
、
な
ん
だ
か
孫
が
可
愛
い
い
と
か
、
死
ん
で
い
く
の
が
か
な
わ

ん
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
ば
っ
か
り
言
っ
て
、
こ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

い
う
の
が
念
仏
生
活
の
実
際
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
煩
悩
に
も
二
つ
あ
っ
て
、
南
無

阿
弥
陀
仏
と
教
え
に
遇
う
た
時
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
自
力
を
超
え
た
と
い

う
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
と
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
に
超
え
た
自
力
は
、
は
っ

き
り
言
え
ば
〝
わ
か
る
自
力
〟
で
ね
、
頭
で
分
か
る
自
力
。
例
え
ば
腹
を
立
て

た
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
で
し
ょ
う
。「
し
ま
っ
た
、
あ
の
時
に
あ
ん
な
こ
と
言
わ
な
よ

か
っ
た
」と
。「
あ
あ
、
ま
た
あ
の
人
に
あ
ん
な
こ
と
言
う
て
、
ろ
く
な
こ
と
は
な

い
」と
思
っ
て
、
ま
た
夜
寝
ら
れ
ん
や
ろ
う
。
反
省
す
る
や
ろ
う
。
反
省
す
る
と

い
う
こ
と
は
わ
か
る
自
力
よ
。
腹
を
立
て
る
、
物
が
欲
し
い
、
人
に
し
が
み
つ

く
、
何
で
も
か
ん
で
も
自
分
で
立
た
な
い
で
し
が
み
つ
い
て
い
く
。
し
ま
っ
た
、
と

い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
反
省
す
る
、
反
省
す
る
。
そ
れ
は
仏

教
に
触
れ
て
な
か
っ
た
ら
反
省
も
し
な
い
。
そ
れ
は
し
な
い
、
し
な
い
。
そ
れ
は

人
間
は
孫
を
可
愛
が
る
の
は
当
た
り
前
な
ん
や
か
ら
。
そ
れ
か
ら
、
金
儲
け
し

て
食
べ
て
い
か
な
あ
か
ん
の
や
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
金
儲
け
し
た
ら
い
い
わ
け
で
、

別
に
何
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
も
何
で
も
な
い
。
た
だ
仏
教
に
触
れ
て
る
か
ら
、

「
俺
、
こ
ん
な
ん
で
え
え
ん
や
ろ
う
か
」
と
い
う
気
が
何
か
ど
こ
か
に
あ
る
。
そ
れ

は
わ
か
る
自
力
の
反
省
を
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
仏
教
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
〝
わ
か
ら
な
い

自
力
〟
は
人
間
に
は
超
え
ら
れ
な
い
。
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
本
能
に
ま
で
な
っ
て

い
る
自
力
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
う
ま
い
こ
と
言
え
へん
け
ど
、
何
時
か
も
言
っ
た
で

し
ょ
う
、
ど
こ
か
に
法
話
に
行
っ
て
、
あ
と
で
飲
ん
ど
っ
た
ら
、
お
も
ろ
い
じ
い
さ

ん
が
お
っ
て
さ
、
お
も
ろ
い
じ
い
さ
ん
、
あ
れ
は
偉
い
じ
い
さ
ん
や
っ
た
な
あ
。

「
先
生
、
俺
ね
、
女
に
苦
労
し
た
。
し
た
ら
あ
か
ん
て
わ
か
っ
て
ん
や
で
。
わ
か
っ

と
る
の
や
け
ど
、
こ
れ
（手
）が
行
く
の
よ
ね
、
こ
う
し
て
。
な
ん
ぼ
言
う
て
も
行

く
の
よ
。
」と
言
っ
て
ケ
ラ
ケ
ラ
と
笑
う
の
よ
ね
。
も
う
ど
う
に
も
な
ら
ん
の
や

と
、
自
分
で
反
省
し
て
も
反
省
し
て
も
、
下
か
ら
つ
き
あ
げ
て
来
る
よ
う
な
、
そ

う
い
う
も
の
が
人
間
に
は
み
ん
な
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
反
省
を
超
え
て
い
る

か
ら
反
省
で
き
へん
の
や
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
自
力
を
超
え
た
と
言
う
時

に
、
最
初
は
と
に
か
く
十
九
願
も
二
十
願
も
超
え
た
と
思
う
ん
や
け
ど
、
反

省
で
き
る
方
は
超
え
た
と
。
と
こ
ろ
が
、
反
省
で
き
ん
方
は
超
え
ら
れ
ん
か
ら
、

何
時
ま
で
経
っ
て
も
何
か
晴
れ
晴
れ
し
な
い
。
こ
の
ま
ん
ま
で
仏
法
を
聞
い
と
っ

て
本
当
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
や
ろ
う
か
。
こ
の
ま
ん
ま
で
だ
め
な
ん
じ
ゃ
な
い

や
ろ
う
か
と
、
い
つ
も
こ
う
い
う
不
安
が
付
き
ま
と
う
。
そ
れ
を
二
十
願
の
機

と
言
い
ま
す
。 

そ
れ
は
ね
、『
大
経
』が
そ
う
な
っ
て
る
の
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
ご
め
ん
な
さ

い
僕
は
言
い
忘
れ
た
。
こ
の
行
の
巻
の
、
丁
寧
に
私
は
こ
こ
ま
で
言
い
ま
し
た
ね
、

『
無
量
寿
如
来
会
』が
引
か
れ
て
、
そ
し
て「
三
誓
偈
」と「
東
方
偈
」
が
引
か
れ

て
、
そ
し
て
こ
こ
か
ら『
大
阿
弥
陀
経
』と『
平
等
覚
経
』が
引
か
れ
て
、
二
十
四
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願
経
の
第
四
願
が
引
か
れ
る
。『
平
等
覚
経
』も
同
じ
よ
う
に
十
七
願
と
十
八

願
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
が
引
か
れ
て
、
そ
の
後
に
二
十
願
の
機
が
ず
っ
と
出

て
来
る
。
そ
こ
ま
で
言
い
ま
し
た
ね
。
そ
し
て
そ
の
次
の
ペ
ー
ジ
を
は
ぐ
っ
て
く
だ

さ
い
。
そ
こ
に
歌
が
出
て
来
ま
す
。 

「
吾
等
が
類
、
こ
の
徳
を
得
ん
。
も
ろ
も
ろ
の
こ
の
刹
に
好
き
と
こ
ろ
を
獲
ん
。
無

量
覚
、
こ
の
決
を
授
け
ん
。
我
、
前
世
に
本
願
あ
り
。
一
切
の
人
、
法
を
説
く
を

聞
か
ば
、
み
な
こ
と
ご
と
く
我
が
国
に
来
生
せ
ん
。
吾
が
願
ず
る
と
こ
ろ
、
み
な

具
足
せ
ん
。
も
ろ
も
ろ
の
国
よ
り
来
生
せ
ん
者
、
み
な
こ
と
ご
と
く
こ
の
間
に
来

到
し
て
、
一
生
に
不
退
転
を
得
ん
。
」（東
１
６
０
、
西
１
４
４
～
１
４
５
、
島
１
２

－
８
～
９
） 

こ
れ
は「
東
方
偈
」で
す
。
１
６
０
ペ
ー
ジ
。
で
す
か
ら
こ
の
第
十
七
願
の
一
番

最
後
は「
東
方
偈
」
で
終
わ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に『
悲
華
経
』
。
１
６
１
ペ
ー

ジ
で
す
。
こ
の
文
章
で
終
わ
っ
て
い
く
の
で
す
が
、『
大
経
』の
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
に

『
大
阿
弥
陀
経
』
、
そ
れ
か
ら『
平
等
覚
経
』が
あ
っ
て
、
そ
し
て
こ
こ
に
長
く「
東

方
偈
」の
歌
が
今
度
は
実
際
に
歌
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に『
悲
華
経
』が
出

て
来
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
大
経
』の
引
文
は「
東
方
偈
」

の
歌
で
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
こ
の「
東
方
偈
」と
言
う
の
は
も
の
す
ご
く
大
事
な
の
で
す
よ
。
も

の
す
ご
く
大
事
な
歌
な
の
で
す
。
こ
う
見
て
き
ま
す
と
、
申
し
上
げ
た
よ
う
に

第
十
七
願
の
願
文
は
最
初
の
と
こ
ろ
に
出
て
来
る
だ
け
で
、
あ
と
は
ど
っ
ち
か

と
言
う
と「
三
誓
偈
」と「
東
方
偈
」。『
無
量
寿
如
来
会
』も「
三
誓
偈
」と「
東

方
偈
」で
願
文
は
出
て
来
な
い
。
そ
し
て『
大
阿
弥
陀
経
』と『
平
等
覚
経
』と
二

十
願
の
機
が
出
て
来
て
、
最
後
に
は「
東
方
偈
」の
歌
で
終
わ
る
と
い
う
。
そ
う

な
る
と
、
こ
の
行
の
巻
の
〝
経
文
引
証
〟
の
一
番
大
事
な
の
は「
東
方
偈
」だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ね
。「
東
方
偈
」だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な

