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大

栄

一

道
と
は
、
こ
の
身
を
今
こ
こ
に
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ

を

「
随
処
に
主
と
な
る
」
と
い
う
。
随
処
す
な
わ
ち
随
時
で
あ
る
。
 

し
か
れ
ば
、 

随
処
に
主
と
な
る
と
は
、 

時
代
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、 

そ
れ
に
押
し
流
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
世
界
は
ど
う
あ
ろ
う
と 

も
、
自
己
を
見
失
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
我
は
世
と
靜
わ
な
い
、 

世
法
に
汚
さ
れ
な
い
」
(
『
涅
槃
経
』)

と
説
か
れ
た
。
 

恰
も
船
乗
の
よ
う
に
ゝ
流
れ
に
随
い
つ
つ
流
れ
を
超
え
て
ゆ
く
、
そ
れ
が
仏
道
で
あ
る
。

し
か
し
世
は
濁
り
時
は
乱
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
濁
り
を
清
め
、 

そ
の
乱
れ
を
正
す
も
の
こ
そ
道
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
随 

処

に

「
主
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
自
覚
を
そ
の
ま
ま
に
覚
他
で
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
、 

そ
れ
が
道
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て 

仏
道
と
は
、
世
と
靜
う
も
の
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、 

仏
法
と
は
無
用
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
世 

を
救
う
も
の
は
、 

世
に
汚
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
れ
ど
仏
道
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
為
レ
主
と
い
っ
て
も
随
レ
処
の
も
の
で
あ
っ
て
、
時
を
改
め' 

世
を
導 

び
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
随
処
と
は
、
時
処
を
主
と
し
て
自
身
を
従
と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
法 

と
は
、
そ
の
従
の
徳
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

1



二

私
は
し
ば
し
ば
宗
教
無
用
を
説
い
た
。
そ
れ
は
人
間
に
取
り
て
必
要
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
活
き
て
い
く
為
に
必 

要
な
る
も
の
は
衣
食
住
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
は
必
要
か
と
問
う
こ
と
は' 

信
心
す
れ
ば
生
活
の
苦
労
が
少
く
な
る
か
と
い
う
こ
と 

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
宗
教
に
利
用
価
値
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
宗
教
は
唯
だ
受
用
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て' 

利
用
す 

べ
き
も
の
で
は
な
い
。

「宗
教
は
求
む
べ
し
、
宗
教
は
求
む
る
と
こ
ろ
な
し
」
で
あ
る
。

宗
教
は
す
で
に
無
用
で
あ
れ
ば
、
僧
侶
は
ま
た
当
然
無
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
産
に
於
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か 

れ
ば
教
学
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 

た
と
え
誹
謗
で
あ
っ
て
も
、
間
違
い
は
な
い
。

「
神
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
者
を
伝
導
者 

と
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
無
用
の
用
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
薬
に
対
す
る
補
薬
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
熱
を
去
り
、
こ
れ
は
咳
を
止 

め' 

こ
れ
は
傷
み
を
除
く
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
功
能
あ
る
も
の
は
主
薬
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
主
薬
に
は
必
ず
補
薬
が
な
く
て 

は
な
ら
な
い
。
そ
の
補
薬
と
は
そ
れ
自
体
何
の
功
能
も
な
い
が' 

し
か
し
そ
れ
な
し
に
は
主
薬
も
副
作
用
あ
り
、
逆
効
果
と
な
る
こ
と
も 

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
無
効
な
る
補
薬
こ
そ
、
実
は
大
用
を
為
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
何
事
に 

つ
け
て
も
有
難
き
を
感
じ
、
勿
駄
な
き
を
思
う
。
そ
れ
が
生
活
の
利
益
と
な
る
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ど
人
生
を
身
に
つ
い
た
も
の
に
す
る 

の
で
あ
る
。

三

し
か
る
に
宗
教
は
必
要
か
と
い
う
問
に
答
う
る
も
の
は' 

専
ら
そ
の
利
用
価
値
を
思
想
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
識
者
も
そ
の
見
解
を 

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
政
治
と
宗
教' 

教
育
と
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば' 

