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れ
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仏
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今

、
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
中
川
で
す
。
今

日

は

「
凡
夫
に
開
か
れ
る
仏
道
」
と
、

こ
う
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
で
お
話
し
た
い
と
思 

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
こ
と
は
、
人
間
の
生
き
る
意
味
と
い
う
も
の
で
す
。
と
く
に
こ
の
こ
と
を
意
識
す
る 

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
数
年
前
に
あ
る
先
生
の
授
業
の
中
で
、
鈴
木
大
拙
、
曽
我
量
深
、
金
子
大
栄
と
い
う
三
人
の
先
生
方
の
、

い
よ
い 

よ
命
終
わ
っ
て
い
か
れ
る
時
の
最
期
の
言
葉
が
、

一
言
で
言
え
ば
、

「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
聞
き
し
て
か
ら
で 

す
。
授
業
の
中
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
時
、
胸
に
ジ
ー
ン
と
来
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
人
間
と
し
て
生 

ま
れ
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
誰
も
が
、
三
人
の
先
生
方
と
同
じ
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
喜
び
、
た
と
え
苦
労
の
多
い
人
生 

を
生
き
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
喜
び
と
満
足
の
中
で
命
終
わ
っ
て
い
き
た
い
と
、
心
の
奥
深
く
で
願
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
あ 

ら
た
め
て
教
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
私
た
ち
に
、
人
間
と
し
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。

仏
教
は
、

「
仏
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
人
間
と
し
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
仏
陀
の
こ
と
を 

「
真
人
」
と
、
真
(

ま
こ
と)

の
人
と
書
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

「真
人
」
と
呼
ば
れ
ま
す
か
ら
、
真
実
の
人
間
に
な
る
、
本
当
の
人
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間
に
な
る
こ
と
と
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

で
は
、

「
仏
陀
に
な
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
こ
と
を
釈
尊
の
生
涯
に
尋
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
学
ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
釈
尊
は
今
か
ら
二
千
五
百
年
ほ
ど
前
に
、
イ
ン
ド
に
釈
迦
族
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
名
を 

ゴ

ー

タ

マ

・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い
い
ま
す
。
そ

し

て

『大
経
』

に
、

老

・
病

・
死
を
見
て
、
世
の
非
常
を
悟
り
、
国
と
財
と
位
と
を
棄
て
、
山
に
入
り
て
道
を
学
ぶ
。 

(

『真
聖
全
』

一
・
ニ
頁) 

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

二
十
九
歳
の
時
、
老
・
病
・
死
の
苦
し
み
か
ら
の
解
脱
を
願
っ
て
出
家
し
、
六
年
後
の
三
十
五
歳
の
時
、
ピ
ッ
パ 

ラ

樹

の

下

で

縁

起

の

法(

真
理)

に
目
覚
め
て
仏
陀
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
陀
に
な
っ
た
縁
起 

の
法
に
つ
い
て
、

縁
起
法
な
る
も
の
は
、
我
が
所
作
に
非
ず
、
亦
た
余
人
の
作
に
も
非
ず
、
然
か
も
彼
如
来
出
世
す
る
も
及
び
未
だ
出
世
せ
ざ
る
も
、
 

法
界
に
常
住
せ
り
。
彼
の
如
来
は
自
ら
此
の
法
を
覚
り
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
諸
の
衆
生
の
為
に
、
分
別
し
演
説
し
、
開
発
し
顕
示 

す
。
所
謂
此
れ
有
る
が
故
に
彼
れ
有
り
、
此
れ
起
る
が
故
に
彼
れ
起
り
、
謂
ゆ
る
無
明
を
縁
じ
て
行
あ
り
、
乃
至
純
大
苦
聚
集
ま
り
、
 

無
明
滅
す
る
が
故
に
行
滅
し
、
乃
至
純
大
苦
聚
滅
す
と
。 

(

『雑
阿
含
経
』
阿
含
部
一
・
二
九
八
頁) 

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、

「法
界
に
常
住
せ
り
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
す
べ
て
の
存
在
が
そ
れ
に
お
い
て
在
る
法
、
真
理 

に
目
覚
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
ゴ

ー

タ

マ

・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
縁
起
の
法
に
目
覚
め
て
仏
陀
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 

明
星
出
現
の
時
、
我
大
地
の
有
情
と
共
に
同
時
に
成
道
せ
り
。 

(

宮
本
正
尊

『仏
教
の
根
本
真
理
』) 