ぜ
こ
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
自
力
は

今
始
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
永
遠
に
続

い
て
き
て
い
る
自
力
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
た
か
だ
か
私
の
よ
う
に
７
０
年
ぐ
ら
い

生
き
た
く
ら
い
で
は
超
え
ら
れ
な
い
。
反
省
し
て
も
反
省
し
て
も
下
か
ら
出
て

来
る
。
反
省
が
届
か
な
い
。
そ
う
い
う
自
力
を
持
っ
た
者
は
本
来
仏
教
に
縁
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
先
生
に
お
遇
い
し
て
育
て
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、

た
ま
た
ま
皆
さ
ん
の
よ
う
に
真
宗
の
ご
門
徒
に
生
ま
れ
て
仏
教
に
ご
縁
を
持
っ

た
。
そ
し
て
聞
法
し
て
る
間
に
、「
ど
う
も
親
鸞
聖
人
は
嘘
は
言
っ
て
い
な
い
」と

い
う
こ
と
は
わ
か
る
と
。
そ
ん
な
ふ
う
に
ま
で
育
て
ら
れ
て
来
た
。 

『
大
経
』の
念
仏
は
、
永
遠
の
昔
か
ら
続
い
て
い
る
人
間
の
反
省
が
届
か
な
い

よ
う
な
自
力
ま
で
救
い
取
っ
て
、
は
じ
め
て
〝
群
萌
の
救
い
〟
に
な
る
か
ら
、
だ

か
ら
親
鸞
聖
人
は
、「
三
誓
偈
」と
言
っ
た
ら
こ
れ
は
四
十
八
全
部
で
す
。
全
部

で
す
が
、
特
に
四
十
八
の
中
で
、「
十
方
衆
生
」と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
る
願

が
三
つ
あ
る
。
十
八
願
、
十
九
願
、
二
十
願
。
こ
こ
に
十
九
願
の
自
力
と
、
二
十

願
の
自
力
を
十
八
願
の
本
願
が
救
う
の
だ
と
親
鸞
聖
人
は「
三
願
転
入
」の
と

こ
ろ
で
言
う
。
だ
か
ら
四
十
八
の
こ
の
三
つ
の
、
今
言
っ
た
少
な
く
と
も
私
た
ち

と
直
接
関
係
し
て
い
る
機
の
三
願
、
十
八
、
十
九
、
二
十
。
こ
れ
を
全
部
包
ん

で「
東
方
偈
」が
歌
わ
れ
て
い
る
。
全
部
包
ん
で「
東
方
偈
」が
救
わ
れ
た
歌
で
す

か
ら
、
そ
の
全
部
が
救
わ
れ
て
い
っ
た
ん
だ
と
い
う
歌
を
お
釈
迦
さ
ん
が
歌
っ
て

い
る
ん
だ
か
ら
、
だ
か
ら
こ
の「
東
方
偈
」の
と
こ
ろ
に
、
な
ぜ
そ
う
い
う
自
力
を

持
っ
て
い
る
衆
生
が
救
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
歌
に
な
っ
て
歌
わ
れ
て
い
ま

す
。 今

日
は
時
間
が
な
い
の
で
、「
東
方
偈
」を
一
回
読
ん
だ
？「
読
ん
だ
」。
読
ん

だ
。
そ
ん
な
ら
僕
が
忘
れ
て
い
る
の
や
。「
東
方
偈
」の
前
半
は
二
十
二
願
。
知
っ

て
る
？
書
い
て
る
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
書
い
て
る
。
偉
い
な
あ
。
年
寄
り
は
ち
ゃ
ん
と

忘
れ
ん
よ
う
に
書
く
か
ら
な
（
笑
）。
偉
い
偉
い
。
あ
の
ね
、
４
７
ペ
ー
ジ
か
ら「
東

方
偈
」の
歌
が
始
ま
る
で
し
ょ
う
（西
４
３
～
、
島
１
－
４
１
～
）
。
そ
し
て
こ
れ
、

浄
土
に
凡
夫
ま
で
救
う
よ
う
な
仏
さ
ん
が
お
る
の
や
っ
た
ら
遇
う
て
み
た
い
と

言
っ
て
、
浄
土
に
み
ん
な
遇
い
に
行
く
の
よ
。
わ
か
る
ね
。
そ
う
し
た
ら
阿
弥
陀
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さ
ん
に
遇
う
て
、
み
ん
な「
自
分
は
阿
弥
陀
さ
ん
の
よ
う
に
な
り
た
い
」と
言
っ

て
、
阿
弥
陀
さ
ん
の
国
か
ら
自
分
の
国
に
帰
っ
て
、「
自
分
の
国
を
阿
弥
陀
の
浄

土
の
よ
う
に
し
た
い
」と
言
っ
て
教
化
す
る
。
そ
れ
が
前
半
で
す
。 

４
９
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り
か
ら
５
行
目
、「
恭
敬
し
歓
喜
し
て
去
い
て
、
還
り
て
安

養
国
に
至
ら
ん
」。
こ
こ
ま
で
が
前
半
で
す
。
こ
こ
ま
で
が
二
十
二
願
で
す
。
浄

土
に
生
ま
れ
て
浄
土
か
ら
教
化
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
の
後
、「
も
し
人
、
善
本
な

け
れ
ば
、
こ
の
経
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
」。
ほ
ら
、
こ
こ
に
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

「
善
本
が
な
け
れ
ば
経
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
」と
、
そ
し
て「
清
浄
に
戒
を

有
て
る
者
、
い
ま
し
正
法
を
聞
く
こ
と
を
獲
。
む
か
し
、
さ
ら
に
世
尊
を
見
た
て

ま
つ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
能
く
こ
の
事
を
信
ぜ
ん
」。
お
釈
迦
様
を
昔
見
た
人

は
、
初
め
て
仏
教
が
信
じ
ら
れ
る
の
で
す
よ
と
。
こ
こ
か
ら
は
場
面
が
変
わ
っ
て

二
十
願
の
機
に
つ
い
て
説
か
れ
ま
す
。 

そ
し
て
５
０
ペ
ー
ジ
を
開
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
親
鸞
聖
人
の
機
の
自
覚
が

そ
の
ま
ま
出
て
来
る
。 

「
憍
慢
と
弊
と
懈
怠
と
は
、
も
っ
て
こ
の
法
を
信
じ
難
し
。
宿
世
に
諸
仏
を
見
た

て
ま
つ
れ
ば
、
楽
ん
で
か
く
の
ご
と
き
の
教
を
聴
か
ん
」。
わ
か
り
ま
す
ね
、
邪
見

憍
慢
悪
衆
生
の
懈
怠
の
自
分
の
よ
う
な
も
の
は
、
過
去
の
世
に
仏
に
遇
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
仏
法
に
遇
う
は
ず
が
な
か
っ
た
。 

「
声
聞
あ
る
い
は
菩
薩
、
能
く
聖
心
を
究
む
る
も
の
な
し
」。
声
聞
や
菩
薩
は
、

声
聞
や
菩
薩
と
言
わ
れ
る
人
も
、
確
か
に
清
ら
か
な
心
を
極
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
仏
と
は
違
う
。
だ
か
ら
声
聞
や
菩
薩
は
本
当
の
意
味
で
人
を
教
化

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
と
。
こ
れ
は
言
葉
が
悪
い
け
ど
、
そ
の
ま
ま
言
う

よ
。「
例
え
ば
、
生
ま
れ
て
よ
り
眼
が
悪
い
者
が
人
を
導
こ
う
と
す
る
よ
う
な
も

の
だ
」と
。
声
聞
・菩
薩
、
そ
れ
は
自
力
で
一
生
懸
命
清
ら
か
な
心
を
極
め
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
本
当
は
人
は
導
け
な
い
の
だ
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
如
来
の

智
慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
」。
阿
弥
陀
如
来
の
智
慧
の
海
は
、
広
く
て

深
く
て
岸
は
な
い
の
だ
と
。「
二
乗
の
測
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
唯
仏
の
み
独
り

明
ら
か
に
了
り
た
ま
え
り
」。
わ
か
り
ま
す
ね
。
要
す
る
に
二
十
願
の
機
を
見

破
っ
て
い
る
の
は
阿
弥
陀
の
智
慧
だ
け
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
二
十
願
の
機

は
煩
悩
が
深
く
て
、
人
類
始
ま
っ
て
以
来
の
深
さ
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

深
さ
よ
り
も
も
っ
と
深
い
如
来
の
智
慧
海
は
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
。
如
来
の

智
慧
海
は
人
間
の
煩
悩
よ
り
も
も
っ
と
深
い
ん
だ
と
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
の
智
慧

以
外
に
、
私
た
ち
が
反
省
で
き
な
い
二
十
願
の
機
を
見
破
っ
て
い
る
者
は
い
な
い

ん
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て「
た
と
い
一
切
人
、
具
足
し
て
」云
々

と
、
こ
こ
か
ら
は
真
の
仏
弟
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
き
ま
す
。 

 

そ
ん
な
ふ
う
に「
東
方
偈
」は
前
半
が
第
二
十
二
願
、
後
半
が
第
二
十
願
に

な
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
度
申
し
上
げ
ま
す
よ
。
第
二
十
願
の
機
と
い
う
の
は
、

