
た
ま
わ
り
た
ろ
主
体

安 

田 

理 

深 

今
日
は
、
 

「
た
ま
わ
り
た
る
主
体
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
少
し
矛
盾
す
る
よ
う
で
す
け
ど
、
た
ま
わ 

る
と
い
う
こ
と
は
主
体
が
知
る
の
で
す
け
ど' 

ま
た
、
 

た
ま
わ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
主
体
も
や
は
り
た
ま
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う 

い
う
、
ニ
重
の
主
体
の
関
係
な
ん
で
す
。
 

聖
典
に
も
と
づ
い
て
い
え
ば
、

『
教
行
信
証
』

「信
巻
」
別
序
の
は
じ
め
に
、
 

「夫
れ
以
れ
ば
、
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
如
来
選
択
の
願
心
自
り
発
起
す
。
真
心
を
開
闡
す
る
こ
と
は
大
聖
矜
哀
の
善
巧
従
り
顕
彰 

も
り
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
二
尊
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。

「信
楽
」
と
い
う
の
も' 

「真
心
」
と
い
う
の
も
同
じ
も
の
な 

ん
で
す
が
、

一
方
で
は
「
選
択
の
願
心
自
り
発
起
す
」

と
い
い
、

一
方
は
「
大
聖
矜
哀
の
善
巧
従
り
顕
彰
せ
り
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

「大
聖
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
釈
迦
如
来
の
こ
と
、
つ
ま
り
釈
尊
の
発
遣
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「如
来
選
択
の
願
心
」
と
い
う 

の
は
阿
弥
陀
如
来
因
位
の
お
心
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
そ
こ
に
欲
生
心
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
欲
生
心
は
選
択
の
願
心
、
選
択
廻
向 

の
願
心
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
す
が' 

そ
こ
に
二
尊
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
仏
教
を
一
貫
す
る
伝
統
で
あ
り
ま
し
て
、
発
遣
と
招
喚
と
は
二
つ
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
招
喚
が
、
発
遣
と
は
別
に
空 

中
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
招
喚
は
発
遣
を
超
え
て
お
る' 

し
か
し
招
喚
は
発
遣
に
包
ま
れ
て
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
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れ
は
仏
教
を
一
貫
し
た
伝
統
で
あ
り
ま
し
て' 

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
キ
リ
ス
ト
教
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
今
日 

で
は' 

キ
リ
ス
ト
教
と
無
関
係
に
考
え
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
発
遣
と
招
喚
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
釈
迦
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
ソ
ク
ラ 

テ
ス
の
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
。
教
主
と
救
主
と
が' 

は
っ
き
り
と
限
界
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

歴
史
上
に
生
ま
れ
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
史
的
イ
エ
ス
と
い
う
こ
と
が
キ 

リ
ス
ト
教
で
は
非
常
に
や
か
ま
し
い
の
で
す
が' 

特
定
の
歴
史
的
な
一
点
を
絶
対
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
危
険
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と 

思
う
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
方
は
ど
う
か
と
い
う
と' 

一
応
釈
迦
牟
尼
仏
に
代
表
さ
れ
る
の
で
す
が' 

し
か
し
釈
尊
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
。
 

「去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
い
念
じ
た
ま
え
り
」
と
い
う
わ
け
で' 

仏
は
一
人
じ
ゃ
な
い
。
仏
々
相
念
で
あ
っ
て
、

一
人
を
絶
対
化
す 

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
具
体
的
に
い
え
ば
三
国
の
高
僧
と
い
う
の
も
、
み
な
釈
迦
と
同
じ
意
味
だ
と
い
っ
て
い
い 

の
で
し
ょ
う
。
原
理
的
な
違
い
と
い
う
も
の
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
釈
迦
は
世
か
ら
出
た
と
い
わ
ず
に
「世
に
出
興
し
た
」
、
 

世
に
出
た
と
い
う
。
人
間
じ
ゃ
な
い'

し
か
し
人
間
と
無
関
係
で
は
な
い
。
人
間
に
出
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
釈
迦
だ
け
じ
ゃ
な 

い
。

「龍
樹
大
士
出
於
世
」
と
い
う
よ
う
に
、
龍
樹
も
世
に
出
興
せ
ら
れ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
で
は
あ
る
特
定
の
現
実
的
な
人
を 

絶
対
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
ば
か
り
で
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
や
イ
ス
ラ
ム
も
み
な
そ
う
で
す
が
、
絶
対
は
一
つ
だ
と
い
う
一
神
教
的
絶
対
性
の
考
え 

方
が
発
想
の
根
底
に
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
は
特
定
の
あ
る
一
つ
の
も
の
を
絶
対
化
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意 

味
で
は
、
絶
対
化
を
拒
否
す
る
。
相
対
化
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

つ
ま
り
、

一
々
の
相
対
を
支
え
て
い
る
も
の
が
絶
対
と
い
う
意
味
で
あ 

っ
て
、
あ
る
特
定
の
一
点
が
絶
対
な
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に' 

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
絶
対
と
し
て
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
す
。
 

歴
史
と
い
う
も
の
の
上
に
お
い
て
非
常
に
大
事
な
の
は
、

キ
リ
ス
ト
は 

「我
れ
に
来
れ
」
と
い
う
が
、

釈
迦
で
も
三
国
の
高
僧
で
も 

「我
れ
に
来
れ
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史
に
お
い
て
出
た
者
が
、
ま
た
歴
史
に
お
い
て
あ
る
他
に
対
し
て
「
我
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れ
に
来
れ
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
「
行
け
」
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
れ
は
発
遣
で
す
。
「
汝
自
身
の
根
源
に
帰
れ
」
と 

い
う
人
は
、
ま
た
同
じ
根
源
か
ら
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
、
根
源
か
ら
出
た
者
同
士
が
対
話
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い 

え
ば
、
絶
対
と
い
う
の
は
一
つ
の
絶
対
で
な
く
、
無
数
の
絶
対
と
い
う
も
の
で
す
。
絶
対
は
唯
一
で
は
な
い
、
無
数
に
あ
る
。
唯
-

の
も 

の
が
無
数
に
あ
る
。
そ
こ
に
、

一
々
の
も
の
が
み
な
絶
対
尊
厳
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
絶
対
は
唯
一 

の
も
の
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
イ
ス
ラ
ム
と
か
ユ
ダ
ヤ
と
か
、
大
雑
把
に
い
え
ば
砂
漠
地
帯
の
思
考
法
、
砂
漠
的
な
風
土
の
限
定
が
あ 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
悪
い
と
い
う
ん
じ
や
な
い
。
そ
う
い
う
厳
し
さ
が
な
い
と
砂
漠
地
帯
で
は
生
き
ら
れ
な
い 

の
で
す
。
だ
か
ら
、
絶
対
唯
一
と
い
う
主
義
も
砂
漠
地
帯
と
い
う
一
つ
の
相
対
性
に
お
い
て
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
対
話
が
で
き
る
の
で
は 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
し
に
、
た
だ
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
が
絶
対
だ
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
独
断
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
排 

外
主
義
と
い
う
も
の
が
伴
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
絶
対
と
い
う
も
の
が
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
相
対
主
義
、
歴
史
主
義
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い 

ま
す
。

一
々
が
絶
対
と
い
い
ま
す
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
一
般
的
に
い
え
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

「我
れ
に
来
れ
」
と
い
う
ん
じ
ゃ
な 

い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、

「行
け
」
、 

「
汝
自
身
行
け
」
と
い
う
こ
と
が
外
か
ら
い
え
る
。
そ
れ
に
即
し
て
、
汝
は
無
数
に
あ
り
ま
す
け
ど. 