と
も
語
ら
れ
、
ま

た

『涅
槃
経
』

に
、

一
切
の
衆
生
に
悉
く
仏
性
有
り
。

と
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
、
そ
の
本
性
に
お
い
て
、
仏
陀
と
い
う
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る 

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
先
ほ
ど
も
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
は
仏
陀
に
な
ろ
う
と
し
て
生
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き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
仏
陀
に
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

こ
の
世
に
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
意
味
が
完
成
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
人
間
の
生
涯
を
成
仏
道
と
し
て
見
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
人
間
観
が
あ
る
の
で
す
。

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

で
は
、

真
理
は
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
第
二
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ

の
(

真
理)

を
知
っ
た
人
は
争
う
こ
と
が
な
い
。

と
か
、敵

意
あ
る
者
ど
も
の
間
に
あ
っ
て
敵
意
な
く
、
暴
力
を
用
い
る
者
ど
も
の
間
に
あ
っ
て
心
お
だ
や
か
に
、
執
着
す
る
者
ど
も
の
間
に 

あ
っ
て
執
着
し
な
い
人
、
——

か

れ

を

わ

れ

は

〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
呼
ぶ
。 

(

中

村

元

『ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』) 

と
語
ら
れ
、

『大
経
』

で
は
、

も
ろ
も
ろ
の
衆
生
に
お
い
て
、
視
わ
す
こ
と
自
己
の
ご
と
く
す
。 

(

『真
聖
全
』

一
・
四
頁) 

と
あ
り
、

『法
華
経
』

の
譬
喩
品
で
は
、

今
此
の
三
界
は
、
皆
是
れ
我
が
有
な
り
。
其
の
中
の
衆
生
は
、
悉
く
是
れ
吾
が
子
な
り
。 

(

法
華
部;

ハ
〇
—

一
頁) 

と
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

「
仏
陀
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
辻
邦
生
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、

い
か
な
る
も
の
と
も
対
立
す
る 

こ
と
の
な
い'

〈
世

界"

私
〉
と
い
う
自
己
を
生
き
る
者
に
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、

こ

の

〈
世

界"

私
〉
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
 

辻

邦

生

の

『詩
と
永
遠
』

と
い
う
本
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
の
言
葉
を
借
り
て
、

「
仏
陀
に
な
る
」
と
い
う
こ 

と
は
、
世
界
と
私
が
一
つ
だ
と
、
そ
う
い
う
自
己
を
生
き
る
者
に
な
る
こ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
釈
尊
は
、
 

八
十
歳
で
ク
シ
ナ
ー
ガ
ラ
の
沙
羅
双
樹
の
下
で
般
涅
槃
す
る
ま
で
、
自
ら
の
目
覚
め
た
法
を
、
身
を
も
っ
て
示
し
、
言
葉
を
も
っ
て
説
く 

こ
と
に
よ
っ
て
、

す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
ゴ

ー

タ

マ
(

ブ
ッ
ダ)

さ
ま
。
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
、
ゴ
ー
タ
マ
さ
ま
。
あ
た
か
も
倒
れ
た
者
を
起
す 

よ
う
に
、
覆
わ
れ
た
も
の
を
開
く
よ
う
に
、
方
角
に
迷
っ
た
者
に
道
を
示
す
よ
う
に
、
ゴ
ー
タ
マ
さ
ま
は
種
々
の
し
か
た
で
法
を
明
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ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
は
ゴ
ー
タ
マ
さ
ま
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。
ま
た
真
理
と
修
行
僧
の
つ
ど
い
に
帰
依 

し
た
て
ま
つ
る
。
ゴ
ー
タ
マ
さ
ま
は
、
わ
た
く
し
を
在
俗
信
者
と
し
て
受
け
い
れ
て
く
だ
さ
い
。
今
日
以
後
命
の
続
く
限
り
帰
依
い 

た
し
ま
す
。 

(

『ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』) 

と
語
る
よ
う
な
人
々
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
カ
ー
ス
ト
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
厳
し
い
差
別
の
イ
ン
ド 

の
社
会
に
あ
っ
て
、
僧
伽
、
和
合
僧
と
呼
ば
れ
る
、
平
等
な
親
し
い
交
わ
り
の
場
を
生
み
出
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
仏
陀 