い
く
ら
反
省
し
て
も
人
間
の
反
省
が
届
か
な
い
ほ
ど
深
い
自
力
。
と
こ
ろ
が
そ

れ
を
見
破
っ
て
い
る
の
は
阿
弥
陀
し
か
い
な
い
の
だ
と
。
そ
の
阿
弥
陀
の
浄
土
か

ら
出
て
来
た
人
が
法
然
な
の
だ
と
。
二
十
二
願
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
の
浄
土
か

ら
こ
の
世
に
来
て
教
化
し
て
下
さ
っ
た
人
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
だ
か
ら
阿

弥
陀
の
智
慧
を
讃
え
て
、
こ
の
世
に
出
て
来
て
下
さ
っ
た
の
は
親
鸞
聖
人
に
と
っ

て
は
法
然
な
の
だ
と
。
そ
の
法
然
上
人
の
教
え
に
よ
っ
て
、
第
十
九
願
だ
け
で
は

な
く
て
、
二
十
願
の
自
力
ま
で
も
見
破
ら
れ
て
、
私
は「
三
願
転
入
」を
書
く
の

で
す
。
と
い
う
ふ
う
に
、
親
鸞
聖
人
の
信
心
は「
二
種
深
信
」
で
は
な
く
て「
三

願
転
入
」で
す
。
十
九
、
二
十
、
十
八
。
十
九
願
の
自
力
と
二
十
願
の
自
力
。
こ

れ
を
包
ん
で
十
八
願
の
世
界
に
救
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に『
大
経
』が
〝
群
萌

を
救
う
経
典
〟
で
あ
る
と
い
う
証
拠
が
あ
り
ま
す
。 

だ
か
ら「
大
行
」、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」を
表
す
こ
の
大
行
釈
の
引
文
を
よ
く

見
る
と
、
第
十
七
願
だ
け
で
は
十
分
に
抑
え
き
れ
な
い
よ
う
な
二
十
願
の
問
題

ま
で
出
し
て
、
そ
し
て
最
後
に
二
十
願
の
機
を
救
う
の
は
阿
弥
陀
し
か
い
な
い

と
い
う
歌
で
ま
と
め
て
、『
大
経
』の
大
行
と
い
う
は
た
ら
き
を
、
十
九
だ
け
で

は
な
く
て
、
二
十
願
の
機
ま
で
包
ん
で
救
う
の
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
言
お
う

と
す
る
た
め
に
、
こ
こ
は
こ
う
い
う
や
や
こ
し
い
引
文
に
な
っ
て
、
そ
し
て『
大
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経
』は
、
こ
の「
東
方
偈
」で
ま
と
め
ら
れ
る
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
二
十
二

願
と
二
十
願
。
こ
れ
が
実
は
、
何
で
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に

解
け
な
か
っ
た
。
難
し
い
、
こ
こ
は
。
何
で
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
参

考
書
を
読
ん
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
る
参
考
書
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
ね
。
何

で
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
長
い
こ
と
悩
み
ま
し
た
け

れ
ど
も
、『
大
経
』
が
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
は『
大

経
』の
通
り
に
書
い
て
い
る
。『
教
行
信
証
』は『
大
経
』の
通
り
に
書
か
れ
て
い

る
。
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

『
大
経
』が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は…

、
こ
こ
消
し
て
い
い
？
写

真
撮
っ
た
？ 

今
日
は
解
説
ば
っ
か
り
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ご
め
ん
ね
。
だ
け
ど
大

事
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
よ
。
〝『
教
行
信
証
』の
親
鸞
聖
人
〟
を
言
っ
て
い
る

の
よ
。『
教
行
信
証
』
が
主
著
だ
か
ら
、
だ
か
ら『
教
行
信
証
』に
依
ら
な
い
と
親

鸞
聖
人
の
思
想
は
正
し
く
理
解
で
き
な
い
と
考
え
て
も
い
い
。
だ
か
ら
、
し
つ
こ

く
し
つ
こ
く
言
っ
て
る
わ
け
で
す
。 

普
通
は
二
種
深
信
で
機
の
自
覚
は
終
わ
ら
せ
る
と
こ
ろ
な
の
よ
。
と
こ
ろ
が

『
教
行
信
証
』
は
そ
う
な
っ
て
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
よ
く
知
っ
て
い

る
よ
う
に
、『
大
経
』の「
三
毒
五
悪
段
」と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
や
ろ
う
。
５
７
ペ

ー
ジ
。
こ
こ
か
ら
三
毒
五
悪
段
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
（西
５
３
～
、
島
１

－
５
０
～
）
。
こ
こ
は
、『
大
経
』の
一
番
最
初
の
と
こ
ろ
に
廻
心
が
説
か
れ
る

（「
発
起
序
」、
釈
尊
と
阿
難
と
の
出
遇
い
）。
廻
心
と
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
南
無

阿
弥
陀
仏
と
頭
を
下
げ
て
帰
依
す
る
こ
と
ね
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
人
間
が
、

今
度
は
念
仏
生
活
を
す
る
。
そ
の
念
仏
生
活
を
説
く
の
が
、
こ
の
三
毒
五
悪
段

以
降
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し

て
、
自
分
は
仏
教
が
わ
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
出
発
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
念

仏
生
活
を
見
て
い
る
と
、「
貪
欲
」と「
瞋
恚
」と「
愚
痴
」と
、
こ
う
言
う「
三

毒
」に
ま
み
れ
て
生
き
る
ほ
か
は
な
い
の
だ
と
。
わ
か
り
ま
す
ね
。 

清
沢
満
之
と
い
う
先
生
が
亡
く
な
る
時
に
、
最
後
に
暁
烏
敏
と
い
う
人
に

お
手
紙
を
出
し
て
亡
く
な
っ
て
い
く
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
最
後
の
お
手
紙
に

ね
、「『
大
経
』の
核
心
（眼
目
）は
、
こ
の
三
毒
五
悪
段
（の
二
文
）
に
あ
る
」（『
清

沢
満
之
全
集
』第
９
巻 

信
念
の
交
流
－
書
簡 

３
０
５
頁
）
と
言
っ
て
死
ぬ
ん

で
す
。
そ
の
時
に
、
注
意
を
し
て
ほ
し
い
言
葉
が
あ
る
と
言
っ
て
、
亡
く
な
る
五

日
前
に
書
い
た
手
紙
で
す
か
ら
、
ま
あ
ほ
ぼ
遺
言
の
よ
う
な
手
紙
な
の
で
す
け

ど
も
、
暁
烏
敏
さ
ん
に
言
う
の
で
す
ね
。
そ
の
時
に
聖
典
５
７
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り

か
ら
５
行
目
、
こ
こ
に
、「
宜
し
く
お
の
お
の
勤
め
て
精
進
し
て
、
努
力
（ゆ
め
ゆ

め
）
自
ら
こ
れ
を
求
む
べ
し
」。
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
印
を
付

け
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。「
宜
し
く
お
の
お
の
勤
め
て
精
進
し
て
」。
こ
い
う
言
葉

が
あ
る
と
。
要
す
る
に
、
皆
さ
ん
し
っ
か
り
お
念
仏
を
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
た
い

と
思
い
な
さ
い
と
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
５
８
ぺ
ー
ジ
を
開

け
て
下
さ
い
。
こ
こ
に
、「
然
る
に
世
人
、
薄
俗
に
し
て
共
に
不
急
の
事
を
諍
う
。

こ
の
劇
悪
極
苦
の
中
に
お
い
て
身
の
営
務
を
勤
め
て
、
も
っ
て
自
ら
給
済
す
」。
こ

こ
を
訳
し
ま
し
ょ
う
か
。
し
っ
か
り
念
仏
を
称
え
て
浄
土
に
生
ま
れ
な
さ
い
と
。

け
れ
ど
も
世
間
に
生
き
る
人
は
軽
薄
で
俗
っ
ぽ
く
、
だ
れ
も
が
不
急
の
こ
と
を

争
う
。
し
な
い
で
い
い
こ
と
ば
っ
か
り
争
っ
て
い
る
。「
こ
の
劇
悪
極
苦
の
中
に
お
い

て
身
の
営
務
を
勤
め
て
」、
そ
う
い
う
苦
し
み
の
中
に
あ
っ
て
、
自
分
の
身
を
養

う
と
い
う
こ
と
ば
っ
か
り
勤
め
て
、「
も
っ
て
自
ら
給
済
す
」。
自
分
を「
そ
れ
で

よ
し
」と
す
る
。
要
す
る
に
、「
尊
も
な
く
卑
も
な
し
。
貧
も
な
く
富
も
な
し
。
少

長
男
女
共
に
銭
財
を
憂
う
」。
わ
か
り
ま
す
ね
。
急
が
な
く
て
い
い
こ
と
ば
っ
か

り
争
い
合
っ
て
、
苦
し
み
の
中
で
自
分
が
食
う
て
い
く
こ
と
ば
っ
か
り
を
考
え
て

お
る
と
。
そ
れ
は
尊
い
と
か
卑
し
い
と
か
、
貧
し
い
と
か
富
ん
で
い
る
と
か
、
年

が
い
っ
て
い
る
と
か
年
が
い
っ
て
い
な
い
と
か
、
男
と
か
女
と
か
関
係
な
く
、
全
部

金
に
憂
い
て
い
る
。「
有
無
同
然
な
り
」。
あ
る
人
も
な
い
人
も
ま
た
そ
れ
に
憂
い

て
い
る
。「
憂
思
適
に
等
し
」。
ど
ん
な
人
も
金
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
等