そ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
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れ
ど
そ
の
宗
教
利
用
の
思
想
と
は
、
迷
信
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
受
用
す
る
者
に
取
り
て
は' 

宗
教
こ 

そ
現
世
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
取
り
て
は' 

宗
教
は
人
間
を
惑
わ
す
も
の
と
な
る
の
で 

あ
る
。

さ
れ
ど
性
来
利
己
的
で
あ
り
、
運
命
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
人
間
に
取
り
て
は
、
見
え
ぬ
世
界
を
怖
れ
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
も
免 

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
々
に
守
護
を
求
め' 

悪
魔
を
払
い' 

日
の
吉
凶
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

外
か
ら
植
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
で 

は
な
く
、
性
来
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
は
受
用
す
る
と
い
っ
て
も' 

そ
の
実
は
利
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ 

か
ら
政
教
一
致
と
い
う
こ
と
も
思
想
せ
ら
れ' 

ま
た
実
行
も
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
に
は
、
ま
た
害
悪
も
生
じ
た
の
で
あ 

っ
た
。
そ
こ
か
ら
政
教
分
離
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
筋
の
思
想
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
そ
の
利
用
を 

避
け
た
こ
と
は
ま
た
受
用
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

し
か
れ
ば
宗
教
を
受
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
宗
教
は
無
用
の
用
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
無
用
の
用 

が
な
さ
れ
ね
ば
、

一
切
の
有
用
な
る
も
の
も
そ
の
用
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
無
用
の
用
こ
そ
大
用
で
あ
る
と
い
わ 

ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
大
は
普
遍
で
あ
る
。
主
薬
は
そ
れ
ぞ
れ
特
効
あ
り
て
も' 

補
薬
な
し
に
は
、
そ
の
特
効
を
現
わ
す
こ
と
は
で 

き
な
い
。
そ
の
特
効
薬
に
特
効
あ
ら
し
め
る
、 

そ
れ
が
補
薬
で
あ
る
。

さ
れ
ど
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
主
薬
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
補
薬
は
従
薬
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
宗
教 

は
真
・
善

・
美
の
主
と
な
る
と
い
う
よ
り
は' 

寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
従
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
も
道
徳
も
芸 

術
も
宗
教
の
婢
と
な
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
宗
教
を
「
聖
な
る
も
の
」
と
感
ず
る
か
ぎ
り
自
然
の
情
操 

で
あ
る
。
そ
の
敬
虔
感
情
な
し
に
は
、
宗
教
は
な
い
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
そ
の
敬
虔
感
情
は
、
真
・
善
・
美
の
婢
と
な
っ
て' 

哲
学
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も
道
徳
も
芸
術
も
真
実
な
る
も
の
で
あ
れ
か
し
と
、
願
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
天
の
光
と
な
る
の
み
で
は
な
い
、
地
の 

恵
み
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
宗
教
は
人
生
に
光
を
与
え
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
人
間
が
改
造
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ 

の
身
の
あ
る
が
ま
ま
に
そ
の
処
を
得
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
そ
う
あ
ら
し
め
る
も
の
こ
そ' 

人
生
随
順
の
智
慧
と
も
い 

う
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
智
慧
こ
そ
、 

従
の
徳
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

五

「
善
き
に
も
従
い
、
悪
し
き
に
も
従
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
能
舞
台
に
於
て
の
ワ
キ
役
の
心
得
で
あ
る
。
た
と
え
主
役
は 

役
不
足
で
あ
っ
て
も
、 

ワ
キ
役
は
そ
れ
に
従
っ
て
十
分
の
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ワ
キ
役
は
飽
く
ま
で
も
従
と
し
て
の
立
場
を 

忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
ワ
キ
役
は
即
ち
補
役
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
能
を
表
に
現
わ
さ
ず
、
功
を
主
役
に
帰
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
舞
に
合 

わ
せ
て
歌
う
も
の
は
、
舞
の
妙
味
を
彰
わ
す
も
の
で
あ
り
ゝ
歌
に
合
わ
せ
て
舞
う
も
の
は
、
歌
の
妙
味
を
現
わ
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が 

補
役
の
心
が
け
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
心
が
け
を
果
す
も
の
、
そ
れ
が
従
の
道
で
あ
る
。