各
々
の
汝
が
自
己
の
中
に
ひ
と
つ
の
声
を
聞
く
、

「我
れ
に
来
れ
」
と
い
う
声
を
聞
く
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
声
を
聞
く
の
に
資
格
は
な
い
ー 

老
少
善
悪
の
人
を
選
ば
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
声
を
聞
い
て
我
れ
を
見
出
す
人
は
稀
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
・ 

目
覚
め
る
に
は
時
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

と
に
か
く
、
別
に
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
な
く
、
皆
さ
ん
知
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
内
に
は
招
喚
、
外
に
は
発
遣
と
い
う
こ
と
が 

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
善
導
大
師
に
出
て
い
る
。
た
だ
、
親
鸞
の
場
合
に
は
順
序
が
転
倒
し
て
い
ま
す
。
善
導
の
場
合
に
は
発
遣
・
招
喚
と 

い
う
が
、
親
鸞
は
招
喚
・
発
遣
と
い
う
。
親
鸞
の
教
学
と
い
う
の
は
、
発
遣
に
よ
っ
て
招
喚
に
触
れ
、
触
れ
た
招
喚
か
ら
出
発
す
る
。
到 

達
点
か
ら
出
発
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
、
従
果
向
因
と
い
う
考
え
方
で
し
ょ
う
。
ま
た
廻
向
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
ど'
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結
局' 

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
い
う
も
の
が
親
鸞
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
間
か
ら
根
源
を
見
る
の
で
な
い
。
そ
う 

な
れ
ば
聖
道
も
浄
土
も
同
じ
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
根
源
か
ら
人
間
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
。
根
源
か
ら
出
発
す
る
わ
け
で 

す
。親

鸞
は
、

『
略
文
類
』
に

も

「
信
巻
」
に
も
引
い
て
お
り
ま
す
が
、
善
導
大
師
の
非
常
に
感
銘
の
深
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど 

う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、

「敬
い
て
一
切
往
生
の
知
識
等
に
白
さ
く
、
大
き
に
須
ら
く
慚
愧
す
べ
し
。
釈
迦
如
来
は
実
に
是
れ
慈
悲
の
父
母
な
り
、
種
々
の
方
便 

を
し
て
我
等
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
え
り
」

と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
こ
に
、

「慚
愧
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
強
い
言
葉
で
感
激
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
深
い
感
動
を' 

「慚
愧
す
べ 

し
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と' 

教
え
と
い
う
も
の
の
意
義
で
し
ょ
う
。
後
で
申
し
ま
す
が
、
我
々
に
な 

い
の
は
教
え
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
教
え
以
外
の
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
見
出
す
教
え
が
な
い
。
 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
教
法
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
か
と
い
う
、
非
常
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
 

教
は
確
か
に
言
葉
で
す
け
ど
、
た
だ
言
葉
と
い
う
わ
け
で
な
い
。
こ
れ
は
無
著
の
言
葉
で
す
が
、
浄
法
界
等
流
性
と
い
う
こ
と
を
い
い 

ま
す
。
教
は
確
か
に
言
説
な
ん
で
す
け
ど
離
言
の
言
説
な
ん
で
す
。
離
言
の
法
界
か
ら
等
流
し
た
。
離
言
が
言
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ 

れ
は' 

等
流
で
な
し
に
異
熟
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
け
ど' 

や
は
り
等
流
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
見
る
と' 

教
法
と
い
う
も
の
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
等
流
と
い
う
の
は
証
、
教
行
信
証
の
証
で
す
ね
。
証
は
如
を
証
す
る
。
如
が
法
界
で 

す
。
教
行
信
証
と
あ
り
ま
す
が' 

そ
の
証
か
ら
言
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
教
と
し
て
一
番
最
初
に
出
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 

教
と
い
う
の
は
、
根
源
か
ら
出
て
根
源
へ
呼
び
帰
す
、
如
か
ら
出
て
、
し
か
も
如
に
帰
す
よ
う
な
言
葉
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
教
と
い
う 

の
は
非
常
に
大
事
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
等
流
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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ま
あ
、
我
々
は
法
界
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、

「慚
愧
す
べ
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
ひ
と
つ
の
反
逆
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な 

い
で
す
か
。
自
己
自
身
に
反
逆
す
る
わ
け
で
す
。
内
に
摂
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず' 

す
べ
て
に
満
足
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら 

ず
、
勝
手
に
外
へ
出
る
。
勝
手
に
外
へ
出
た
の
な
ら
、
勝
手
に
帰
っ
て
来
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
外
へ
出
た
も
の
を
追
い
か 

け
て
来
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
発
遣
・
招
喚
と
い
う
も
の
の
基
礎
が
あ
る
。
丁
度' 

キ
リ
ス
ト
教
と
反
対
で
す
。

「迷
っ
た
者
よ' 

来 

い
」
と
い
う
の
で
な
い
、
迷
っ
た
者
を
追
い
か
け
て
い
く
の
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に' 

仏
教
の
思
考
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は 

な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
が
神
を
追
い
か
け
て
い
く
の
で
な
い' 

一
念
一
刹
那
も
間
断
な
く
神
の
方
が
人
間
を
追
い
か
け
て
来
る
。
こ
う 

い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
か
ら
、

「慚
愧
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
強
烈
な
表
現
が
出
て
き
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
 

こ
の
善
導
の
言
葉
を
、
親
鸞
は
二
つ
に
分
け
た
ん
で
す
。

「種
々
の
方
便
を
し
て
」
と
い
う
の
が' 

「真
心
を
開
闡
す
る
こ
と
は
大
聖 

矜
哀
の
善
巧
従
り
顕
彰
せ
り
」
で
す
ね
。

「善
巧
」
と
い
う
の
は
方
便
。
方
便
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
場
合
の
方
便
は 

善
巧
方
便
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
顕
彰
」
と
い
う
こ
と
は
、
方
便
と
真
実
と
合
せ
た
と
こ
ろ
に
い
う
。
教
法
と
い
う
も
の
に
は
顕
彰
と
い
う 

意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
真
実
だ
け
な
ら
「
顕
」
で
あ
っ
て
、

「
彰
」
で
は
な
い
が
、
真
実
か
ら
方
便
を
開
き
、
方
便
に
よ
っ
て
真 

実
に
帰
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
顕
彰
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
善

導
が

『
観
無
量
寿
経
』
を
解
釈
し
て
、

「如
意
」
に
二
つ
の
意 

味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

「
一
に
は
衆
生
の
意
の
如
」
く
、

「
二
に
は
弥
陀
の
意
の
如
し
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
如
来
が
衆 

生
に
随
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
を
如
来
に
随
わ
し
め
て
い
く
。
こ
れ
が' 

先
に
い
っ
た
追
い
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
い 

う
の
は
、
や
は
り
顕
彰
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は' 

教
え
と
い
う
も
の
の
意
味
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
も
う
ひ
と
つ
、

「我
等
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
え
り
」
と
い
う
の
を
開
い
て
、
親
鸞
は
、

「信
楽
を
獲
得 

す
る
こ
と
は
如
来
選
択
の
願
心
自
り
発
起
す
」
と
い
う
。
善
導
で
は
両
方
と
も
「善
巧
」
に
か
け
て
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
親
鸞
は
、
 

「方
便
」
と

「
発
起
」
の
二
つ
に
分
け
た
ん
で
す
。
釈
迦
・
弥
陀
二
尊
に
分
け
た
。
そ
れ
は
、
善
導
で
は
『観
経
』
の
釈
尊
の
教
え
を
通 