し
い
の
だ
と
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、「
心
の
た
め
に
走
せ
使
い
て
、
安
き
時
あ
る
こ
と

な
し
」
。
一
生
金
の
た
め
に
追
い
立
て
ら
れ
ま
く
っ
て
、
結
局
は
そ
れ
で
死
ん
で
い
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く
。
そ
れ
が
貪
欲
。
こ
ん
な
ふ
う
に
仏
教
が
わ
か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
清
ら
か
な

念
仏
生
活
に
は
な
ら
ん
。
貪
欲
。
い
っ
つ
も
こ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
生
涯
休
ま

る
時
が
な
い
。 

 

そ
れ
か
ら
５
９
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り
か
ら
７
行
目
、
９
３
の
文
章
、「
世
間
の
人

民
、
父
子
・兄
弟
・夫
婦
・室
家
・中
外
の
親
属
、
当
に
相
敬
愛
し
て
相
憎
嫉
す

る
こ
と
な
か
る
べ
し
」。
わ
か
り
ま
す
ね
え
。
父
と
子
、
兄
弟
、
夫
婦
、
そ
れ
か
ら

親
族
、
お
互
い
に
仏
様
の
子
と
し
て
尊
敬
し
合
い
、
憎
し
ん
だ
り
う
ら
や
ん
だ

り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ん
と
。「
有
無
相
通
じ
て
貪
惜
を
得
る
こ
と
な
か

れ
」
。
金
が
有
る
人
も
無
い
人
も
、
自
分
の
も
の
を
惜
し
ん
で
は
い
け
な
い
。
有
る

者
は
無
い
者
に
あ
げ
な
さ
い
。
無
い
者
は
有
る
人
か
ら
も
ら
い
な
さ
い
と
。「
言

色
常
に
和
し
て
相
違
戻
す
る
こ
と
な
か
れ
」
。
言
葉
も
姿
も
必
ず
和
合
し
て
、
つ

ま
り
に
こ
や
か
に
し
て
、
お
互
い
に
喧
嘩
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
こ
か
ら
瞋
恚

が
始
ま
り
ま
す
。「
世
間
の
人
民
、
父
子
・兄
弟
・夫
婦
・室
家
・中
外
の
親

属
」、
こ
こ
か
ら
が
瞋
恚
ね
、
わ
か
る
ね
。 

そ
し
て
、
そ
の
瞋
恚
が
６
０
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り
か
ら
８
行
目
、
瞋
恚
の
結
び
の

と
こ
ろ
、
こ
こ
に
も
印
を
付
け
て
下
さ
い
。「
努
力
（ゆ
め
ゆ
め
）
修
善
を
勤
め
て

精
進
し
て
度
世
を
願
え
。
」と
い
う
言
葉
が
出
て
来
ま
す
。
こ
れ
は「
宜
し
く
お

の
お
の
勤
め
て
精
進
し
て
、
努
力
（ゆ
め
ゆ
め
）自
ら
こ
れ
を
求
む
べ
し
」と
い
う

意
味
と
一
緒
で
す
が
、「
勤
め
て
精
進
し
て
念
仏
を
称
え
な
さ
い
」と
い
う
言
葉

が
ま
た
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
て
出
て
来
ま
す
。
そ
し
て
愚
痴
の
煩
悩
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。 

つ
ま
り
清
沢
さ
ん
が
言
う
の
は
、
こ
の
二
つ
の
大
切
な
言
葉
に
貪
欲
と
瞋
恚

が
挟
ま
れ
て
い
る
と
。
そ
し
て
愚
痴
だ
け
は
挟
ま
れ
て
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
は

「
宜
し
く
お
の
お
の
勤
め
て
精
進
し
て
、
反
省
し
な
が
ら
頑
張
り
な
さ
い
」と
書

い
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
愚
痴
の
煩
悩
に
な
る
と
、
こ
れ
は
反
省
が
届
か
な
い
か

ら
、
６
１
ペ
ー
ジ
の
大
事
な
文
章
を
申
し
上
げ
ま
す
。
終
わ
り
か
ら
８
行
目
の

と
こ
ろ
。
こ
れ
は
愚
痴
の
煩
悩
の
ま
と
め
の
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

こ
に「
か
く
の
ご
と
き
の
人
、
矇
冥
抵
突
し
て
経
法
を
信
ぜ
ず
。
」と
出
て
来
ま

す
。
わ
か
り
ま
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
貪
・瞋
・痴
に
狂
っ
て
い
る
よ
う
な
人
は
、
心

が
愚
か
で
、
暗
く
て
、
何
を
し
て
も
人
生
の
中
で
突
き
当
た
っ
て
、
ど
う
に
も
身

動
き
が
取
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
経
法
を
信
じ
て
な
い
か
ら
だ
と
。

「
心
に
遠
き
慮
り
な
し
」。
目
先
の
金
の
こ
と
ば
っ
か
り
に
走
っ
て
、
必
ず
浄
土
に

生
ま
れ
た
い
、
そ
う
い
う
遠
い
願
生
心
な
ん
て
ど
こ
に
も
な
い
。「
お
の
お
の
意
を

快
く
せ
ん
と
欲
え
り
」と
。
今
の
自
分
の
根
性
を
満
足
さ
せ
る
も
の
ば
っ
か
り
を

求
め
て
い
く
。
だ
か
ら「
愛
欲
に
痴
惑
せ
ら
れ
て
道
徳
を
達
ら
ず
」。
道
徳
と
言

う
の
は
仏
教
で
す
。
愛
欲
に
狂
っ
て
仏
教
が
わ
か
ら
ん
か
ら
だ
と
。「
瞋
怒
に
迷

没
し
て
財
色
を
貪
狼
す
」。
怒
り
腹
立
ち
に
狂
っ
て
、
結
局
財
産
や
そ
う
い
う

も
の
を
む
さ
ぼ
っ
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
れ
に
坐
し
て
道
を
得
ず
」。
だ
か

ら
仏
教
が
わ
か
ら
ん
の
だ
と
。「
当
に
悪
趣
の
苦
に
更
る
べ
し
。
生
死
窮
ま
り
已

む
こ
と
な
し
。
哀
れ
な
る
か
な
。
甚
だ
傷
む
べ
し
」。
こ
の
文
章
が
、
さ
っ
き
私
が

申
し
上
げ
た
親
鸞
聖
人
の「
悲
歎
述
懐
」の
も
と
に
な
っ
て
る
ん
で
す
よ
。「
愛

欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を

喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
ず
べ
し
、
傷
む

べ
し
」と
言
う
、
あ
の「
悲
歎
述
懐
」の
も
と
に
な
っ
て
い
る
文
章
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
文
章
の
愚
痴
の
と
こ
ろ
だ
け
は
仏
教
と

の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
も
う
一
回
言
い
ま
す
よ
、「
か
く
の
ご
と
き

の
人
、
矇
冥
抵
突
し
て
経
法
を
信
ぜ
ず
」。
仏
教
を
信
じ
て
な
い
か
ら
だ
と
。
そ

れ
か
ら「
お
の
お
の
意
を
快
く
せ
ん
と
欲
え
り
」「
愛
欲
に
痴
惑
せ
ら
れ
て
」、
こ

れ
は
愚
痴
の
煩
悩
で
す
け
れ
ど
も
、「
愛
欲
に
痴
惑
せ
ら
れ
て
道
徳
を
覚
ら

ず
」、
仏
教
が
わ
か
ら
ん
か
ら
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
の
愚
痴
の
煩
悩
の
と
こ
だ

け
は
仏
教
・仏
の
智
慧
と
の
関
係
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
や
ね
。
そ
う
な
っ

と
ろ
う
。
言
っ
と
る
こ
と
わ
か
る
？ 

み
ん
な
下
向
い
と
る
け
ど
、
聖
典
読
ん
ど

る
ん
か
寝
と
る
ん
か
、
ど
っ
ち
や
（笑
）。
な
ん
か
み
ん
な
下
向
い
と
る
か
ら
、
聖

典
一
生
懸
命
読
ん
ど
る
ん
か
な
と
思
っ
て
、
よ
う
見
た
ら
、
な
ん
か
寝
と
る
人
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も
お
る
し
（
笑
）。
こ
れ
、『
大
経
』が
よ
く
わ
か
る
や
ろ
う
。
こ
こ
は「
努
力
（ゆ