こ
こ
に
宗
教
は
、 

あ
ら
ゆ
る
文
化
の
主
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
従
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ 

る
。
時
代
は
そ
の
従
の
道
を
見
失
う
た
。
人
々
は
皆
な
主
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
自
主
性
こ
そ
人
間
道
で
あ
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
 

誰
も
従
と
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
が
自
善
他
非
の
主
張
と
な
る
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
争
い
は
尽
き
な
い
。
そ 

こ
に
反
省
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
そ
れ
は
他
善
自
非
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
初
め
て
道
に
従
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 

道
は
主
張
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
随
順
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
善
を
見
て
、 

そ
れ
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
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六

こ
こ
に
於
て
思
い
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
に
於
て
菩
薩
道
と
い
う
も
の
は' 

畢
竟
従
の
道
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
仏
道
と
は
自 

身
が
先
頭
に
立
ち
て
、

一
切
衆
生
を
導
び
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
の
生
活
に
大
悲
同
感
し
て' 

そ
の
処
を
得
し
め
よ
う 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
行
わ
る
る
も
の
は
従
の
徳
で
あ
る
。

浄
土
の
菩
薩
の
徳
は
、
智
慧

・
慈
悲
・
方
便
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
る
も
の
と
説
か
れ
て
あ
る
。
そ
の
智
慧
と
は
我
を
立
て
ぬ
こ
と
で 

あ
る
。

無
我
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
が
仏
教
で
智
慧
と
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
知
識
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

「
我
れ
思
う
、
故
に
我
れ
あ
り
。
」
そ
れ
は
知
識
と
し
て
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
知
識
的
に
は
自
主
性
あ
る
と
い
っ 

て
も
、
実
践
的
に
は
無
我
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
我
を
張
っ
て
は
何
ご
と
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し 

か
れ
ば
仏
教
に
無
我
と
い
う
は' 

初
め
か
ら
実
践
の
智
慧
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
知
識
と
智
慧
と
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来 

仏
教
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
智
慧
に
依
る
慈
悲
と
は
、
相
手
に
成
り
切
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
衆
生
の
心
に
な
り
切
る
こ
と' 

そ
れ
が
菩
薩
の
慈
悲
で
あ
る
。
 

慈
は
他
を
己
の
内
に
見
、
悲
は
他
の
内
に
己
を
見
る
、
そ
れ
が
大
悲
同
感
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
神
の
愛
と
仏
の
慈
悲
と
の
異 

な
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
慈
悲
は
自
己
に
あ
る
も
の
を
他
に
施
す
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ひ
と
え
に
他
の 

心
情
に
成
り
切
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
衆
生
を
慈
悲
す
る
と
い
う
こ
と
は' 

衆
生
の
立
場
に
成
り
切
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち 

衆
生
を
主
と
し
て
、
自
身
を
従
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
従
の
道
こ
そ
、
即
ち
方
便
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
方
便
と
は' 

応
化
で
あ
る
。
機
に
応
じ
て
法
を
説
く
と
い
う
。
そ
の
応
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 

教
を
受
く
る
者
の
立
場
と
な
る
こ 

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
化
す
る
も
の
は
教
う
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
応
化
の
身
と
な
る\

そ
れ
が
方
便
で
あ
る
。
そ
の
応 

化
で
な
け
れ
ば
衆
生
が
化
益
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
応
化
は
即
ち
善
処
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
見
を
主
と
す
る
も
の
は
善
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処
で
は
な
い
。
方
便
と
は
従
の
道
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
柔
軟
心
は
成
就
す
る
。
方
便
行
は
身
心
を
柔
軟
な
ら
し
め
る
。
身
心
の
柔
軟'

そ
れ
は
人
間
の
あ
る
べ
き
状
態
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
身
体
で
あ
っ
て
も
精
神
で
あ
っ
て
も
、
硬
直
で
あ
る
こ
と
は
健
康
状
態
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
自
見
が
正
し
く
と
も
、
 

そ
れ
を
強
調
す
る
も
の
は
執
著
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
自
善
他
非
が
不
徳
で
あ
る
こ
と
は' 