の
い
の
ち
を
、

こ
の
よ
う
な
度
衆
生
の
は
た
ら
き
、

つ
ま
り
慈
悲
行
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
も
い 

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

そ
う
し
ま
す
と
、

こ
の
よ
う
に
釈
尊
の
生
涯
を
見
ま
す
時
、

「
仏
陀
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
三
十
五
歳
の
時
の
ピ
ッ
パ
ラ
樹
下
の
成 

正
覚
で
語
る
の
で
は
な
く
、
三
十
五
歳
の
成
正
覚
か
ら
ハ
十
歳
で
般
涅
槃
す
る
ま
で
の
歩
み
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
そ
う
い
う
意
味
で
三
十
五
歳
の
時
に
、
ピ
ッ
パ
ラ
樹
の
下
で
仏
陀
に
な
ら
れ
た
、
 

そ
の
三
十
五
歳
か
ら
八
十
歳
で
ク
シ
ナ
ー
ガ
ラ
で
般
涅
槃
し
て
い
か
れ
る
、
そ
の
釈
尊
の
歩
み
を
成
仏
道
と
、
ま
あ
こ
う
い
う
よ
う
な
こ 

と
で
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
歩
み
は
い 

か
な
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

毎
田
周
一
と
い
う
、
暁
烏
敏
先
生
に
師
事
し
た
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ

の

方

が

『雑
阿
含
無
常
経
』

と
呼
ぶ
経
典
に
は
、
 

解
脱
す
る
も
の
は
真
実
の
智
生
ず
。
我
が
生
已
に
尽
き
、
梵
行
已
に
立
ち
、
所
作
已
に
作
し
、
自
ら
後
有
を
受
け
ざ
る
を
知
る
。

(

『雑
阿
含
経
』
阿
含
部
一
・
五
頁) 

と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

『国
訳
一
切
経
』

で
は
で
す
ね
、

『無
常
経
』
と
は
出
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
毎
田
周
一
先
生 

は
、

そ

の

経

典

を

『無
常
経
』

と
、

こ
う
呼
ば
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
毎

田

先

生

は

『雑
阿
含
無
常
経
讃
仰
』

に
お
い
て
、

こ
の 

「
我
が
生
已
に
尽
き

、
梵
行
已
に
立
ち

、
所
作
已
に
作
し
、
自
ら
後
有
を

受
け
ざ

る
を

知
る
」
を
、

「
阿
羅
漢
の
内
容
的
、
自
覚
的
規 

定
」
と
言
い
、

「
涅
槃
の
内
容
的
規
定
で
あ
り
、
阿
羅
漢
と
は
、

こ
の
涅
槃
を
自
証
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
釈
尊
が
で
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す
ね
、
自
ら
覚
っ
た
法
を
サ
ル
ナ
ー
ト
で
初
め
て
五
人
の
人
に
説
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
五
人
の
人
が
次
々
と
釈
尊
の
教
え
に
教
え
ら
れ 

て
、
目
覚
め
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ

の

時

に

『仏
本
行
集
経
』

と
い
う
経
典
は
、

「
此
の
世
間
に
、
六
阿
羅
漢
あ
り
。 

ー
は
こ
れ
世
尊
、
五
は
こ
れ
五
比
丘
な
り
」
と
、

こ
ん
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
釈
尊
も
ま
た
阿
羅
漢
の
一
人
と
し 

て
、
そ
こ
で
は
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

こ
の
毎
田
先
生
の
言
葉
を
受
け
て
、
児
玉
暁
洋
先
生
は 

「
「
生
と
死
」
と
涅
槃
と
往
生
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、

「
我
生
已
尽
」
は
阿
羅
漢
の
内
容
的
自
覚
的
規
定
で
あ
る
が
そ
れ
は
同
時
に
真
実
智
の
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
て
真
実
智
と
は
無
明 

の

滅

で

あ

る

か

ら

「
我
生
已
尽
」
と
は
無
明
の
滅
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
述
べ
、
 

吾
々
は
已
に
生
も
死
も
尽
き
た
こ
の
人
の
生
を
何
と
名
ず
け
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
う
迄
も
な
く
こ
の
生
も
死
も
尽
き
た
人 

の

生

は

「
涅
槃
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
お
釈
迦
様
が
初
転
法
輪
で
説
か
れ
た
法
と
い
う
の
が
、
四
諦
の
教
説
と
し
て
伝
え
ら 

れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
羅
漢
で
あ
る
釈
尊
の
生
涯
と
、
そ
の
四
諦
の
教
説
と
を
対
照
し
て
、
 