め
ゆ
め
）精
進
し
な
さ
い
」と
説
い
と
る
ん
や
。
つ
ま
り
反
省
で
き
る
と
。
だ
か
ら

反
省
す
る
と
こ
ろ
は
反
省
し
て
念
仏
し
な
さ
い
と
説
い
て
い
る
。 

だ
か
ら
こ
こ
（
貪
欲
・瞋
恚
）は
、
第
十
九
願
の
自
力
が
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
愚
痴
の
煩
悩
は
、
こ
れ
は
反
省
が
で
き
な
い
か
ら
、
人
間
に
は
。
だ
か
ら

「
如
来
の
智
慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
」と
い
う
、
あ
の
仏
教
の
如
来
の

智
慧
海
で
し
か
わ
か
ら
ん
の
だ
と
。
だ
か
ら
こ
こ
は
第
十
九
願
の
自
力
と
区
別

し
て
二
十
願
の
自
力
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
。
こ
ん
な
ふ
う
に『
大
経
』の

三
毒
五
悪
段
で
も
、
反
省
が
届
く
自
力
と
反
省
が
届
か
な
い
自
力
と
二
つ
に

分
か
れ
て
説
か
れ
て
い
る
と
。
親
鸞
聖
人
は
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て
、
当
た
り
前
の

こ
と
や
け
ど
、
知
っ
て
お
ら
れ
て
、「
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、

欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
ひ
ま
な

く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
」（『
一
念

多
念
文
意
』東
５
４
５
、
西
６
９
３
、
島
１
９
－
１
０
）
と
言
わ
れ
た
。
だ
か
ら
ち

ゃ
ん
と
親
鸞
聖
人
も
仏
教
に
触
れ
た
と
き
に
、
自
分
で
反
省
で
き
な
い
よ
う

な
、
こ
う
い
う
深
い
自
力
を
え
ぐ
り
出
さ
れ
て
、
ま
あ
、
え
ぐ
り
出
さ
れ
た
と
い

う
よ
り
も
、
群
萌
に
帰
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。 

僕
ら
は
す
ぐ
、
い
い
者
に
な
ろ
う
と
し
よ
う
が
。
も
っ
と
い
い
者
に
な
っ
て
救

わ
れ
よ
う
と
し
よ
う
。
親
鸞
聖
人
だ
っ
て
さ
、
越
後
に
流
さ
れ
た
ろ
う
。
そ
の

時
は
ま
だ
若
か
っ
た
や
ん
。
越
後
に
流
さ
れ
る
の
も
、
こ
れ
は
法
然
上
人
の
恩

徳
や
と
。
自
分
が
越
後
に
行
か
ん
か
っ
た
ら
越
後
を
教
化
す
る
人
は
お
ら
ん
や

な
い
か
と
言
っ
て
教
化
に
出
か
け
て
行
っ
た
の
よ
。
と
こ
ろ
が
、
〝
教
化
〟
な
ん

て
言
う
の
は
、
こ
れ
は
〝
敗
北
の
歴
史
〟
や
か
ら
ね
。
こ
っ
ち
に
立
っ
て
ご
ら

ん
、
わ
か
る
か
ら
。
私
は
本
気
で
し
ゃ
べ
っ
と
ん
の
や
で
。
ほ
と
ん
ど
寝
る
ぞ

（笑
）。
ほ
ん
ま
に
も
う
情
け
な
い
。
こ
っ
ち
に
来
て
ご
ら
ん
、
よ
う
わ
か
る
か

ら
。
み
な
さ
ん
を
非
難
し
と
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
僕
も
そ
う
や
っ
た
ん
や
。
こ
う

や
っ
て
寝
と
っ
た
ん
だ
。
そ
し
た
ら
松
原
先
生
か
ら
机
を
デ
ー
ン
‼
‼
た
た
か

れ
て
何
べ
ん
起
こ
さ
れ
た
か
。
寝
る
ん
だ
、
一
生
懸
命
こ
ん
な
大
事
な
こ
と
言

う
と
る
の
に
と
思
う
け
ど
、
寝
ろ
う
が
、
そ
れ
と
一
緒
。
教
化
い
う
の
は
、
何
ぼ

し
て
も
何
ぼ
し
て
も
教
化
に
な
ら
ん
。 

そ
の
う
ち
に
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
俺
が
教
化
し
て
、
今
ま
で
み
ん
な
を
教
化
し
よ

う
思
う
て
来
た
け
ど
、
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
自
分
も
十
方
衆

生
の
一
人
な
ん
だ
と
。
消
え
な
い
自
力
、
反
省
で
き
な
い
自
力
が
あ
る
。
こ
れ
は

仏
教
が
わ
か
っ
た
人
で
も
わ
か
ら
ん
人
で
も
一
緒
な
の
さ
。
だ
か
ら
仏
教
が
わ

か
っ
た
と
い
う
こ
と
ま
で
手
を
放
し
て
し
も
う
て
、
今
ま
で
、
仏
教
は
わ
か
っ
た

と
思
っ
て
私
は
一
生
懸
命
や
っ
て
来
た
け
ど
、
も
う
そ
れ
も
ど
う
で
も
い
い
と
、

み
ん
な
一
緒
な
ん
や
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
行
く
の
よ
。
こ
の
二
十
願
の
機
と

い
う
の
は
。 

私
た
ち
の
先
輩
に
訓
覇
信
雄
（く
る
べ 

し
ん
ゆ
う
）と
い
う
人
が
お
っ
た
け

ど
、
訓
覇
さ
ん
よ
う
言
う
と
っ
た
わ
。「
仏
法
は
、
廻
心
な
く
し
て
真
宗
無

し
」
。「
廻
心
が
な
い
奴
は
仏
教
な
ん
か
わ
か
ら
ん
」。
だ
け
ど
、「
廻
心
が
あ
っ
た

言
う
て
仏
教
を
つ
か
む
な
」
と
。「
つ
か
ん
だ
手
を
も
う
一
回
放
せ
」と
。「
そ
こ

ま
で
い
か
ん
と
親
鸞
聖
人
の
信
仰
で
は
な
い
」と
言
う
と
っ
た
。「
つ
か
ん
だ
も
の

は
放
せ
」と
。
だ
か
ら
、「
わ
か
っ
た
と
思
う
て
今
ま
で
や
っ
て
来
た
け
ど
、
よ
う

考
え
た
ら
、
わ
か
っ
た
人
も
わ
か
ら
ん
人
も
、
こ
れ
は
仏
様
が
〝
群
萌
や
〟
と

言
う
と
る
通
り
や
」と
。「
私
も
〝
十
方
衆
生
の
一
人
に
な
り
き
っ
て
〟
仏
様

の
第
十
八
願
の
世
界
を
仰
い
で
い
く
者
に
な
り
ま
し
た
」と
言
う
の
が
、
こ
の
二

十
願
の
機
の
最
終
的
な
着
地
点
や
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、
よ
う
よ
う
、
よ

く
ぞ
、
反
省
で
き
な
い
よ
う
な
自
力
を
教
え
る
た
め
に
二
十
願
が
建
て
ら
れ
た

も
の
や
と
。
あ
れ
は
人
間
が
わ
か
ら
ん
こ
と
や
か
ら
、
こ
っ
ち
か
ら
す
る
と
、

「
ど
う
し
て
俺
み
た
い
な
こ
ん
な
者
が
救
わ
れ
る
や
ろ
う
か
」と
い
う
思
い
ば
っ

か
り
で
苦
し
ん
来
た
け
ど
、「
も
う
い
い
」と
、「
放
す
」と
。「
救
う
の
は
向
こ
う

の
責
任
や
か
ら
、
こ
っ
ち
か
ら
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
決
め
る
必
要

は
全
然
な
い
」と
言
っ
て
手
を
放
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
〝
群
萌
の
一
人
に
な
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り
き
っ
て
〟
初
め
て「
果
遂
の
誓
い
、
良
に
由
あ
る
か
な
」（か
す
い
の
ち
か
い
、
ま

こ
と
に
ゆ
え
あ
る
か
な
）
（「
三
願
転
入
」東
３
５
６
、
西
４
１
３
、
島
１
２
－
１
８

７
）と
、「
こ
の
二
十
願
が
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
有
り
難
い
」と
、
だ
か

ら「
二
十
願
と
十
八
願
と
は
重
な
っ
と
る
ん
だ
」と
。
最
後
に
は「
手
を
放
し
な

さ
い
」と
言
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
親
鸞
聖
人
の
〝
群
萌
を
救
う
仏
教
の
核

心
〟
が
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら『
大
経
』は
そ
れ
を
教
え
て
い
る
ん
だ
と
清
沢
さ
ん
は
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
貪
欲
と
瞋
恚
の
二
つ
を
囲
ん
で
い
る
や
ろ
う
と
。
こ
の
囲
ん
で
い
る
自
力

と
、
愚
痴
の
自
力
と
は
違
う
の
よ
と
。
貪
欲
・瞋
恚
は
十
九
願
、
愚
痴
は
二
十

願
な
の
よ
と
。
そ
し
て
二
十
願
は
浄
土
か
ら
来
た
二
十
二
願
の
意
味
を
持
っ
た

先
生
で
な
け
れ
ば
二
十
願
の
機
は
教
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
皆
さ
ん