そ
れ
は
硬
直
の
心
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。
直
き
を
他
に
推
し
て
、
枉
れ
る
を
自
己
に
省
み
る
。
そ
れ
が
柔
軟
心
で
あ
る
。
そ
れ
即
ち
従
の
道
で
あ
る
。

七

そ
れ
が
浄
土
の
菩
薩
の
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は'

即
ち
還
相
廻
向
の
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
往
相
は
浄
土
の
発
見
で
あ
り
、
 

還
相
と
は
浄
土
を
場
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
。

一
切
の
衆
生
は' 

皆
な
ー
如
の
世
界
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
四
海
み
な
同
胞
で
あ
る
。
浄 

土
往
生
と
は' 

そ
の
場
所
の
発
見
を
人
生
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
所
の
発
見
と
は
、
即
ち
そ
の
場
所
に
人
間
生
活
が
行
わ 

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
即
ち
人
間
の
帰
依
所
で
あ
る
。
生
の
依
る
と
こ
ろ' 

即
ち
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ 

る
。
し
か
れ
ば
往
相
と
は
浄
土
を
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
還
相
と
は
浄
土
を
生
の
依
る
と
こ
ろ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
還
相
の
菩
薩
行
と
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は' 

利
他
教
化
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
身
が
先
頭
に
立
ち
て
群
衆
を
導
び
く
も
の
の
如 

く
思
わ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。

「
煩
悩
の
林
に
遊
ん
で
神
通
を
現
じ' 

生
死
の
菌
に
遊
ん
で
応
化
を
示
す
」
と
い 

う
。
そ
の
神
通
と
い
い
応
化
と
い
う
も
の
は
、
衆
生
の
煩
悩
生
死
に
随
順
し
つ
つ
善
処
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ 

う
か
。
そ
れ
こ
そ
浄
土
を
生
の
依
る
と
こ
ろ
と
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
に
依
り
て
往
相
の
行
信
は
、

「
臨
終
一
念
の
タ
、
大
般
涅
槃
を
証
す
」
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
浄
土
は
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。
さ
れ
ど
還
相
の
菩
薩
道
は
世
々
生
々
を
経
て
も
終
結
し
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
生
の
依
る
と
こ
ろ
と
な
る
も
の
は' 

永
遠
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
そ
れ
は
度
す
べ
き
衆
生
の
あ
る
か
ぎ
り
、
菩
薩
行,
も
尽
く
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
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即
ち
教
化
と
は
善
処
で
あ
り
、
方
便
で
あ
る
こ
と
を
彰
わ
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

八

こ
こ
に
は' 

聖
道
の
菩
提
心
と
浄
土
の
菩
薩
行
と
の
別
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
聖
道
の
菩
提
心
は
自
身
が
主
と
な
り
て
衆
生
を
導
び
く 

も
の
で
あ
る
。

浄
土
の
菩
薩
は
自
身
を
従
と
な
し
て
、

衆
生
に
そ
の
処
を
得
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
処
す
な
わ
ち
浄
土
で
あ
る
。
 

「
救
う
」
と
い
う
は
、
そ
の
処
を
得
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
浄
土
の
菩
提
心
と
い
う
も
聖
道
の
菩
提
心
の
方
向
転
換
に
外
な
ら 

ぬ
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ

の

「
主
よ
り
従
へ
」
の
方
向
転
換
が' 

即

ち

「
難
行
道
よ
り
易
行
道
へ
」
と
な
り' 

「
自
力
よ
り
他
力
へ
」
 

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
「
阿
弥
陀
仏
の
自
在
神
力
よ
り
法
蔵
菩
薩
の
悲
願
智
願
へ
」
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

浄
土
の
経
典
に
於
て
最
も
感
銘
の
深
い
も
の
は
、
法
蔵
の
思
惟
修
行
で
あ
る
。
そ
の
思
惟
は
衆
生
の
救
わ
れ
る
場
処
と' 

そ
こ
に
あ
る 

こ
と
を
得
し
め
る
法
に
つ
い
て
為
さ
れ
た
、 

即

ち

「
浄
土
」
と

「
浄
土
の
行
」
と
に
つ
い
て
の
選
択
摂
取
で
あ
る
。
そ
の
修
行
は
帰
す
る 

と
こ
ろ' 