一

般

に

「道
」
即

ち

ハ

正

道

は

「
涅
槃
へ
の
道
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
道
を
釈
尊
の
生
涯
に
於
て
み
よ
う
と
す
る
と 

き
成
正
覚
か
ら
入
涅
槃
に
至
る
間
の
釈
尊
こ
そ
正
し
く
道
の
如
実
の
実
践
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ 

得
る
と
す
る
な
ら
ば
道
は
教
説
に
於
け
る
涅
槃
「
か
ら
の
道
」

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
又
四
諦
が
苦
！
集
！
滅
！
道
の
順
で
言
わ
れ 

る
こ
と
、
及

び

苦

・
集
が
有
漏
に
し
て
有
為
、
滅
が
無
漏
に
し
て
無
為
で
あ
る
に
対
し
て
道
が
無
漏
に
し
て
有
為
で
あ
る
と
言
わ
れ 

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
が
し
か
し
同
時
に
道
は
釈
尊
の
生
涯
に
於
け
る
涅
槃
「
へ
の
道
」
な
の
で
あ 

る
。
そ
れ
故
に
吾
々
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「道
」

こ
そ
は
教
説
と
生
涯
と
の
涅
槃
の
二
重
性
を
統 

ー
す
る
も
の
で
あ
り
、
道
は
法
と
人
と
の
統
一
と
し
て
成
正
覚
か
ら
入
涅
槃
に
至
る
釈
尊
の
生
存
の
構
造
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
釈
尊
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が
如
実
に
道
を
行
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
釈
尊
が
個
人
的
に
豊
か
な
能
力
を
持
せ
ら
れ
た
為
で
は
な
く
し
て
釈
尊
が
実
に 

道
そ
れ
自
身
で
在
し
た
こ
と
に
基
づ
く
ヽ
と
。
或
は
又
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
成

正
覚"

涅

槃

は

「
永 

遠
の
今
」
と

し

て

の

「
瞬
間
」

で
あ
り
、

そ

の

瞬

間

の

内

容

は

「有

情

非

情

同

時

成

道

・
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
言
い
現
わ
さ
れ 

て
い
る
の
で
あ
り
、

「
道
」

は

西

谷

教

授

の

言

わ

れ

る

「
永

遠

に

触

れ

た

『永
遠
の
現
在
』

と
、
刻

々

に

移

り

変

る

『時
の
現
在
』 

と
が
一
つ
で
あ
る
」

よ
う
な
時
を
生
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ

は

「
伝
道
僅
か
年
余
に
し
て
、

マ
ガ
ダ
第
一
の
教
団
と
な
っ
た
」
と 

言
わ
れ
る
如
く
、
力
強
い
度
衆
生
の
活
動
と
し
て
真
実
の
社
会
と
歴
史
と
を
形
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

(

『聞
思
』
復
刊
第
二
号) 

と
語
っ
て
い
ま
す
。
少
々
長
い
引
用
に
な
り
ま
し
た
が
、
釈
尊
の
成
正
覚
か
ら
般
涅
槃
ま
で
の
歩
み
は
、
四
諦
の
教
説
に
お
け
る
道
そ
れ 

自
身
で
あ
り
、

「
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
」
と
言
わ
れ
る 

真
理
そ
れ
自
身
が
釈
尊
の
生
涯
と
し
て
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ

か

ら

私

た

ち

が

「
仏
陀
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な 

釈
尊
と
同
じ
質
を
持
っ
た
人
生
を
生
き
る
者
に
な
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い 

い
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、

そ
の
道
は
、

悪
魔
パ
ー
ピ
マ
ン
が
言
っ
た
、

「
子
の
あ
る
者
は
子
に
つ
い
て
喜
び
、
ま
た
牛
の
あ
る
者
は
牛
に
つ
い
て
喜
ぶ
。
人
間
の
執
着
す
る
も
と
の
も
の
は
喜
び
で
あ
る
。 

執
着
す
る
も
と
の
も
の
の
な
い
人
は
、
実
に
喜
ぶ
こ
と
が
な
い
」
。

師
は
答
え
た
、

「
子
の
あ
る
者
は
子
に
つ
い
て
憂
い
、
ま
た
牛
の
あ
る
者
は
牛
に
つ
い
て
憂
う
。
実
に
人
間
の
憂
い
は
執
着
す
る
も
と
の
も
の
で
あ 