も
、
仏
法
を
聞
く
人
を
よ
く
見
定
め
と
か
ん
と
あ
か
ん
よ
。
私
の
よ
う
な
者
の

話
を
聞
い
て
い
る
と
、
ろ
く
な
こ
と
は
な
い
か
も
し
ら
ん
よ
。
一
緒
に
地
獄
に
堕

ち
た
と
い
う
よ
う
な
も
ん
で
。 

も
う
少
し
言
う
と
、
こ
の
二
十
願
の
機
と
言
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
さ

せ
ら
れ
て
初
め
て
自
分
の
先
生
が
浄
土
か
ら
来
た
人
な
の
だ
と
言
い
切
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
何
故
な
ら
、
私
が
反
省
で
き
な
い
煩
悩
ま
で
見
抜
い
た
か
ら
だ

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
機
の
自
覚
は
、
こ
の
二
十
願
の

機
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
有
り
難
い
。『
教
行
信
証
』、『
大

経
』は
そ
う
な
っ
と
る
。
僕
が
言
っ
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
な
っ
と
る
。
ね
。
ち

ゃ
ん
と
十
九
願
と
二
十
願
と
が
分
け
て
説
か
れ
て
い
る
。 

だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
化
身
土
の
巻
は
、
最
初
は
十
九
願
に
つ
い
て
説
か
れ
る

「
要
門
釈
」。
化
身
土
の
巻
の
半
分
は
要
門
釈
、
第
十
九
願
に
つ
い
て
説
か
れ

る
。
後
の
半
分
は「
真
門
釈
」、
二
十
願
に
つ
い
て
説
か
れ
る
。
だ
か
ら
化
身
土
の

巻
は
ほ
と
ん
ど
自
力
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
要
門
と
言
う
の
は『
観
経
』よ
。

経
典
に
直
せ
ば
、
こ
れ
は『
観
経
』よ
。
真
門
釈
は『
阿
弥
陀
経
』や
ね
。
だ
か

ら
、
要
門
釈
と
真
門
釈
を
説
い
て
、『
観
経
』と『
大
経
』の
表
向
き
の
意
味
と

裏
向
き
の
意
味
を
説
く
。
そ
れ
か
ら
真
門
釈
で
は『
阿
弥
陀
経
』
と『
大
経
』の

表
向
き
の
意
味
と
裏
向
き
の
意
味
を
説
い
て「
三
経
一
異
の
問
答
」を
開
く
。

わ
か
る
ね
、「
三
経
一
異
の
問
答
」。『
大
経
』、『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
は
表
向

き
に
は
、
ぞ
れ
ぞ
れ
自
力
を
尽
く
し
な
さ
い
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
自
力
を
超

え
た
と
思
う
て
も
超
え
て
な
い
自
力
が
あ
る
よ
と
。『
阿
弥
陀
経
』
の
中
に
あ
ろ

う
が
、「
執
持
名
號
、
若
一
日
、
若
二
日
、
若
三
日
、
若
四
日
、
若
五
日
、
若
六

日
、
若
七
日
、
一
心
不
亂
、
其
人
臨
命
終
時
」（東
１
２
９
、
西
１
２
４
、
島
３
－

５
）と
い
う
の
が
あ
る
や
ろ
う
。
あ
れ
、
一
心
に
念
仏
を
称
え
る
、
そ
れ
し
か
で

き
ん
の
よ
、
人
間
は
仏
教
に
触
れ
た
ら
真
面
目
に
な
っ
て
。
そ
し
た
ら
も
っ
と
広

く
言
う
と
、
二
十
願
の
機
と
い
う
の
は
ひ
ど
い
よ
、
僕
ら
と
同
じ
で
、
香
を
焚
い

て
花
を
立
て
て
阿
弥
陀
さ
ん
に
供
え
て
、
一
生
懸
命
毎
朝
毎
晩
勤
行
し
て
、
そ

し
て
一
生
懸
命
念
仏
を
称
え
る
と
。
人
間
の
真
面
目
さ
の
限
界
で
す
。
そ
れ
し

か
で
き
ん
の
よ
。 

と
こ
ろ
が
そ
こ
に
、
そ
れ
が
反
省
で
き
な
い
自
力
な
ん
だ
と
言
っ
て
教
え
て
い

る
の
が
こ
の
二
十
願
の
問
題
な
の
よ
。
わ
か
る
？ 

そ
う
や
っ
て
一
生
懸
命
、
自

分
が
仏
に
な
る
こ
と
ま
で
自
分
で
決
め
て
い
こ
う
と
す
る
の
よ
、
人
間
の
根
性

は
。
二
十
願
の
願
名
は「
植
諸
徳
本
」。「
徳
本
」と
言
う
の
は
自
分
が
仏
に
な
る

こ
と
。
仏
に
な
る
諸
々
の
徳
本
を
植
え
直
す
。
自
分
で
念
仏
の
功
を
励
ん
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
仏
に
な
っ
て
行
こ
う
と
す
る
よ
う
に
、
自
分
の
力
に
よ
っ
て
自
分

が
仏
に
な
る
こ
と
を
植
え
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
仏
教
に
触
れ
て
い
る
人
は

み
ん
な
そ
う
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
と
し
て
極
真
面
目
で
真
剣
な
ん
だ

か
ら
、
ど
こ
も
悪
い
こ
と
な
い
と
僕
ら
は
思
う
ん
や
け
ど
、
仏
か
ら
す
る
と
そ

こ
に
反
省
で
き
な
い
自
力
が
潜
ん
で
る
ん
だ
と
。
だ
か
ら
、
必
ず
そ
れ
は
人
を

傷
つ
け
る
。 

昔
、
よ
く
居
っ
た
ろ
う
が
、
こ
う
い
う
会
座
に
、
牢
名
主
み
た
い
な
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
居
っ
て
さ
（笑
）、「
あ
っ
こ
の
嫁
は
仏
法
聞
か
ん
、
ろ
く
な
奴
ち
ゃ
な
い
」と

い
う
よ
う
な
こ
と
言
う
て
、
そ
し
て
言
う
こ
と
を
聞
い
て
る
と
、
や
っ
ぱ
り
正
し
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い
こ
と
言
う
と
る
わ
、
そ
ら
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
一
生
懸
命
。「
仏
教
聞
か
な
あ
か

ん
、
こ
れ
か
ら
」
っ
て
言
う
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
何
人
か
居
っ
た
ろ
う
が
。
言
や
あ
言

う
ほ
ど
孤
立
す
る
ん
じ
ゃ
。
僕
が
田
川
に
帰
っ
て
き
た
時
居
っ
た
よ
。
名
前
は
言

わ
ん
け
ど
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
。「
俺
は
先
生
、
仏
教
大
事
や
言
う
て
若
い
奴
に
言

い
ま
く
っ
と
る
け
ど
、
言
い
ま
く
れ
ば
ま
く
る
ほ
ど
、
俺
は
何
か
間
違
う
た
こ
と

言
う
て
ね
え
と
思
う
の
や
け
ど
」言
う
て
。「
う
ん
、
そ
や
そ
や
」と
聞
い
て
や

る
。
そ
れ
は
仏
教
に
一
生
懸
命
に
な
る
と
、
自
分
で
反
省
で
き
な
い
自
力
が
そ

こ
に
混
ざ
っ
と
る
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
。 

だ
か
ら
人
間
の
真
面
目
さ
と
い
う
の
は
、
ま
あ
立
派
な
心
だ
け
ど
も
、
仏
法

か
ら
言
う
と
、
そ
こ
に
反
省
で
き
な
い
自
力
と
混
ざ
る
と
反
省
が
今
度
は
届
か

ん
よ
う
に
な
る
か
ら
怖
い
。
ど
こ
ま
で
で
も
行
く
か
ら
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
諸
々

の
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
植
え
直
し
て
い
く
よ
う
な
自
力
、
そ
れ
を
教
え
る

た
め
の
願
ま
で
建
て
ら
れ
と
っ
た
と
い
う
。
反
省
で
き
な
い
者
を
仏
様
の
方
が
ち

ゃ
ん
と
願
を
建
て
て
教
え
て
、
そ
れ
を
破
る
も
の
は
二
十
二
願
、
阿
弥
陀
の
智

慧
を
持
っ
た
二
十
二
願
の
先
生
し
か
な
い
ん
で
す
よ
と
。
最
後
に
は「
持
っ
た
手

を
放
し
な
さ
い
」と
。
群
萌
の
一
人
に
帰
っ
て
、「
も
う
い
い
」と
、「
仏
に
な
る
か

ど
う
か
は
仏
さ
ん
の
こ
と
や
」と
。「
私
は
人
間
と
し
て
、
念
仏
者
と
し
て
生
涯

尽
く
し
ま
す
」と
。
そ
こ
に
立
ち
帰
っ
て
親
鸞
聖
人
が
行
く
。
そ
れ
が「
大
行
」

と
言
う
念
仏
の
意
味
で
す
。『
教
行
信
証
』全
体
か
ら
見
た
と
き
の
ね
。 

だ
か
ら
行
の
巻
だ
け
見
て
、
あ
の
〝
経
文
引
証
〟
が
解
け
な
い
の
は
、
化
身

土
の
巻
の
問
題
ま
で
包
ん
で
い
る
か
ら
。
初
め
か
ら
ち
ゃ
ん
と
親
鸞
聖
人
が
ご

自
分
で
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
二
十
願
の
問
題
が
救
わ
れ
な
い
と
群
萌
の
仏