衆
生
を
し
て
そ
の
処
を
得
せ
し
め
た
い
と
い
う
願
か
ら
の
「従
の
徳
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
起 

さ
ず
。:

：:

忍
力
成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
。:

：:

和
顔
愛
語
に
し
て
意
を
先
に
し
て
承
問
す:

：:

諸
の
衆
生
を
し
て
功
徳
を
成
就
せ
し 

め
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
、

一
語
一
句
と
し
て
従
の
徳
で
な
い
も
の
は
な
い
。
弥
陀
の
悲
願
と
は
、
如
来
、
衆
生
と
運
命
を
共
に
し
よ
う
と 

せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
無
限
大
悲
と
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
、
そ
の
悲
願 

力
に
よ
り' 

大
涅
槃
を
証
せ
し
め
ら
れ' 

そ
の
悲
願
を
体
験
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
の
他
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
往
相
・
還
相
共
に
如 

来
廻
向
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

九

阿
弥
陀
仏
は
法
蔵
菩
薩
と
な
り
て
従
の
道
を
行
じ
た
ま
い
、
願
生
者
は
浄
土
の
証
り
を
得
て
還
相
利
他
の
徳
を
成
就
す
る
。
こ
れ
に
依
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り
て
還
相
菩
薩
の
願
に
は
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
諸
仏
を
供
養
し
、
衆
生
を
開
化
し
て
普
賢
の
徳
を
成
就
す' 

と
説
か
れ
た
。
「
遊
諸
仏
国
」 

「
供
養
諸
仏
」
「
開
化
衆
生
」
「
普
賢
之
徳
」
そ
の
一
々
は
、
す
べ
て
従
の
徳
で
あ
る
。
「
遊
」
の
一
語
、
遊
学
と
い
う
言
葉
の
行
わ
れ
た
こ 

と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
曇
鸞
の
『
論
註
』
に
は
神
通
遊
戯
の
語
を
解
し
て
、
遊
戯
ほ
ど
真
剣
な
も
の
は
な
く
、
そ
れ
で
い
て
功
果
を
問
題 

と
し
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
諸
仏
の
国
は
即
ち
東
西
古
今
の
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
に
於
て
行
わ
れ
て
い
る
道
で
あ 

る
。
そ
の
道
を
学
び
、
そ
の
思
想
を
尊
ぶ' 

そ
れ
こ
そ
供
養
諸
仏
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
香
華
を
捧
げ
る
の
み
が
供
養
で
は
な
い
。
敬 

意
を
表
す
る
こ
と
こ
そ
真
に
供
養
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
遊
諸
仏
国' 

供
養
諸
仏
と
は' 

求
道
の
遍
歴
で
あ
る
。
遊 

学
と
は
求
道
の
遍
歴
で
あ
る
。
だ
か
ら
研
究
発
表
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
し
な
い
。
百
科
を
学
ん
で
人
生
を
知
る
、
そ
れ
が
遊
諸 

仏
国
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
開
化
衆
生
と
い
う
も
、
ま
た
供
養
諸
仏
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
。
そ
の
仏
性
に 

供
養
す
る
こ
と' 

そ
れ
が
開
化
衆
生
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
度
し
て
度
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ 

う
か
。
供
養
諸
仏
で
な
い
開
化
衆
生
は
、
自
己
を
主
役
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
開
化
衆
生
は
衆
生
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な 

い
。
利
他
教
化
と
い
っ
て
も
、
恒
順
衆
生
の
道
を
見
出
す
こ
と
の
他
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
利
他
教
化
は
遊
び
で
あ
る
。
神
通
を
現
ず
る
も
応
化
を
示
す
も
、
煩
悩
の
林
に
遊
ぶ
も
の
で
あ
り
、
生
死
の
81
に
戯
む 

る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら' 

そ
れ
は
無
漏
無
作
・
無
相
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
無
漏
と
は
純
粋
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
専
心
専
念
に 

し
て' 

そ
の
功
果
の
有
無
を
問
題
と
し
な
い
。
そ
れ

が

「
遊
」
で
あ
る
。
そ
の
専
念
の
行
は' 