る
。
執
着
す
る
も
と
の
も
の
の
な
い
人
は
、
憂
う
る
こ
と
が
な
い
」
。

と
か
、
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子
や
妻
に
対
す
る
愛
着
は
、
た
し
か
に
枝
の
広
く
茂
っ
た
竹
が
互
い
に
相
絡
む
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
筍
が
他
の
も
の
に
ま
つ
わ
り 

っ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
犀
の
角
の
よ
う
に
た
だ
独
り
歩
め
。

と
か
、
 自

分
の
た
め
に
も
、
他
人
の
た
め
に
も
、
子
を
望
ん
で
は
な
ら
ぬ
。
財
を
も
国
を
も
望
ん
で
は
な
ら
ぬ
。

と
か
、
 

家
か
ら
出
て
、
家
の
無
い
生
活
に
入
り
、
楽
し
み
難
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
孤
独
の
う
ち
に
、
喜
び
を
求
め
よ
。

(

『ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』) 

等
と
説
か
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
人

間

の

生

存

を

苦

に

結

び

つ

け

る

渇

愛(

弑1
I

面)

を
離
れ
る
た
め
に
家
か
ら
出
て
、
家
族
を
持
た
な 

い
生
活
を
送
る
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
伝
統
的
に
は
仏
陀
釈
尊
を
手
本
と
し
て
出
家
の
道
を
歩
む
こ
と
で
あ
っ
た
わ 

け
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
道
は
、
私
た
ち
が
確
か
な
菩
提
心
を
発
し
て
、
釈
尊
の
教
え
に
教
え
ら
れ
て
、
龍

樹

が

「
ま
さ
に
身
命
を
惜
し 

ま
ず
、
昼
夜
精
進
し
て
、
頭
燃
を
は
ら
う
が
ご
と
く
す
べ
し
」(

『十
住
毘
婆
沙
論
』

『真
聖
全
』

一
・
ニ
五
三
頁)

と
語
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
 

ま
じ
め
に
努
力
す
れ
ば
、
誰
も
が
釈
尊
と
同
じ
よ
う
に
仏
陀
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、
人
間
信
頼
の
中
で
歩
ま
れ
て
き
た
道
で
も 

あ
り
ま
す
。

親
鸞
が
九
歳
で
得
度
を
受
け
、

二
十
九
歳
で
下
り
る
こ
と
に
な
っ
た
比
叡
山
延
暦
寺
も
、
伝
教
大
師
最
澄
が
、

『山
家
学
生
式
』

に
、
 

国
宝
と
は
何
物
ぞ
。
宝
と
は
道
心
な
り
。
道
心
あ
る
の
人
を
名
づ
け
て
国
宝
と
な
す
。

(

『天
台
法
華
宗
年
分
学
生
式
一
首
』
『最
澄
』
日
本
思
想
大
系4

・
一
九
四
頁) 

と
語
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

『法
華
経
』

の
教
え
に
よ
っ
て
大
乗
菩
薩
道
を
歩
む
、
ま
じ
め
な
仏
者
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
建
て
た
学
仏 

道
場
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
修
学
の
道
は
、

「
断
惑
証
理
」
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
 

一
切
衆
生
は
こ
と
ご
と
く
仏
性
あ
れ
ど
も
、
煩
悩
覆
え
る
が
ゆ
え
に
見
る
こ
と
を
得
る
こ
と
あ
た
わ
ず
と
。
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(

『涅
槃
経
』
聖
典
三
一
ニ
頁) 

と
あ
る
、
自
ら
の
煩
悩
と
闘
い
、
そ
れ
を
滅
し
尽
く
し
て
、
仏
性
の
開
覚
を
目
指
す
道
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
と
く
に
釈
尊
の
滅
後 

に
生
き
る
者
に
と
っ
て
、
必
然
的
に
厳
し
く
困
難
な
道
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
中
国
の
道
綽
は
、
 

聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
。

ー
に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
に
由
る
。

二
に
は
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る
。

(

『安
楽
集
』
『真
聖
全
』

一
・
四
一
〇
頁) 

と
い
う
言
葉
で
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

よ
く
知
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
は
そ
の
比
叡
山
に
ほ
ぼ
二
十
年
間
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
 

そ
の
二
十
年
に
お
よ
ぶ
学
び
を
通
し
て
、
後

に

『歎
異
抄
』

に
、

い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。 

(

聖
典
六
二
七
頁) 