し

て

『
大
無
量
寿
経
』

の
本
願
の
精
神
に
遇
う
わ
け
で
す
か
ら
そ
う
な
る
の
で
す
が
、
ま
だ
、
本
願
成
就
の
経
文
が
見
つ
か
ら
な
い
時
代
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の
話
で
す
。

親
鸞
の
場
合
は
、
本
願
成
就
と
い
う
と
こ
ろ
へ
高
め
ら
れ
て
く
る
。
如
来
選
択
の
願
心
は
欲
生
心
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
の 

教
え
と
い
う
も
の
は
願
生
心
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
「
欲
生
」
と
い
う
の
は
〃
来
れ
”
と
い
う
こ
と
、
「
願
生
」
と
い
う
の
は
〃
行
け
〃 

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
親
鸞
の
場
合
に
は
「
本
願
成
就
文
」
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

「本
願
成
就
文
」
と
い
う
も
の
は
知
ら
な
い
者
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、
し
か
し
、
成
就
と
い
っ
て
も
、
本
願
が
成
就
し
た
と
い
う
意
味 

で
本
願
か
ら
み
て
い
る
。
親
鸞
の
場
合
は
、
本
願
を
成
就
す
る
の
だ
、
と
。

「本
願
の
成
就
」
の

「
の
」
と
い
う
言
葉
は
、

「本
願
が
成 

就
す
る
」
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
第
一
格
の
意
味
の
第
二
格
で
な
し
に
、
あ
く
ま
で
も
、

「本
願
を
成
就
す
る
」
と
い
う
第
四
格
の
意 

味
の
第
二
格
で
す
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
、
親
鸞
は
善
導
の
言
葉
を
見
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 

と
に
か
く
、
親
鸞
は
釈
迦
・
弥
陀
二
尊
に
分
け
て' 

『
略
文
類
』
に
は
そ
の
言
葉
を
受
け
て
、
 

「
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
、
二
尊
の
大
悲
に
縁
り
て-

心
の
仏
因
を
獲
た
り
」

と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

「信
楽
」
と

か

「真
心
」
と
い
う
も
の
が
、

「
一
心
の
仏
因
」
に
な
る
。

「
一
心
」
と
い
う
の
は
、 

本
願
成
就
の
一
心
で
す
。

「成
就
文
」
に

は

「
一
念
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
ま
す
が
、

『
浄
土
論
』
に
照
し
て
「
一
心
」
と
い
う
。
 

『
経
』
と

『
論
』
と
は
非
常
に
意
味
が
あ
っ
て
、

「
一
念
」
を
や
め
て
「
一
心
」
に
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
無
量
寿
経
』
で
は' 

上
巻
の
本
願
で
は
「十
念
」
と
説
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、 

下
巻
の
方
に
く
る
と' 

初
め
の
方
に
ニ
ケ
所
と 

終
わ
り
に
一
ケ
所' 

都
合
三
ヶ
所
に
「
一
念
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
乃
至
一
念
」
で
す
。

「十
念
」
も

「
一
念
」
も' 

念
仏
を 

表
わ
す
言
葉
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
や
め
た
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
即
し
て' 

つ
ま
り
念
仏
の
一
念
に
即
し
て
信
心
の
一
念 

と
い
う
も
の' 

一
心
と
い
う
も
の
を
表
わ
し
て
く
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
信
が
念
々
不
断
と
い
う
の
は
、
信
で
は
で 

き
な
い
と
思
う
。
念
と
い
う
行
の
力
が
、
信
を
継
続
さ
せ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
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「弥
陀
の
名
号
と
な
へ
つ
つ 

信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
」

と

『
和
讃
』
に
詠
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に' 

「弥
陀
の
名
号
と
な
へ
つ
つ
」
で
す
か
ら
ね
。

「信
心
ま
こ
と
に
う
る
」
と
い
う
こ
と
は. 

ま
こ
と
の
信
心
を
獲
る
ん
で
す
が
、
獲
方
が
ま
こ
と
な
ん
で
す
。

「
弥
陀
の
名
号
」
が
ま
こ
と
な
ん
で
す
。

「弥
陀
の
名
号
」
と
い
う
も 

の
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
る
、 

そ
う
い
う
獲
方
が
真
実
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
信
が
成
り
立
つ
と
い
う
と' 

信 

の
中
に
行
が
憶
念
相
続
し
て
く
る
の
で
す
。

い
か
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
す
ぐ
に
ま
た
迷
っ
て
し
ま
う
の
が
人
間
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
の
弱
点
を
ど
こ
ま
で
も
静 

か
に
見
る
。
で
す
か
ら' 

人
間
の
信
仰
は
浅
い
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
。
我
々
が
如
来
を
信
じ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
間
の
信
心 

だ
か
ら
浅
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
平
気
で
言
え
る
と
こ
ろ
に
信
楽
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
信
楽
と
い
う
も
の
は
願
心
で
す
。
 

つ
ま
り
、
如
来
が
我
々
衆
生
を
信
頼
し
て
い
る
ん
で
す
。
十
八
願
と
い
う
の
は' 

人
間
が
ど
ん
な
に
流
転
し
て
も
駄
目
に
な
っ
た
と
い
わ 

な
い
、
如
来
の
信
頼
感
で
す
。
で
す
か
ら
、
我
々
が
如
来
を
信
じ
る
の
は
浅
い
が
、
浅
い
の
は
当
然
だ
。
し
か
し' 

如
来
が
衆
生
を
信
ず 

る
心
は
深
い
の
で
す
。
そ
の
深
い
心
に
帰
っ
て
い
く
ん
で
す
。
我
々
の
信
ず
る
心
は
浅
い
け
れ
ど
も' 

そ
の
浅
い
心
を
縁
と
し
て
、
深
い 

心
へ
帰
っ
て
い
く
ん
で
す
。

そ
こ
で
、

「
一
心
の
仏
因
を
獲
た
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
題
を
見
つ
け
た
。

一
心
と
い
う
の
は
、

「
た
ま
わ
り
た
る
主
体
」
、
大
悲 

廻
向
に
よ
っ
て
た
ま
わ
り
た
る
主
体
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら' 

教
え
と
い
う
も
の
も
廻
向
で
す
。
他
の
人
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
曾
我
教
学 

で
は
還
相
廻
向
な
の
で
す
。
こ
れ
は' 

ち
ょ
っ
と
気
が
つ
き
ま
せ
ん
が
、

「教
巻
」
に
は
二
廻
向
四
法
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
こ 

ろ
が
、
往
相
廻
向
の
最
後
の
「証
巻
」
で
、
往
相
の
極
致
で
あ
る
必
至
滅
度
が
転
釈
さ
れ
て' 

最
後
に
は
「
如
」
と
い
う
も
の
に
帰
着
せ 

し
め
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
「従
如
来
生
」
、

つ
ま
り
如
来
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。
ま
あ
、
如
と 

い
う
も
の
と' 

証
と
い
う
も
の
と
二
つ
の
関
係
を
考
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら' 

言
葉
と
し
て
は
、

「如
か
ら
」
と
い
う
の
は
厳
密 

な
学
問
的
表
現
と
し
て
は
ま
ず
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
如
か
ら
来
る
の
で
な
い
、
如
に
し
て
来
る
と
か
、
如
の
ま
ま
来
る
と
か
い
わ
ね
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ば
な
ら
な
い
。
不
来
に
し
て
来
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
来
た
の
は
何
も
来
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
い 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
先
に
い
っ
た
等
流
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
学
問
的
表
現
で
な
く'