為
し
て
為
さ
ず
で
あ
る
。

「わ
れ
か
く
為 

せ
り
」
は
真
の
道
で
は
な
い
。
た
だ
為
さ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
功
績
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
が
な
い' 

そ
れ
を 

無
相
と
い
う
。
菩
薩
の
行
は
、
そ
の
功
績
と
し
て
挙
示
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
「
空
気
を
作
る
」
と
で
も
い 

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
生
活
に
取
り
て
は
、
空
気
と
水
ほ
ど
必
要
な
も
の
は
な
い
。
浄
土
も
そ
の
浄
土
で
あ
る
こ
と
を
彰
わ
す
経
文
は
、
清
風
と
流
水
と

8



で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
精
神
的
な
る
空
気
と
水
と
で
あ
る
。

十

そ
の
菩
薩
行
に
よ
り
て
普
賢
の
徳
が
成
就
せ
ら
れ
る
。5

2
1
1
1
1
3
1
1 &

一

!,11

注3

は

ミ
1
1
〇
^
3
4
！お

目
〇
!
15

で
あ
り' 

縁
起
が
よ
い' 

よ
ろ 

ず
め
で
た
し
等
と
翻
伝
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
普
賢
は
遍
吉
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
世
は
悉
く
濁
れ
り
、
わ
れ
独
り
澄 

め
り
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
普
賢
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
自
善
他
非
は
独
賢
で
あ
る
か
ら' 

そ
の
人
は
幸
福
で
な
い 

の
は
当
然
で
あ
る
。

「
何
事
も
善
意
に
受
用
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
幸
福
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
普
賢
道
は
即
ち
遍
吉
の
法
で
あ
る
。
 

思
え
ば
現
代
に
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
は
惣
べ
て
の
人
は
生
き
る
資
格 

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
先
想
さ
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
は
善
き
人
で
あ
る
。
悪
を
為
す
か
ら
悪
人
で 

は
な
い
。
善
人
が
悪
を
為
す
の
で
あ
る
。
傍
ら
に
悪
人
を
お
い
て
自
身
を
善
人
と
見
る
こ
そ
、
か
え
っ
て
悪
人
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ 

ろ
う
。
悪
人
と
は
人
間
の
自
覚
で
あ
り
反
省
で
あ
っ
て
も
、
如
来
の
覚
他
で
は
な
い
。
恐
ら
く 

一
切
の
経
典
を
披
い
て
も
「汝
等
悪
人
」
 

と
い
う
言
葉
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
如
来
の
大
悲
に
見
う
る
も
の
は
苦
悩
の
衆
生
で
あ
る
。
衆
生
の
自
覚
に
於
て
は
悪
の
故
に
苦
を
う
く
る 

の
で
あ
る
が
、
如
来
の
覚
他
に
於
て
は
苦
あ
る
が
故
に
悪
を
な
す
の
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
、
そ
の
如
来
の
大
悲
を
心
と
す
る
菩
薩
の
道
は
人
間
の
悪
を
責
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
人
間
の
苦
を
救
う
も
の
で
あ
ら 

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
特
に
現
代
に
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
公
害
か
人
災
か' 

今
や
地
球
も
破
滅
し
よ
う 

と
い
う
時
代
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
人
間
悪
に
依
る
と
世
を
責
め
る
こ
と
も
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
救
う
主
役
と
な
る
も
の
は' 

政 

治
家
で
あ
り
科
学
者
で
あ
る
。
宗
教
と
い
い
宗
教
家
と
い
い
、
何
の
用
に
も
立
た
な
い
の
が
真
相
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
若
し
補
役
の
任 

務
が
あ
る
と
す
れ
ば' 

大
い
な
る
心
を
も
っ
て
時
代
に
随
順
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
世
に
生
れ
た
る
も
の
は' 

こ
の
世
を
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
ず' 

ま
た
呪
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
時
代
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
人
身
受
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け
が
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
有
り
難
く 

一
生
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
、
現
代
を
悲
観
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
殺
と
等
し
と 