と
語
り
、

煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る 

(

聖
典
六
二
七
頁) 

と
自
ら
語
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
ご
ま
か
し
よ
う
の
な
い
形
で
、
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
我
が
身
に
出
会
う 

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
永
遠
に
仏
に
な

る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
自
身
に
出
会
っ
た
こ
と
で
す
。

「
や
れ
ば
で
き 

る
」
と
自
分
自
身
を
励
ま
し
、
努
力
し
て
き
た
結
果
、

こ
の
よ
う
な
自
分
に
出
会
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
の 

絶
望
的
な
重
さ
を
語
る
も
の
こ
そ
、
親
鸞
の
妻
で
あ
る
恵
信
尼
の
消
息
に
、

山
を
出
で
て
、
六
角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
、
後
世
を
祈
ら
せ
給
い
け
る
に
、
 

(

聖
典
六
一
六
頁) 

と
語
ら
れ
る
、
聖
徳
太
子
建
立
と
伝
え
る
六
角
堂
に
、
後
世
を
祈
っ
て
の
百
日
の
参
籠
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
百
日
の
参
籠
の
持
つ
意
味
は
、
 

親
鸞
自
身
が
、
ま

た

後

に

「和
国
の
教
主
聖
徳
皇
」(

聖
典
五
〇
ハ
頁)

と
仰
ぐ
聖
徳
太
子
に
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
身
に
開
か
れ
る
仏
道 

を
求
め
て
の
百
日
の
参
籠
で
あ
っ
た
ヽ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、

こ
の
恵
信
尼
の
言

55



葉
で
あ
り
ま
す
。

「後
世
を
祈
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ 

う
い
う
意
味
で
、
仏
に
な
れ
な
い
と
い
う
そ
の
現
実
の
自
分
自
身
に
ぶ
つ
か
っ
て
、

そ
し
て
、
そ
の
自
分
の
と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
仏
道
と 

い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
、

こ

う

い

う

内

容

が

「後
世
を
祈
ら
せ
給
い
け
る
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
 

了
解
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
恵
信
尼
の
消
息
に
、

九
十
五
日
の
あ
か
月
、
聖
徳
太
子
の
文
を
む
す
び
て
、
示
現
に
あ
ず
か
ら
せ
給
い
て
候
い
け
れ
ば
、

や
が
て
そ
の
あ
か
月
、
出
で
さ 

せ
給
い
て
、
後
世
の
助
か
ら
ん
ず
る
縁
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
、
た
ず
ね
ま
い
ら
せ
て
、
法
然
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
、
六 

角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
候
い
け
る
よ
う
に
、
又
、
百
か
日
、
降
る
に
も
照
る
に
も
、

い
か
な
る
大
事
に
も
、
参
り
て
あ
り
し 

に
、
た
だ
、
後
世
の
事
は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い 

し
を
う
け
給
わ
り
さ
だ
め
て
候
い
し
か
ば
、
上
人
の
わ
た
ら
せ
給
わ
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
ゝ
た
と
い
悪
道
に
わ
た 

ら
せ
給
う
べ
し
と
申
す
と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
い
ま
い
ら
す
る
身
な
れ
ば
と
、
よ
う
よ
う 

に
人
の
申
し
候
い
し
時
も
仰
せ
候
い
し
な
り
。 

(

聖
典
六
一
六
—
七
頁) 

と
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
参
籠
の
九
十
五
日
目
に
、
夢
告
を
受
け
て
、
吉
水
に
法
然
上
人
を
訪
ね
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
百
か
日
、
 

ひ
た
す
ら
法
然
の
教
え
を
聞
き
続
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
い
つ
の
時
で
あ
っ
た
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後

に

『歎
異
抄
』
第
二
条
で
、
関
東
か
ら
問
い
を
持
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
命 

懸
け
で
親
鸞
を
訪
ね
て
き
た
同
行
た
ち
を
前
に
し
て
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か 

に
別
の
子
細
な
き
な
り
。 

(

聖
典
六
二
七
頁) 

と
語
る
回
心
の
体
験
を
持
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

で
は
、

こ
の
二
十
九
歳
の
時
に
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
、
回
心
の
体
験
と
は
、
ど
の
よ
う
な
体
験
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ご
存
知
の
よ
う
に
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親
鸞
は
、
 

凡
夫
と
い
う
は
、
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
と
、
水
火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。