『
無
量
寿
経
』
の
経 

文
と
し
て
文
学
的
表
現
で
す
か
ら' 

「
従
如
来
生
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
浅
く
も
理
解
で
き
る
し' 

深
く 

も
理
解
で
き
る
。
ま
か
せ
て
あ
る
よ
う
な
言
葉
で
す
。

「滅
度
」
を
転
釈
し
て
い
く
ん
で
す
が
、

「滅
度
」
は

「証
」
、
そ
れ
か
ら
「如
」
に
な
る
。
親
鸞
の
言
葉
づ
か
い
と
い
う
の
は
非
常 

に
厳
密
で
す
。
こ
・
つ
い
う
と
こ
ろ
は
、

『
論
』
な
ん
か
の
思
想
で
す
。
涅
槃
に
つ
い
て
は
、
有
余
涅
槃
と
か
無
余
涅
槃
、
あ
る
い
は
無
上 

涅
槃
と
か
大
涅
槃
な
ど
、

一
般
に
は
四
種
の
涅
槃
と
い
い
ま
す
が
、
大

・
小
乗
の
教
学
に
お
い
て
各
々
い
ろ
ん
な
涅
槃
を
立
て
る
。
そ
れ 

は
ど
こ
で
立
て
る
か
と
い
う
と
、 

如
に
お
い
て
立
て
る
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
如
と
証
は
一
つ
な
ん
で
す
け
ど
、
た
だ
同
じ
で
は
な
い
。
如
を
証
る
ん
で
す
が
、
証
ら
れ
た
如
は
証
ら
な
く
て
も
如
な
ん
で 

す
。
証
ら
れ
た
如
は' 

証
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
え
も
減
り
も
し
な
い
。
証
ら
な
く
て
も
如
は
あ
る
。
こ
こ
に
、
や
は
り
等
流
と
い
う 

こ
と
が
あ
る
。
如
を
証
れ
ば
、
証
の
中
に
如
が
等
流
し
て
く
る
。
如
は
、
べ
っ
に
流
れ
な
い
。
来
た
ら
ず
し
て
来
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は 

非
常
に
大
事
な
点
で
す
。

こ
う
い
う
問
題
は' 

神
学
や
哲
学
で
は
非
常
に
大
事
な
思
想
な
の
で
す
が
、
新
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
と
し
て
、

エ
マ
ナ
チ
オ
ン(

丙11
1
3  

3
ま
0
！1

)

と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
い
ま
す
と
、 

等
流
と
同
じ
意
味
で
「流
出
」
と
い
う
意
味
で
す
。
 

「
流
出
」
と

か

「発
出
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
先

の

「発
起
」
で
す
。
僕
は
思
想
史
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
が
、
 

こ
れ
は
多
分' 

東
洋
か
ら
来
た
思
想
で
あ
る
と
い
う
批
評
が
あ
り
ま
す
。

エ
マ
ナ
チ
オ
ン(

5
：11121113̂

0
1
1
)

と
い
う
思
想
は
、
東
洋
的
思 

想
に
非
常
に
類
似
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
仏
教
に
求
め
れ
ば
『
起
信
論
』
で
す
。

つ
ま
り' 

実
在
が
流
出
し
て
く
る
が
、

一
挙
に 

流
出
す
る
の
で
な
く
、
秩
序
を
追
う
て
流
出
し
て
く
る
。
『
起
信
論
』
に
、

一
心
・
ニ
門
ニ
ニ
大(

体

・
相

・
用)

・
四
信
・
五
行
と
い
う
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具
合
に
、

一
・
二

・
三

・
四

・
五
と
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
秩
序
を
も
っ
て
実
在
が
現
象
に
展
開
し
て
い
く
の
で
す
。

『
起
信 

論
』
と
い
う
も
の
が
、
仏
教
に
あ
る
エ
マ
ナ
チ
オ
ン(

1
5
1
1
1
3
1
1
3
^
0
1
1
)

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
う
い
う
の
は
、
人
間
の
も
っ
て
い
る
形 

而
上
学
的
要
求
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
形
而
上
学
的
思
弁
へ
の
要
求
を
誰
れ
で
も
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
に
近
い
よ
う
で
す
が
、 

区
別
し
た
い
と
思
う
。
区
別
す
る
の
は
唯
識
論
で
す
。

『
起
信
論
』
の
思
想
が
唯
識
論
と
違
う 

の
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
違
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、
唯
識
論
の
思
想
は
法
相
的
な
の
で
す
。

ー
 

如
が
随
縁
す
る
、
縁
に
随
っ
て
出
て
来
る
と
い
う
の
は
法
相
の
混
乱
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
出
て
来
る
」
と
な
る
と
、
ひ
と
つ
の
唯
心 

論
的
形
而
上
学
に
な
る
。
唯
心
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
で
す
。
存
在
論
に
な
ら
ん
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
思
弁 

が
、
真
宗
学
の
中
へ
も
み
ん
な
入
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
文
学
的
表
現
な
ら
味
が
あ
っ
て
い
い
ん
で
す
が
、
学
問
的
表 

現
と
し
て
は
混
乱
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
だ
ん
だ
ん
お
話
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
別
序
」
に
は
、

「信
楽
」
、

「真
心
」
と
述
べ
て
、

「然
る
に
」
と
い
う
以
下
は
批
判
が
入
っ
て
い
ま
す
。

「自
性
唯
心
に
沈
ん
で
浄
土
の
真
証
を
貶
し' 

定
散
の
自
心
に
迷
う
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
」

と
あ
る
。
ど
ち
ら
も' 

「自
心
」
と
い
う
こ
と
を
批
判
し
て
る
ん
で
す
。
な
に
か' 

「
心
」
と
い
う
字
を
非
常
に
否
定
し
て
い
ま
す
。
そ 

し
て
、

「定
散
の
自
心
」
の
方
は
「真
信
」
、

「自
性
唯
心
」
の
方
は
「真
証
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
番
最
後
に
作
ら
れ
た
も 

の
で
し
ょ
う
が
、

「
総
序
」
で
は'

「難
信
金
剛
の
信
楽
は
、
疑
い
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真
理
な
り
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
疑
い
を
除
い
て
信
楽
を
獲
る
の
じ
ゃ
な
い
、
信
楽
と
い
う
も
の
が
能
な
ん
だ
。
疑
い
と
い
う
も
の
は
所
な
ん
で
す
。
 

疑
い
は
捨
て
ら
れ
、
除
か
る
べ
き
も
の
、

つ
ま
り
所
除
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
証
は
証
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
所
証
で
す
。
能
と
い
う
の
は
信 

楽
。
こ
う
い
う
の
が
「真
理
」
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
元

は

『
楽
邦
文
類
』
の
言
葉
で
す
が' 

『
楽
邦
文
類
』
で
は
、

「真
理
」
と
い
う
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の
は
念
仏
、
名
号
で
す
。
こ
れ
な
ら
誰
れ
で
も
よ
く
分
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
道
理
で
す
か
ら
。
真
理
が
除
く
、
と
。
と
こ
ろ
が
、
 

親

鸞

は

「真
理
」
と
い
う
言
葉
を
信
心
に
用
い
た
。
信
心
が
真
理
だ
、
と
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に' 

や
は
り
主
体
性
と
い
う
問
題
が
あ
る 

わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
主
体
性
だ
か
ら
「
心
」
と
い
う
字
を
使
う
ん
で
す
が
、
主
体
性
は
必
ず
し
も
主
観
性
で
は
な
い
。
真
理
と
い
う
も
の
は
空
中 