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
電
話
の
開
通
、 

カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
飛
行
機
等
々
、
何
が
不
足
で
生
き
甲
斐
を
問
題
と
せ
ね
ば 

な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
害
も
人
災
も
無
か
っ
た
時
代
は
な
い
。
そ
の
中
を
わ
れ
ら
の
祖
先
は
力
を
感
じ
、
喜
び
を
も
ち
、
意
味
を
認 

め
っ
つ
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
に
依
り
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
一

こ
こ
で
私
は
繰
返
え
す
。

「
何
事
も
善
意
に
受
用
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
幸
福
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
に
大 

行
の
念
仏
は
「
諸
の
善
法
を
摂
し
、
諸
の
徳
本
を
具
せ
り
」
と
あ
る
言
葉
に
於
て
直
感
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
念
仏
と
は
何
事
を 

も
善
意
に
受
用
せ
し
め
る
智
慧
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
晴
の
日
は
晴
を
喜
び' 

雨
の
日
は
雨
に
親
し
む'

そ
れ
が
智
慧
で
あ
り' 

そ
の
智
慧 

と
な
る
も
の
は
念
仏
で
あ
る
。
生
涯
に
経
験
せ
ら
れ
る
苦
楽
は
す
べ
て
此
身
を
化
育
す
る
も
の
で
あ
り' 

親
疎
の
人
々
は
悉
く
善
知
識
で 

あ
る
。
そ
れ
は
観
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く'

実
際
に
感
覚
せ
し
め
る
も
の
は
念
仏
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て' 

念
仏
こ
そ
従 

の
徳
を
行
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て' 

智
慧
の
念
仏
あ
れ
ば
人
は
い
つ
で
も
幸
福
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
幸
福
を
感
ず
る
義
務
が
も
る
と
い
わ
れ
て 

い
る
。
そ
の
義
務
こ
そ
神
聖
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
幸
福
は
人
生
の
悲
し
み
を
知
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
の
悲
し
み 

が
真
実
の
幸
福
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
生
の
有
難
さ
が
あ
る
。
そ
の
有
難
さ
を
身
に
感
ず
る
、 

そ
れ
が
即
ち
人
生
の
意 

味
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
、
念
仏
こ
そ
人
生
を
従
の
徳
を
行
う
道
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
従
の
徳
に
よ
り
て
転
悪
成
善
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ 

る
。
転
悪
成
善
は
廃
悪
修
善
で
は
な
い
。
廃
悪
修
善
は
自
主
自
力
の
行
で
あ
る
。
転
悪
成
善
は
従
の
徳
で
あ
る
。
そ
の
徳
を
現
わ
す
も
の 

即
ち
念
仏
で
あ
る
。
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し
か
る
に' 

已
に
幾
度
も
繰
返
え
し
た
よ
う
に
従
の
道
は
菩
薩
の
行
で
あ
る
。
経
説
の
法
蔵
菩
薩
の
思
惟
・
修
行
も
そ
れ
で
あ
る
。
そ 

の
従
の
道
が
念
仏
者
に
現
行
さ
れ
る
と
せ
ば
ど
う
領
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
者
は
菩
薩
で
あ
る
が' 

菩
薩
は
念
仏
者
と
な
る 

か
。
真
宗
に
於
け
る
大
行
・
大
信
と
い
う
も
の
は
、
正
し
く
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
信
の
廻
向
こ 

そ
真
宗
の
人
生
観
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

十
二

人
生
は
念
仏
に
よ
り
て
往
生
の
道
路
と
な
る
。
そ
の
道
路
は
生
死
の
間
に
あ
り' 

煩
い
悩
み
の
尽
き
な
い
そ
の
道
を
念
仏
者
は
横
超
す 

る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、

「
煩
う
勿
れ
、
悩
む
勿
れ
」
と
い
う
こ
と
も
大
切
な
心
得
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
専
ら
説
く
も
の
は 

禅
家
の
覚
り
で
あ
る
。
或
は
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
煩
悩
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
解
脱
の
法
を
求
む
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ 

れ
ど
そ
れ
は
竪
出
、
横
出
の
法
で
あ
る
。
所
与
の
人
生
は
煩
い
悩
み
の
外
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
を
求
む
る
も
の
は
そ
の
煩
悩
の
人 