教
に
な
ら
な
い
か
ら
ね
。
だ
か
ら
最
後
ま
で
き
ち
っ
と
〝
経
文
引
証
〟
を
や
っ

て
い
る
た
め
に
、
表
面
的
に
見
た
だ
け
で
は
難
し
い
で
す
。
ま
あ
表
面
的
に
見
な

い
で
も
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。 

時
間
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
、
せ
っ
か
く
コ
ロ
ナ
の
中
で
こ
こ
ま
で
来
た

ん
や
か
ら
、
難
し
い
こ
と
言
う
た
ろ
う
と
思
っ
て
（笑
）、
と
い
う
か
大
事
と
こ
ろ

を
言
お
う
と
思
っ
て
、
な
か
な
か
今
の
と
こ
ろ
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し

『
教
行
信
証
』、『
大
経
』は
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
は
二

十
願
の
機
、
こ
れ
を
大
事
に
し
た
。
言
っ
て
お
き
ま
す
け
ど
、
七
祖
の
中
で
二
十

願
の
機
ま
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
。
一
人
で
す
。
だ
か
ら

本
当
は
〝
八
祖
〟
な
ん
で
す
。
そ
う
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
じ
ゃ
あ

今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。 

   

質
疑
応
答 

 

質
問
者
１
・・ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
が
か
な
り
時
間
を
オ

ー
バ
ー
さ
れ
た
の
で
、
簡
潔
に
言
う
と
質
問
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
今
日
の
話
で
は
な
く
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
も
う

ち
ょ
っ
と
詳
し
く
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
前
回
の
話
で
、
先
生
が
い
つ

も
言
わ
れ
る「
信
心
を
い
た
だ
く
」で
も
、「
涅
槃
の
覚
り
に
包
ま
れ
る
」で
も
、

「
功
徳
の
大
宝
海
に
入
る
」で
も
い
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
世
界
に
出
さ
れ
る

た
め
に
は
、
仏
の
は
た
ら
き
で
、
因
の
は
た
ら
き
、
阿
弥
陀
に
な
る
前
の
因
の
法

蔵
の
本
願
で
す
ね
、
誓
願
と
、
そ
の
果
の
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
の
覚
り
の
両
方
の

は
た
ら
き
が
必
要
な
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
聖
道
門
だ
っ
た
ら
阿

弥
陀
の
覚
り
だ
け
で
い
い
ん
だ
け
ど
、
そ
の
浄
土
門
で
凡
夫
、
自
分
が
凡
夫
っ
て

前
回
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
、「
凡
夫
凡
夫
と
自
分
で
言
う
け
ど
、
本
当
に
思
っ

て
い
る
人
は
お
ら
ん
や
ろ
」っ
て
言
っ
て
た
、
そ
の
本
当
に
凡
夫
だ
と
思
う
た
め

に
、
こ
の
法
蔵
の
因
の
は
た
ら
き
が
必
要
な
ん
だ
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
が
、

要
す
る
に
、
今
日
も
確
認
し
た
ん
で
す
け
ど
、
浄
土
真
宗
の
核
心
の
、
そ
の「
凡

夫
」イ
コ
ー
ル「
自
力
無
効
」の
本
当
の
自
覚
で
す
よ
ね
。
そ
の
た
め
に
因
の
法
蔵
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の
因
の
本
願
の
は
た
ら
き
だ
必
要
だ
と
、
先
生
前
回
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
が
、

そ
こ
ら
へん
を
、
法
蔵
の
本
願
の
は
た
ら
き
を
よ
く
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
ど

う
し
て
そ
の
本
当
の
意
味
の
凡
夫
の
自
覚
に
繋
が
る
の
か
、
も
う
少
し
詳
し
く

お
話
し
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

先
生
・・そ
れ
は
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
で
き
ん
こ
と
は
な
い
ん
や
け
ど
、
宗

祖
の
言
葉
だ
っ
た
ら
、「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と

え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」（『
歎
異
抄
』後
序 

東
６
４
０
、
西
８
５
３
、

島
２
３
－
１
３
）。「
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞

一
人
が
た
め
な
り
け
り
」。
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
あ
の
弥

陀
の
五
劫
思
惟
の
願
と
言
う
の
は『
大
経
』に
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、『
大

経
』に
説
か
れ
て
い
る
以
上
に
、「
〝
今
自
分
に
は
た
ら
き
か
け
て
き
て
い
る
弥

陀
の
五
劫
思
惟
の
願
〟
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け

り
」。
こ
う
言
っ
と
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
そ
こ
に
は
、
今
の
言
葉
で
言
え

ば
、
単
に
客
観
的
に『
大
経
』を
読
ん
で
る
ん
で
は
な
く
て
、『
大
経
』を
主
体
的

に
と
ら
え
直
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
の
時
に
自
分
一
人
の
た
め

に
五
劫
も
時
間
を
費
や
し
た
。
そ
れ
は
さ
っ
き
言
う
た
よ
う
に
人
類
始
ま
っ
て

以
来
消
え
な
い
自
力
を
救
お
う
と
し
た
か
ら
だ
。
と
い
う
ふ
う
に
、
法
蔵
の
ご

苦
労
と
法
蔵
の
ご
苦
労
の
深
さ
は
自
分
の
自
力
の
深
さ
に
対
応
し
ま
す
。
主

体
的
に
と
ら
え
れ
ば
ね
。
そ
う
や
ね
。 

だ
か
ら
法
蔵
菩
薩
の
本
願
は
自
力
の
深
さ
を
教
え
て
、
そ
し
て
ど
こ
ま
で
い

っ
て
も
切
れ
な
い
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
教
え
て
、
そ
の
全
体
を

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」と
言
う
一
如
の
光
、
光
の
世
界
、
覚
り
の
世
界
で
包

み
ま
す
。
と
い
う
の
が「
選
択
本
願
の
行
」の
意
味
や
ね
。
そ
れ
は
君
が
一
番
わ

か
ら
な
い
、「
自
力
無
効
」と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
理
解
し
よ
う
と

す
る
と
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
ま
ず
主
体
的
に
と
ら
え
直

す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
経
典
を
客
観
的
に
見
て
理
解
し
よ
う

と
す
る
。
そ
う
す
る
と「
法
蔵
菩
薩
と
何
の
関
係
が
あ
る
の
や
」と
、
こ
う
い
う

話
に
し
か
な
ら
ん
。
そ
う
で
な
く
て
、
人
生
に
つ
ま
ず
い
て
苦
し
ん
で
ど
う
に
も

な
ら
ん
。「
も
う
死
ん
だ
方
が
ま
し
か
な
あ
」と
、
清
沢
さ
ん
も
そ
う
言
っ
て
い

る
。「
死
ん
だ
方
が
ま
し
か
な
あ
」と
言
う
時
に
、「
何
を
言
う
か
」
と
、「
命
は

生
き
て
い
け
と
言
う
と
る
」と
。
自
分
が
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
深
い
命
の
方
か

ら
、「
生
き
て
い
け
」と
い
う
促
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
物
に
も
代
え
が
た
い
力
で

私
た
ち
を
今
ま
で
生
か
し
と
っ
た
ん
や
。
と
い
う
ふ
う
に
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が

自
分
の
命
と
一
つ
に
な
っ
て
は
た
ら
き
出
る
時
に
、
多
分「
親
鸞
一
人
が
た
め
な

り
け
り
」と
、
こ
う
言
う
た
の
で
し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
私
は
今
ま
で「
凡
夫
だ
凡
夫
だ
」と
言
う
て
き
た
け
ど
、
一
度
も
凡

夫
に
帰
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
。
今
、
初
め
て
は
っ
き
り
仏
様
の
前
で
、「
凡
夫

の
身
で
あ
り
ま
し
た
」と
い
う
ふ
う
に
本
願
が
自
分
の
命
と
一
つ
に
な
っ
て
主
体

的
に
は
た
ら
き
出
た
と
き
に
、
理
屈
を
超
え
て
事
実
と
し
て
あ
る
の
は「
凡
夫

の
懺
悔
」だ
け
で
す
。
凡
夫
の
懺
悔
し
か
な
い
。
だ
か
ら
凡
夫
の
懺
悔
は
わ
か

る
。「
私
は
自
力
無
効
の
懺
悔
が
あ
り
ま
す
か
ら
」と
寺
川
俊
昭
先
生
は
そ
う

言
う
た
。
僕
に
。「
嘘
つ
け
」と
思
っ
た
け
ど
、
ず
っ
と
付
き
合
い
ま
し
た
け
ど

も
、
あ
の
人
は
自
力
無
効
の
懺
悔
を
生
き
た
人
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
わ
か
る
ん

で
す
、
そ
こ
は
。「
自
力
無
効
」、
そ
れ
は
私
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ