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
真
理
を
見
つ
け
れ
ば
、
見
つ
け
た
心
の
中
に
真
理
は
自
己
を
開
示
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
心
で
す
。
そ 

れ
は
主
体
性
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に' 

い
っ
て
み
れ
ば
「
信
巻
」
の
問
題
は
主
観
性
の
克
服
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
こ
の
用 

語
例
の
中
に
親
鸞
の
気
持
と
し
て
出
て
い
る
で
し
ょ
う
。

一
面
で
は
「
心
」
と
い
う
字
を
否
定
し
な
が
ら
、
や

は

り
「
心
」
な
ん
で
す
。
 

そ
れ
は
、
超
越
論
的
な
主
体
性
で
す
。
ズ
プ
ユ
エ
ク
ト(

&

1
1
2
2

し)

と
い
う
言
葉
は
、
主
観
と
も
主
体
と
も
同
じ
こ
と
を
い
う
ん
で
す
か 

ら' 

そ
れ
は
言
葉
の
問
題
で
は
な
い
。
内
面
の
問
題
で
す
。

つ
ま
り
、
ど
う
し
て
も
心
と
い
う
こ
と
、
主
体
性
と
い
う
も
の
が
な
い
と
人
間
が
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
主
体
性
と
い
う
も
の
で
、
 

は
じ
め
て
実
存
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
主
体
が
な
い
と
実
存
と
い
う
も
の
が
な
く
、
道
具
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
存 

在
と
い
う
も
の
は
主
体
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
主
体
性
と
い
う
概
念
を
欠
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
主 

体
性
は
主
観
性
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
認
識
論
の
か
た
ち
で
先
験
的
主
観
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
ん
で
す
け
ど
、
な
に
か
こ 

う
い
う
と
こ
ろ
に
、
認
識
論
の
問
題
と
い
う
よ
り
存
在
論
と
し
て
、
存
在
論
的
先
験
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思 

い
ま
す
。
そ
こ
に' 

超
越
論
的
主
体
性
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

願
心
荘
厳
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
、
願
心
と
い
う
も
の
は
浄
土
を
造
る
主
観
、
主
体
で
す
。
し
か
し
、
往
生
は
浄
土
を
造
る
の
で
は 

な
い
、
造
ら
れ
た
浄
土
へ
生
ま
れ
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
往
生
す
る
主
体
は
経
験
的
主
観
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
包
む
と
こ
ろ
の
主
体
は
先 

験
的
主
観
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
先
験
的
主
観
と
い
う
も
の
は
、
経
験
的
主
観
と
い
う
も
の
と
矛
盾
し
な
い
。
で
す
か
ら
、
浄
土
は
有 

で
あ
る
と
考
え
て
願
生
す
る
な
ら
ば
、
願
生
の
開
く
無
生
の
火
が
、
有
生
の
迷
執
を
破
る
。
即
ち' 

氷
上
燃
火
の
説
話
で
す
。
だ
か
ら
、
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無
生
の
生
と
い
う
こ
と
は' 

悟
り
を
開
い
て
浄
土
へ
生
ま
れ
よ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
浄
土
へ
生
ま 

れ
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
有
生
の
心
の
ま
ま
で
本
願
に
随
う
な
ら
ば
、
本
願
自
身
が
有
生
を
転
じ
て
無
生
に
帰
す
。
こ
れ
は
先
験
主
観 

で
し
ょ
う
。

先
に
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、

「証
巻
」
に

「如
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
が
、
実
は
、
あ
れ
は
往
相
の
極
致
、
還
相
の
出
発
点
に 

置
く
べ
き
文
章
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り'

「然
れ
ば
、
弥
陀
如
来
は
如
従
り
来
生
し
て
、
報
応
化
種
々
の
身
を
示
現
し
た
も
う
」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ

の

「
示
現
し
た
も
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
還
相
が
は
じ
ま
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
往
相
の
極
致
、
還
相
の
出 

発
点
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
如
か
ら
来
る
ん
で
す
し
、
如
に
帰
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と
気
が
つ
か
な
い
で 

す
け
ど
も' 

実
は
こ
の
言
葉
は
、

「教
巻
」
の
巻
頭
に
対
応
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
二
廻
向
の
源
泉
で
す
。
そ
う
す
れ 

ば
、

『
教
行
信
証
』
の
組
織
が
二
廻
向
の
教
学
と
し
て
別
に
考
え
ら
れ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
如
か
ら
出
て' 

如
へ
帰
る
、
非
常
に
簡 

潔
な
構
造
で
す
。

こ
こ
で
、
主
体
性
と
い
え
ば
「我
」
で
す
が
、

「我
」
と
い
う
も
の
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
立
て
る
、 

仮
立
す
る
の
で
す
。

「我
」
は 

あ
る
の
で
な
い
、
信
に
お
い
て
「我
」
を
立
て
る
。
そ
こ
ら
の
と
こ
ろ
が
大
事
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
主
体
性
と
い
う
の
は
、
た
だ 

の
自
己
主
張
に
な
り
ま
す
。
近
代
的
な
西
洋
思
想
の
主
体
性
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
代
人
が
考
え
る
主
体
性
は
、
そ
れ
以
外
に
は
な
い
の 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
理
性
な
ど
が
自
己
を
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
仏
教
で
は
、
道
元
禅
師
が
、
 

「仏
道
を
習
う
と
い
う
は
自
己
を
習
う
な
り' 

自
己
を
習
う
と
い
う
は
自
己
を
忘
る
る
な
り
」
 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
我
れ
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
凡
夫
な
の
で
す
。
我
れ
を
忘
れ
た
の
が
凡
夫
で
す
。
自
己
主
張
を
ほ
と
ん
ど
撤
回
し
て
し
ま
っ
て
、
あ
る
意
味
か
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ら
す
る
な
ら
、
人
間
は
主
体
で
な
い
、
物
質
だ
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。
業
に
よ
っ
て
流
転
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
物
質 

な
ん
だ
。
そ
れ
は' 

物
体
の
如
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
は
歴
史
的
物
質
と
い
う
け
れ
ど
も
、
仏
教 

の
物
質
は
宿
業
存
在
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
し
ま
す
な
ら' 

宿
業
存
在
と
い
う
の
は
、
投
げ
出
さ
れ
た
存
在
で
す
。
投
げ
出
さ 

れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

「我
れ
」
と
い
う
の
は
立
て
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
主
観
と
い
う
も
の
で
は
立
た
な
い
、
 

「我
れ
」
を
立
て
る
よ
う
な
信
を
見
出
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

唯
識
論
で
は
、
阿
頼
耶
識
と
末
那
識
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
自
己
主
張
す
る
「
我
」
は
末
那
識
で
す
。
阿
頼
耶
識
は
「我
」
と
い
う
わ 

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

「我
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
阿
頼
耶
識
は
実
存
で
す
。
我
々
は
、
そ
れ
を
本
当
に
知
ら
な
い
の 

な

ら

「我
れ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し' 

本
当
に
知
っ
て
お
る
の
な
ら
、
グ
ラ
グ
ラ
と
し
て
迷
っ
て
い
る
は
ず
が
な 

い
。
だ
か
ら
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
し
、
ま
た' 

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
。
我
れ
の
存
在
と
い
う
も 

の
は
考
え
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
む
し
ろ
、
考
え
る
先
に
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
身
で
す
。
我
れ
の
存
在
と
い
う
も
の
は 