生
を
遍
歴
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
遍
歴
が
念
仏
に
よ
り
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
念
仏
は
伊
蘭
の
林
に
梅
檀
の
香
あ
ら
し
め' 

三
世
の
三
障
を
一
時
に
消
滅
せ 

し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
功
徳
は
す
べ
て
念
仏
者
に
実
証
さ
れ
現
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
「
行
巻
」
に
顕
わ
さ
れ
て
い
る 

こ
と
は' 

い
か
に
功
徳
利
益
は
広
大
無
辺
で
あ
っ
て
も' 

現
実
に
経
験
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
れ
ど
、
念
仏
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
広
大
無
辺
の
徳
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
そ
の
依
り
て
来
る
と
こ
ろ
を
た
ず
ぬ
れ 

ば
、
そ
れ
は
弥
陀
の
本
願
に
依
る
と
教
え
ら
れ
て
あ
る
。
し
か
れ
ば' 

そ
の
根
元
よ
り
い
え
ば
人
生
と
は
如
来
の
本
願
、
即
ち
法
蔵
菩
薩 

の
思
惟
，
修
行
の
道
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
久
遠
の
相
に
於
て
見
れ
ば
法
蔵
菩
薩
の
修
行
の
場
で
あ
り' 

そ
れ
を 

現
行
の
相
に
於
て
見
れ
ば
念
仏
者
の
道
と
な
る
。
そ
れ
が
人
生
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
現
行
を
顕
わ
す
も
の
は
「行
巻
」
で
あ
り 

そ
の
久
遠
の
真
実
を
説
く
も
の
は
「信
巻
」
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち' 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
願
を
立
て
ま
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な

11



し
ま
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
、

「
法
蔵
菩
薩
は
い
づ
こ
に
あ
り
や
」
と
問
え
ば
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
あ
る
と
こ
ろ
そ
こ
に
」
と
答
う
る
の
外
な
い
の
で 

あ
ろ
う
。
客
間
に
あ
り
て
念
仏
す
る
。
法
蔵
菩
薩
は
客
間
に
お
ら
れ
る
。
台
所
に
あ
り
て
称
名
す
る
、
法
蔵
菩
薩
は
台
所
に
お
ら
れ
る
。
 

書
斎
、
街
頭
、
い
づ
こ
に
あ
り
と
も
、
念
仏
の
あ
る
と
こ
ろ
そ
こ
に
法
蔵
菩
薩
が
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
返
え
せ
ば
、
念
仏
の 

功
徳
利
益
の
広
大
な
る
こ
と
は
法
蔵
願
力
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
者
の
人
生
、
即
ち
法
蔵
菩
薩
の
道
場
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
易
行
難
信
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
称
名
念
仏
ほ
ど
易
行
な
る
も
の
は
な
い
。
何
等
の
訓
練
を
も
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か 

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は' 

「
大
小
の
聖
人
、
善
悪
の
凡
夫
」
も
み
な
同
じ
く
斉
し
く
行
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ 

に
依
り
て
大
行
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て' 

そ
の
大
行
た
る
所
以
こ
そ
法
蔵
願
力
に
よ
る
こ
と
も
思
い
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に 

も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
本
願
を
信
ず
る
こ
と
は
甚
だ
難
い
。
し
か
も
、
そ
の
難
信
の
場
に
於
て
の
み
念
仏
は
易
行
と
し
て
身
に
即
く
も
の
と 

な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
難
信
と
は
「最
も
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
言
葉
が
信
心
の
真
実
を
表
現
す
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
信
は
疑
の
彼
岸
に
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
疑
っ
て
も
疑
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
信
が
あ
る
の
で
あ 

る
。
そ
の
信
心
は
即
ち
如
来
の
願
心
の
廻
向
で
あ
り' 

表
現
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
、
人
間
の
一
生
は
永
遠
無
窮
な
る
菩
薩
道
の
道
場
と
な
る
。
最
も
手
近
な
る
も
の
は
、
最
も
深
遠
な
る
も
の
で
あ
り
、
最
も 

深
遠
な
る
も
の
は
最
も
手
近
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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