(

聖
典
五
四
五
頁) 

と

『
一
念
多
念
文
意
』

に
語
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
生 

き
て
い
る
者
の
こ
と
で
す
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い
う
言
葉
を
で
す
ね
、
親
鸞
の
、

そ
の
言
葉
に
従
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
ん 

な
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
生
き
る
生
き
方
は
、
死
ぬ
ま
で
な
く
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

「
臨
終
の
一
念 

に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
」
と
、

こ
う
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

こ
の
世
の
命
終
わ
る
ま
で
な
く
な
ら
な
い
と
、

こ 

の
よ
う
に
親
鸞
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
の
こ
と
が
、
 

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
。 

(

『教
行
信
証
』
「信
巻
」
聖
典
ニ
ニ
五
頁) 

と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

「無
始
よ
り
こ
の
か
た
」
と
、

こ
う
い
う
言
葉
で
で
す
ね
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
が
教 

え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
手
段
に
し
て
、
自
分
の
思
い
を
満
た
そ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
も
、
ま
た
身
近
な
も
の 

を
も
傷
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
こ
に
も
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
自
分
自
身
も
人
も
い
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
と
を
端 

的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
釈
尊
の
晚
年
に
起
き
た
、

「
王
舎
城
の
悲
劇
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
事
件
で
す
。
そ
こ
に
語
ら
れ
て 

い
ま
す
こ
と
は
、

よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
親
子
で
も
殺
し
合
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、

『血
脈
文
集
』

に

「
凡 

夫
は
も
と
よ
り
煩
悩
具
足
し
た
る
ゆ
え
に
、
わ
る
き
も
の
と
お
も
う
べ
し
」(

聖
典
五
九
四
頁)

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

「
悪
人
」
と
い
う 

こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
が
永
遠
に
仏
陀
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
誰
と
も
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
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き
な
い
、

そ
の
悪
人
の
親
鸞
に
、

「
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
も
う
し
て
、
阿
弥
陀
仏
に
た
す
け
ら
れ
な
さ
い
」
と
、
法
然
は
教
え
る 

の
で
す
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
教
え
る
法
然
も
ま
た
、

『和
語
灯
録
』

に
、
 

善

導

和

尚

の

『観
経
の
疏
』

に
い
は
く
、

「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
念
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
、
 

順
彼
仏
願
故
」
と
い
ふ
文
を
見
え
て
の
ち
、
わ
れ
ら
が
ご
と
く
の
無
智
の
身
は
、
ひ
と
へ
に
こ
の
文
を
あ
ふ
ぎ
、
も
は
ら
こ
の
こ
と 

は
り
を
た
の
み
て
、
念
念
不
捨
の
称
名
を
修
し
て
、
決
定
往
生
の
業
因
に
そ
な
ふ
べ
し
。
た
ヾ
善
導
の
遺
教
を
信
ず
る
の
み
に
あ
ら 

ず
、
又
あ
つ
く
弥
陀
の
弘
願
に
順
ぜ
り
。

「
順
彼
仏
願
故
」

の
文
ふ
か
く
た
ま
し
ゐ
に
そ
み
、
心
に
と
ヾ
め
た
る
也
。

(

『真
聖
全
』
四

・
六
ハ
〇
—

一
頁) 

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
中
国
の
善
導
大
師
の
言
葉
に
出
遇
い
、
す

で

に

「
私
は
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る
者
で
す
」
と
、
自
分
自
身 

を
名
告
っ
て
生
き
る
念
仏
の
人
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

そ
の
法
然
を
、
親
鸞
は
、

『高
僧
和
讃
』

で
、
 

源
空
光
明
は
な
た
し
め 

門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き 

賢
哲
愚
夫
も
え
ら
ば
れ
ず 

豪
貴
鄙
賤
も
へ
だ
て
な
し 

(

聖
典
四
九
九
頁) 

と
、
法
然
が
光
の
人
で
あ
る
と
讃
嘆
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ

は

『浄
土
和
讃
』
弥
陀
経
意 

で
、
親
鸞
が
、

十
方
微
塵
世
界
の 

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し 

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば

58



阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る 

(

聖
典
四
ハ
六
頁) 

と
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、

「
賢
哲
愚
夫
も
え
ら
ば
れ
ず 

豪
貴
鄙
賤
も
へ
だ
て
な
し
」
と
詠
う
言
葉
は
、
ま

さ

に

「
た
だ
念
仏 

し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
教
え
る
法
然
の
上
に
、
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き
を
仰
い
で
い
る
と
い
う
こ 