理
論
で
は
分
り
ま
せ
ん
、
身
が
感
じ
て
い
る
も
の
で
す
。
存
在
感
覚
で
す
。
そ
の
身
と
い
う
言
葉
を
深
め
た
の
が
阿
頼
耶
識
で
す
。
阿
頼 

耶
識
は
身
体
の
形
而
上
学
で
す
。
で
す
か
ら
、
阿
頼
耶
が
存
在
し
て
お
る' 

我
れ
が
存
在
し
て
お
る
と
い
う
の
は
身
の
感
覚
で
あ
っ
て' 

デ
カ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
「我
れ
思
う
故
に
我
れ
あ
り
」
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
実
体
化
す
る
、

つ
ま
り' 

感
覚
を
実 

体
化
し' 

思
弁
化
す
る
、
そ
れ
が
末
那
識
で
す
。
で
す
か
ら
、
末
那
識
の
否
定
を
通
し
て
、
我
れ
が
我
れ
に
帰
る
わ
け
で
す
。
 

我
々
は' 

阿
頼
耶
識
を
全
然
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
感
じ
て
い
る
ん
で
す
が
、
自
覚
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る 

の
は
、

「我
れ
」
と
い
う
独
断
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の

「我
れ
」
と
い
う
独
断
は
自
分
で
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思 

う
。
破
る
ヵ
も
、
そ
の
独
断
の
「我
れ
」
に
支
え
ら
れ
て
破
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
破
る
も
の
は
絶
対
他
者
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

そ
れ
は
宿
業
で
す
。
ど
う
に
も
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
だ
け
が
「我
れ
」
を
破
っ
て
い
く
の
で
す
。
独
断
を
破
る
の
は
現
実
な
の
で
す
。
そ 

の
よ
う
な
自
己
否
定
を
通
し
て
、
本
当
の
阿
頼
耶
識
に
立
つ
の
で
す
。
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阿
頼
耶
識
は
凡
夫
な
の
で
す
。
末
那
識
が
我
執
を
起
せ
ば
我
執
に
随
っ
て
い
く
し
、
我
執
が
開
け
れ
ば
智
慧
に
随
っ
て
い
く
。
智
慧
だ 

け
が
好
き
で
、
我
執
を
起
さ
れ
た
ら
迷
惑
だ
と
い
う
こ
と
を
い
わ
な
い
。
人
間
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も' 

人
間
の
思
い
の
ま
ま
に
随
っ
て
、 

し
か
も
、
そ
れ
を
超
え
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
構
造
が' 

先
に
い
っ
た
追
い
か
け
る
と
い
う
構
造
で
す
。
誤
解
さ
れ
た
ら
迷
惑
だ 

と
は
い
わ
な
い
、
ど
ん
な
に
騙
さ
れ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
凡
夫
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
の
凡 

夫
と
い
う
も
の
の
深
い
意
味
を
開
示
し
て
い
る
の
が
阿
頼
耶
と
い
う
も
の
で
す
。
自
己
否
定
を
通
し
て
、
自
己
に
帰
っ
て
い
く
の
で
す
。
 

そ
れ
で' 

「我
」

と
い
う
も
の
を
立
て
る
に
は' 

や
は
り
、

信
と
い
う
こ
と
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が' 

そ
こ
に
、
 

「選
択
の
願
心
」
と

「選
択
の
信
心
」
と
い
う
具
合
に
、

「我
」
と
い
う
も
の
が' 

信
と
願
と
に
分
け
ら
れ
て
く
る
の
で
す
。
主
体
が
分 

け
ら
れ
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
阿
頼
耶
識
と
末
那
識
と
い
う
よ
う
に
、
信
に
構
造
が
あ
る
の
で
す
。
西
洋
の
例
を
か
り 

る
な
ら
、
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
「意
志
と
表
象
」
と
い
う
。
そ
う
い
う
構
造
で
世
界
を
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
阿
頼
耶
識
に
翻 

訳
し
て
、

「意
思
と
現
識
」
と
、

「
現
識
」
は

『
起
信
論
』
の
用
語
で
す
。

「表
象
」
と
い
う
語
を' 

「
現
識
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し 

て
い
る
の
で
す
。
意
思
も
現
識
も
み
な
識
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
阿
頼
耶
識
は
あ
ら
ゆ
る
識
の
根
源
で
あ
り' 

ま
た
そ
れ
自
身
識
で
あ 

る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
本
識
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
、
識
と
い
う
も
の
は
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、 

識
で
な 

い
も
の
に
根
拠
を
も
っ
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
識
が
真
如
か
ら
、
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
識
は
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
識
で 

あ
っ
て
、
識
で
な
い
も
の
か
ら
識
を
拈
出
す
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら' 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
モ
ナ
ド
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
モ
ナ
ド
の
表
象
で
あ
る
。

モ
ナ
ド
は
実
在
、
そ
れ 

に
対
し
て
表
象
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
構
造
は
ど
こ
で
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
べ
つ
に
唯
識
だ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

つ
ま
り 

主
体
で
も
意
識
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も' 

意
識
と
い
う
も
の
に
は
層
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
根
源
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
 

つ
ま
り
、
根
源
と
な
る
よ
う
な
識
、
識
の
根
源
で
す
。
そ
れ
は' 

願
で
す
。
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願
は
無
自
覚
な
ん
で
し
ょ
う
。
阿
頼
耶
識
は
無
分
別
と
い
わ
れ
ま
す
。
阿
頼
耶
識
が
計
ら
い
を
起
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
身 

を
も
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
が
阿
頼
耶
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
、
俺
は
生
き
て
い
る
ん
だ
な
と
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
い
ー 

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
身
が
自
覚
な
の
で
す
。
直
感
で
す
。
で
す
か
ら
、
願
と
い
う
の
は
無
意
識
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
な
い
か
と 

思
い
ま
す
。
し
か
し' 

無
意
識
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
フ
ロ
イ
ド
の
よ
う
な
心
理
学
に
な
っ
て' 

あ
ま
り
面
白
く
な
い
で
す
ね
。
ま
あ
、
 

無
意
識
と
い
う
言
葉
は
今
日
の
用
語
で
は
、
深
層
意
識
と
い
う
用
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
先
に
言
っ
た
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ 

エ
ル
の
意
志
と
い
う
も
の
で
し
上
う
。

い
う
な
ら
、
む
し
ろ
無
趣
味
と
い
う
方
が
い
い
。
無
意
識
で
な
く
て
、
無
趣
味
な
ん
で
す
。

つ
ま 

り' 

で
き
る
、
 

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
相
場
に
入
れ
て' 

で
き
る
も
の
な
ら
や
ろ
う' 

で
き
な
い
も
の
な
ら
や
め
と
こ
う
と
い
う
も
の 

で
な
い
。
で
き
る
、
で
き
な
い
を
超
え
て
願
う
。

つ
ま
り
、
で
き
る
、
で
き
な
い
を
超
え
て
せ
ず
に
お
れ
な
い
と
い
う
分
別
以
前
の
意
識 

で
す
。
無
意
識
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、
無
に
し
て
一
切
を
包
ん
で
い
る
よ
う
な
意
識
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
根
源
的
意
識
の 

構
造
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
、
願
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
信
と
い
う
場
合
は
自
覚
に
な
り
ま
す
。
信
と
願' 

人
間
の
自
覚
意
識
と
根
源
意
識
、
い
ず
れ
も
主
体
で
す
。
信
は' 

信
知
す
る
と
か
信
解
す
る
と
か
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
知
的
主
体
で
す
。
願
は
知
的
主
体
で
は
な
い
、
行
的
主
体
で
す
。
実
践
的
主
体
で 