は
わ
か
る
と
。 

そ
ん
な
ふ
う
に
主
体
的
と
い
う
こ
と
は
、『
大
経
』が
自
分
自
身
と
し
て
は
た

ら
く
。
そ
の
本
願
と
は
何
か
、
法
蔵
菩
薩
と
は
何
か
、
そ
れ
が
人
生
の
苦
労
を

通
し
て
主
体
的
に
と
ら
え
直
さ
れ
た
と
き
に
、
は
っ
き
り
と「
す
み
ま
せ
ん
で
し

た
」と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
今
ま
で
、
わ
か
る
と
思
う
て
頑
張
っ
て
来
た
け
ど
、

屁
み
た
い
な
頭
で
本
当
は
何
に
も
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
と
。
あ
る
の
は
、

「
生
き
よ
う
」、「
俺
ら
し
く
生
き
た
い
」、
そ
の
意
欲
。
そ
れ
が『
大
経
』で
は
法

蔵
菩
薩
の
本
願
と
し
て
説
か
れ
と
っ
た
。
そ
れ
が
わ
か
ら
ん
ほ
ど
私
は
愚
か
で

し
た
。
と
い
う
ふ
う
に
、
愚
か
の
身
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
そ
こ
に
法
蔵
菩
薩
の
本
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願
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

「
五
劫
思
惟
、
兆
歳
永
劫
の
修
行
」と
い
う
の
は
、「
五
劫
か
か
っ
て
も
兆
歳

永
劫
か
か
っ
て
も
救
わ
れ
な
い
私
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
」と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
れ
は
本
願
に
よ
っ
て
し
か
わ
か
ら
な
い
罪
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら

「
一
切
苦
悩
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
」と
言
う
、
あ
あ
い
う
広
い
自
覚

が
起
こ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 質
問
者
１
・・は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

質
問
者
２
・・す
み
ま
せ
ん
。
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
先
生
が
以
前
言
わ
れ
て
い
た
、

名
号
は
ど
う
し
て「
名
」と「
号
」に
分
か
れ
て
い
る
の
か
、「
因
」と「
果
」に
分
か

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ず
っ
と
さ
が
し
て
と
い
う
か
、
考
え
て
い

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
講
義
を
聞
い
て
い
て
、
名
号
が「
名
」と「
号
」に
分

か
れ
て
い
る
の
は『
大
経
』が
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
、

「
東
方
偈
」が
二
十
二
願
と
二
十
願
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
れ
も「
因
」

と「
果
」と
言
う
形
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
、『
大
経
』の
構
造
が
そ
う
な
っ
て
い

る
か
ら
名
号
が「
名
」と「
号
」に
分
か
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思
っ
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

 

先
生
・・そ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
。
因
の
本
願
の
法
蔵
菩
薩
の
苦
労
が
四
十
八
の

本
願
と
し
て
説
か
れ
ま
す
ね
。
そ
も
そ
も
、
何
度
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
様

が
四
十
八
も
の
願
を
建
て
て
苦
労
し
た
と
い
う
の
は『
大
経
』し
か
な
い
わ
け
で

す
。
だ
か
ら
四
十
八
も
建
て
た
の
は
救
わ
れ
な
い
あ
な
た
が
お
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
を
救
う
た
め
に
四
十
八
も
建
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
今

言
っ
た
よ
う
に
四
十
八
の
本
願
が
本
当
に
何
か
と
わ
か
っ
た
時
に
は
、
実
は
分

別
を
超
え
て
、
そ
の
ま
ま
で
仏
様
の
世
界
に
も
と
も
と
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
知
ら
せ
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
わ
け
で
、
だ
か
ら
そ
れ
を「
尽
十
方
無
碍
光

如
来
」と
い
う
。『
大
経
』で
は
。「
果
の
覚
り
」を「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」、「
因

の
修
行
」は「
法
蔵
菩
薩
の
修
行
」、
そ
ん
な
ふ
う
に
二
つ
に
分
け
て『
大
経
』は

説
か
れ
て
る
か
ら
、
親
鸞
聖
人
は
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
と
い
う
の
は
そ
の
通

り
で
す
。 

今
日
は
難
し
か
っ
た
で
す
か
。
難
し
い
か
も
し
ら
ん
け
ど
、
何
べ
ん
も
聞
い
と

き
。
そ
の
う
ち
に
身
に
付
い
て
く
る
か
ら
。
大
事
な
こ
と
を
言
う
と
る
ん
だ
。
本

当
の
こ
と
を
言
う
と
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

言
う
と
る
ん
だ
。
は
っ
き
り
言
え
ば
。 

 
 質

問
者
３
・・ど
う
も
お
疲
れ
様
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
。
先
ほ
ど
の
西
藤
さ
ん

の
質
問
と
か
ぶ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
。
凡
夫
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
お

念
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
領
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
お
念
仏
の
は
た
ら
き
の「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本

を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
」を
領
解
し
て
念

仏
す
れ
ば
、
凡
夫
で
も
功
徳
大
宝
海
が
私
た
ち
を
包
ん
で
く
れ
、
仏
の
世
界
へ

解
放
し
て
く
だ
さ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
頭
の
中
の
理
解
で
す
け
ど
、
こ
の
お

念
仏
の
は
た
ら
き
を
領
解
す
る
と
い
う
た
め
に
は
聞
法
聞
思
、
現
実
の
実
社
会

を
生
き
て
い
く
中
で
い
ろ
い
ろ
、
そ
れ
を
続
け
て
い
く
、
そ
し
て
少
し
ず
つ
領
解

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
か
な
と
思
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ

う
か
。 

 

先
生
・・う
ん
、
そ
う
で
す
ね
、
教
え
を
よ
く
聞
い
て
ね
、
そ
し
て
教
え
の
よ
う
に

な
ら
ん
自
分
を
顧
み
な
が
ら
、
悩
ん
で
い
く
、
そ
れ
が
ま
あ
生
活
で
す
わ
ね
。

人
間
の
場
合
は
生
活
の
方
が
厳
し
い
か
ら
、
し
ま
い
に
は
も
う「
神
も
仏
も
あ
る

も
の
か
」と
言
う
て
、
自
分
の
身
を
大
地
に
投
げ
出
し
て
、
大
地
を
た
た
い
て
泣

い
た
と
、
暁
烏
敏
と
い
う
人
は
そ
う
言
う
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、「
大
地

の
方
か
ら
法
蔵
菩
薩
が
名
告
り
を
挙
げ
た
」と
。「
だ
か
ら
敏
は
大
地
の
意
義
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で
あ
り
ま
す
」と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
わ
け
で
す
。
ま
あ
先
輩
の
一
つ
の
典

型
で
す
け
ど
、
一
つ
は
、
実
人
生
の
中
で
身
を
投
げ
出
し
て
大
地
を
た
た
い
て

宿
業
の
身
に
泣
く
よ
う
な
苦
労
が
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
通
し
て

初
め
て
、『
大
経
』
で
説
か
れ
て
い
る
、
あ
の
法
蔵
菩
薩
は
何
処
か
他
の
と
こ
ろ
に

あ
る
と
思
う
と
っ
た
け
ど
、「
我
が
命
の
名
で
あ
っ
た
」と
い
う
ふ
う
に
な
れ
ば
、

ま
あ「
功
徳
大
宝
海
の
中
に
あ
る
」ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
で
す
か
ら
、
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

質
問
者
３
・・あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
精
進
い
た
し
ま
す
。 

 

住
職
・・言
葉
の
意
味
な
ん
で
す
が
、「
き
ょ
う
も
ん
い
ん
し
ょ
う
」と
い
の
は
、
ど

う
い
う
字
で
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。
引
い
て
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。 

 

先
生
・・う
ん
。
さ
っ
き
書
い
と
っ
た
ぞ
。
経
典
の
文
を
引
い
て
、
証
明
す
る
。
ご

住
職
は
テ
ー
プ
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
、
必
ず『
教
行
信
証
』の
各

巻
に
は
ね
、
標
挙
が
挙
が
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
標
挙
に
関
す
る
経
典
を
、

『
大
経
』を
引
用
し
て
、
因
願
、
成
就
文
、
そ
こ
の
部
分
を
〝
経
文
引
証
〟
の
部

分
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。
〝
経
文
引
証
〟
が
終
わ
る
と
今
度
は
、
龍
樹
、
天

親
、
曇
鸞
と
、
〝
論
の
引
証
〟
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

住
職
・・あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

田
畑
先
生
・・ 

今
日
の
会
は
こ
れ
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。 

（「
恩
徳
讃
」、
終
了
） 

 

田
畑
先
生
・・ 

次
回
、
第
１
２
回
は
１
０
月
１
４
日
（木
）を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
ご
案
内
の

中
に
来
年
の
４
月
ぐ
ら
い
ま
で
の
分
、
日
に
ち
を
書
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
け

ど
、
順
次
先
生
と
相
談
し
な
が
ら
お
願
い
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   【
テ
ー
プ
起
こ
し
】安
達 

洋
太
郎
さ
ん 

【
添 

削
】田
畑
正
久
先
生
、
住
職 