す
。
願
と
い
う
の
は
実
践
的
概
念
な
ん
で
す
。

先
程
言
っ
た
、
如
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
二
空
所
顕
の
如
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
、
龍
樹
の
教
学
で
は
二
空
が
性
だ
と
い
う 

の
で
す
が' 

唯
識
で
は
空
は
性
で
な
く'

二
空
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
る
も
の
が
性
だ
と
い
い
ま
す
。
龍
樹
の
方
は
空
性
で
す
。
唯
識
の
方 

は
、
二
空
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
る
も
の
が
性
だ
と
い
う
。
で
す
か
ら
、
唯
識
の
場
合
は
無
我
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
も' 

そ
れ
は 

阿
呆
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば' 

我
執
を
否
定
す
る
ん
で
す
。
唯
識
で
は
無
我
と
い
っ
て
も
、

二
ヒ
ト(
N

0-1
1
1
;
)  

と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
な
い
。
ザ

イ

ン
№

2.!
!
)

で
も
な
い
け
ど' 

二
ヒ
ト(N

0
1
1

(-+-)

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
非
常
に
意
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味
が
あ
る
。
い
か
に
し
て
も
、
如
と
い
う
こ
と
を
形
而
上
学
化
さ
せ
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
は
な
い 

で
す
か
。

つ
ま
り
、

一
点
も
形
而
上
学
の
残
滓
を
残
さ
な
い
の
が
仏
教
の
教
学
で
す
。
先
に
言
っ
た
よ
う
に
、
絶
対
化
を
許
さ
な
い
の
で 

す
。性

と
い
う
こ
と
で
も
、
現
代
語
で
も
理
性
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
理
論
理
性
と
か
実
践
理
性
と
か
い
う
。
し
か
し
、
普
通
で
は
理 

性
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
能
力
を
表
わ
す
の
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
理
と
し
て
の
本
質
、 

理
的
本
質
を
表
わ
す
の 

で
す
。
ど
こ
で
も
変
ら
な
い
と
い
う
、
真
理
性
で
す
。
誰
れ
に
あ
っ
て
も
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も' 

い
つ
で
も
変
ら
な
い
も
の
が
理
的
本
質 

で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
も
っ
た
よ
う
な
主
体
性
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
如
と
い
う
問
題
は
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
考
え
て
、
全
然
知
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が' 

考
え
て
把
握
さ 

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
考
え
を
放
棄
せ
よ' 

そ
う
す
れ
ば
向
う
か
ら
来
て
い
る
。
そ
れ
で
空
と
い
う
の
で
す
。
空
を
考
え
た
ら
大 

間
違
い
で
す
。
空
に
進
む
と
い
う
方
向
が' 

か
え
っ
て
空
を
遠
ざ
け
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
自
己
と
い
う
も
の
で
す
。

「自
己
と 

は
何
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
は' 

自
己
に
つ
い
て
の
定
義
を
聞
こ
う
と
い
う
の
で
な
い' 

自
己
そ
の
も
の
に
成
り
た
い
の
で
す
。
自
己
の
概 

念
規
定
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
で
す
か
ら' 

成
仏
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
が' 

そ
れ
に
成
る
こ
と
な
ん
で
す
。
自
己 

に
帰
っ
て
自
己
を
知
る
、
そ
れ
が
根
源
的
な
知
り
方
で
す
。
対
象
的
に
知
る
の
で
な
い
。
表
象
化
し
て
把
え
る
の
で
な
い
。
自
己
と
成
っ 

て
自
己
を
見
る
の
で
す
。

つ
ま
り' 

こ
れ
が
止
観
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
如
と
い
う
こ
と
は
思
弁
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
思
弁 

の
対
象
に
し
た
か
ら
、

華
厳
や
天
台
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

我
々
は
、

念
仏
の
信
心
と
し
て
自
己
に
帰
る
の
で
す
。

実
践
問
題
な
ん
で 

す
。如

は
我
れ
じ
ゃ
な
い
、
我
れ
よ
り
も
も
っ
と
我
れ
に
近
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、
顕
わ
さ
れ
る
も
の
で
す
。
 

如
は
生
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
顕
わ
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
理
は
顕
わ
さ
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
、
生
ぜ
ら
れ
る
も
の
で 

す
。
で
す
か
ら
、
同

じ

「得
る
」
と
い
っ
て
も
、
如
は
所
生
得
と
い
う
も
の
で
な
く
、
所
顕
得
と
い
う
も
の
で
す
。
ハ
正
道
で
い
え
ば
正
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見
道
で
す
。
し
か
し
、
如
を
知
る
智
慧
は
所
生
得
で
す
。
で
す
か
ら
、
信
心
と
い
う
も
の
は
所
生
得
で
す
。

「聞
其
名
号
」
と
い
う
方
法 

に
よ
っ
て
得
る
も
の
で
す
。
し
か
し' 

真
如
と
か
実
相
と
い
う
も
の
は
顕
わ
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
を
混
乱
す
る
と
法
相
の
混
乱
で
す
。
 

学
問
と
し
て
の
混
乱
で
す
。
厳
密
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

西
田
哲
学
で
は' 

「働
く
も
の
と
見
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
や
は
り
、
信
は
知
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に 

対
し
て
、
願
は
知
る
と
い
う
も
の
で
な
い
、
生
産
す
る
も
の
で
す
。
願
は
行
の
主
体
で
す
。
行
に
お
い
て
も
の
を
造
る
、
信
は
造
ら
れ
た 

も
の
を
知
る
。

つ
ま
り
、
願
が
信
の
理
、
空
性
を
造
る
。
仏
教
の
言
葉
で
い
え
ば
荘
厳
す
る
の
で
す
。
願
は
、
荘
厳
世
界
と
い
う
も
の
の 

原
理
、
基
礎
に
な
る
も
の
で
す
。

『瑜
伽
師
地
論
』
に

「建
立
因
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
建
設
因
で
す
ね
。
非
常
に
い
い
言
葉
で 

す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
で
い
え
ば
、
動
力
因
で
し
ょ
う
。
願
は
も
の
を
建
立
す
る
と
こ
ろ
の
因' 

根
拠
な
の
で
す
。
知
る
根
拠
で 

は
な
い
。
建
立
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
の
は
信
で
す
。
だ
か
ら
、
願
は
行
を
通
し
て
、
衆
生
の
中
に
信
と
い
う
も
の
を
呼
び
起
す
の
で
す
。
 

そ
う
す
る
と
、
信
は
行
を
通
し
て
行
の
根
源
に
触
れ
る
。
願
に
帰
っ
て
い
く
ん
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で' 

願
即
行
と
い
う
こ
と
が
い
え 

ま
す
。

と
こ
ろ
が
、

「自
性
唯
心
」
に
も
、

「定
散
の
自
心
」
に
も
発
願
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
発
願
廻
向
と
い
う
の
は
意
思
、
願
で
す
。
 

つ
ま
り
、
発
願
廻
向
と
い
う
も
の
が
意
識
の
上
に
出
て
お
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
信
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
お
け 

る
発
願
廻
向
は
経
験
的
意
志
で
あ
っ
て
、
超
越
的
意
志
で
も
り
ま
せ
ん
。
信
と
い
っ
て
い
る
が
、
何
か
欲
し
い
の
で
す
。
い
わ
ば
、
願
が 

不
燃
焼
し
て
煙
を
は
い
て
い
る
の
で
す
。
信
と
い
っ
て
も
、
信
じ
ゃ
な
い
。
本
当
に
我
れ
を
忘
れ
た
と
き
に
は
、
願
は
完
全
燃
焼
す
る
ん 

で
す
。
願
即
信
で
す
。

つ
ま
り' 

如
来
の
廻
向
発
願
心
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
願
に
よ
っ
て
信
を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
の
で 

す
。
善
導
に
よ
っ
て' 

「信
は
願
よ
り
生
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
が' 

招
喚
の
方
か
ら
い
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
 

願
が
あ
る
と
き
は
信
で
な
い
し' 

信
が
あ
る
と
願
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
な
い
。
信
と
し
て
願
が
成
就
す
れ
ば
、
願
が
消
え
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る
の
で
な
く
、
成
就
し
た
願
に
な
る
の
で
す
。
信
に
よ
っ
て' 

は
じ
め
て
成
就
し
た
願
に
な
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
願
の
ま
ま
で
満
足 

し
て
い
る
の
で
す
。
満
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
無
限
に
追
求
し
て
い
く
の
で
す
。

願
の
主
体
の
「我
」
、
即

ち

「
設
我
得
仏
」
の

「我
」
が
、

「世
尊
我
一
心
」
の

「我
」
に
転
成
し
て
く
る
の
で
す
。
名
号
と
い
う
言 

葉
を
通
し
て' 

呼
び
か
け
る
主
体
が
聞
く
主
体
に
転
成
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
主
体
の
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
非
常 

に
面
白
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
主
体
の
廻
向
と
い
う
の
は
、
願
心
と
い
う
も
の
に
触
れ
ん
と
主
体
の
廻
向
に
な
ら
ん
の
で
す
。
表 

現
さ
れ
た
名
号
、

つ
ま
り
廻
向
の
法
を
通
し
て
廻
向
心
に
触
れ
る
わ
け
で
す
。
所
廻
向
の
法
を
通
し
て
、
能
廻
向
と
い
う
も
の
に
目
覚
め 

て
い
く
、
こ
う
い
う
構
造
で
す
。

そ
れ
で
、

「如
来
選
択
の
願
心
自
り
発
起
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
因
縁
で
し
ょ
う
。
縁
に
よ
っ
て
発
起
す
る
、
因
縁
で
す
。
 

「大
聖
矜
哀
の
善
巧
従
り
顕
彰
せ
り
」
と
か
、

「如
来
選
択
の
願
心
自
り
発
起
せ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
、
我
々
の
主
体
性
の
確 

立
は
因
縁
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
奇
跡
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
、
 

一
点
の
形
而
上
学
性
も
は
ら
ま
な
い
信
仰
と
い
う
も
の
で
す
。
誰
れ
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
の
で
な
い
、
み
ん
な
自
然
な
ん
で
す
。
縁
起 

な
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、

諸
法
は
縁
起
で
す
け
ど
、

諸
法
の
法
性
は
縁
起
と
い
う
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
開
顕
さ
れ
る
も
の
で 

す
。だ

か
ら
、
た
だ
な
に
か
が
廻
向
さ
れ
た
と
い
う
の
で
な
い
、
自
己
が
廻
向
さ
れ
る
の
で
す
。
主
体
の
廻
向
な
ん
で
す
。
な
に
か
の
も
の 

を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
の
で
な
い
、
た
ま
わ
る
こ
と
を
受
け
取
る
自
己
が
た
ま
わ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
構
造
で
す
。
こ
れ
が
つ
ま
り
、
 

た
ま
わ
り
た
る
主
体
性
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
た
だ' 

も
の
と
い
う
よ
り
も' 

性
と
い
う
も
の
で
す
ね
、
 

開
か
れ
る
と 

い
う
意
味
が
あ
る
の
は
。
そ
れ
は
、
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
目
覚
め
ず
に
た
ま
わ
っ
た
の
で
な
い' 

性
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と 

が
た
ま
わ
っ
た
の
で
す
。
目
覚
め
ず
に
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
な
ら' 

そ
れ
は
異
熟
で
す
。
だ
か
ら
、
宿
業
と
い
う
の
は
宿
業
の
因
縁
な
ん 

で
す
。
異
熟
果
な
ん
で
す
。
し
か
し' 

今
い
っ
て
い
る
の
は
、 

性
に
目
覚
め
る
よ
う
な
自
覚
が
廻
向
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り'
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主
体
性
の
自
覚
で
す
。
そ
う
い
う
の
が' 

廻
向
心
、
 

廻
心
と
い
う
も
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

時
間
が
な
い
の
で
言
え
ま
せ
ん
が
、
御
承
知
の
よ
う
に
、
廻
向
と
い
う
こ
と
は
『
浄
土
論
』
で
す
が
、
普
通
は
廻
向
は
大
悲
の
行
で
し 

よ
う
。
大
悲
は
心
、
廻
向
は
行
で
す
。
大
悲
の
心
が
廻
向
と
い
う
行
を
起
し
て
、
そ
の
廻
向
の
行
に
よ
っ
て
、
大
悲
の
心
が
成
就
さ
れ
る 

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
『
浄
土
論
』
の
文
章
上
の
構
造
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は

「
信
巻
」
で
、
欲
生
と
い
う
の
は
廻
向
心
で
あ 

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
廻
向
の
心
に
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
「
言
南
無
」
釈
で
も
、

「
発
願
廻
向
と
い
う
は
、
如
来
已
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
廻
施
し
た
も
う
の
心
な
り
」

と
い
う
て' 

「
心
」
と
い
う
字
を
つ
け
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
欲
生
と
い
う
の
は
如
来
の
廻
向
発
願
心
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
本
来
は 

「行
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
を
「
心
」
と
し
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
大

悲

も

「
心
」
だ
し' 

廻

向

も

「
心
」
で
す
。
そ 

う
い
う
よ
う
に' 

大
悲
の
信
楽
か
ら
欲
生
心
を
展
開
し
、
欲
生
心
に
よ
っ
て
信
楽
が
満
足
さ
れ
る
、
こ
れ
が
三
心
の
構
造
に
な
る
わ
け
で 

す
。
こ
う
い
う
働
き
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
お
こ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
至
心
で
す
。

た
ま
わ
り
た
る
主
体
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
た
ま
わ
っ
た
主
体
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
き
に
は
廻
心
と
い
う
の
で 

す
。
主
体
の
廻
向
と
い
う
の
は
、
廻
心
で
す
。

つ
ま
り
、
廻
転
で
す
。
信
は
廻
転
さ
れ
た
心
、
願
は
廻
転
す
る
心
で
す
。
廻
転
す
る
心
と
、
 

廻
転
さ
れ
る
心
、
次
元
が
違
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
一
致
す
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
名
号
を
通
し
て
名
号
の
根
源
に 

信
が
帰
っ
て
来
る
と
、
そ
の
名
号
に
た
ま
わ
っ
た
信
に
、
名
号
す
る
心
が
涌
出
し
て
く
る
の
で
す
。

「
涌
出
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
に
い 

っ
た
建
立
因
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
に
一
番
適
当
な
言
葉
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
願
心
と
い
う
の
は
事
行
的
主
体
、
涌
出
で
す
。
地 

下
水
を
射
当
て
る
と' 

射
当
て
た
心
に
地
下
水
が
涌
出
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
こ
に
、
信
全
体
が
願
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な 

構
汪
粗
が
成
り
亠
比
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

一
木
稿
は
昭
和
四
十
九
年
度
、
相
応
学
舎
に
お
け
る
報
思
誰
誰
話
。
维
妹
で
あ
る

文
黄
編
樂
35)
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