と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
光
の
人
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
も
う
し
て
生
き
る
者
の 

と
こ
ろ
に
、

「
摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば 

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」
と
語
ら
れ
る
、
阿
弥
陀
仏
は
顕
現
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ 

か
ら
ま
た
、

こ

の

「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
法
然
の
言
葉
で
あ
る
ま
ま
に
、
阿
弥
陀 

仏
が
直
接
親
鸞
に
、

「
た
だ
念
仏
し
て
、
我
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
命
ず
る
言
葉
で
も
あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
 

す

で

に

「え
ら
ば
れ
ず
」

「
へ
だ
て
な
し
」
と
表
さ
れ
る
、
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
大
悲
に
目
覚
め
て
生
き
る
念
仏
の
人
の
教
え
る
言 

葉
に
教
え
ら
れ
て
、
人
は
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
に
目
覚
め
て
生
き
る
者
に
な
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
に
目
覚
め
て
生
き
る
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

安
楽
浄
土
は
こ
の
大
悲
よ
り
生
ぜ
る
が
ゆ
え
な
れ
ば
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
こ
の
大
悲
を
謂
い
て
浄
土
の
根
と
す
。

(

『教
行
信
証
』
「真
仏
土
巻
」
聖
典
三
一
五
頁) 

と
、
親
鸞
は
、
真

実

の

浄

土

を

明

ら

か

に

す

る

「
真
仏
土
巻
」

で
、
曇

鸞

の

『論
註
』

の
言
葉
を
引
用
し
て
語
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
阿 

弥
陀
仏
の
浄
土
に
心
開
か
れ
て
生
き
る
者
に
な
る
こ
と
で
あ
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
回
心
の
体
験
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
 

念
仏
の
人
の
教
え
る
言
葉
に
教
え
ら
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
心
開
か
れ
て
生
き
る
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
親

鸞

が

『
一
念
多
念 

文
意
』

で
、
第
十
八
願
、
至

心

信

楽

の

願

成

就

文

の

「
至
心
回
向
」
と
い
う
言
葉
を
解
説
し
て
、
 

「
至
心
」

は
、
真
実
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
真
実
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
こ
こ
ろ
な
り
。

「
回
向
」

は
、
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方 

の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。 

(

聖
典
五
三
五
頁) 

と
語
り
、
ま
た
、
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真
実
功
徳
と
も
う
す
は
、
名
号
な
り
。

一
実
真
如
の
妙
理
、
円
満
せ
る
が
ゆ
え
に
、
大
宝
海
に
た
と
え
た
ま
う
な
り
。

一
実
真
如
と 

も
う
す
は
、
無
上
大
涅
槃
な
り
。 

(

聖
典
五
四
三
頁) 

と
語
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
真
実
に
目
覚
め
、
無
上
大
涅
槃
の
功
徳
を
身
に
受
け
て
生
き
る
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
の 

人
に
、

「念
仏
し
な
さ
い
」
と
教
え
ら
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
に
目
覚
め
る
こ
と
、

そ
れ
が
同
時
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
心
開
か
れ
て 

生
き
る
こ
と
、

こ
、つ
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
言
わ
れ
る
、
も
う
自
分
の
思
い
の
中
だ
け
で
生
き
て
い
る
者
が
、
初 

め
て
そ
の
思
い
が
破
れ
て
、
真
実
に
ふ
れ
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
体
験
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を
親
鸞
は
、

「無
上
大
涅
槃
」
と 

い
う
言
葉
で
明
ら
か
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
も
う
し
て
生
き
る
者
に
な
る
こ
と
は
、
真 

実
に
目
覚
め
、
無
上
涅
槃
の
功
徳
を
身
に
受
け
て
生
き
る
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、

そ
の
こ
と
は
、
親

鸞

が

阿

弥

陀

仏

の

「
不
虚
作
住
持
功
徳
」
を
解
説
す
る
所
で
、

「
能
令
速
満
足 

功
徳
大
宝
海
」
と
い
う
は
、
能
は
よ
し
と
い
う
、
令
は
せ
し
む
と
い
う
、
速
は
す
み
や
か
に
と
し
と
い
う
、
よ
く 

本
願
力
を
信
楽
す
る
人
は
、
す
み
や
か
に
と
く
功
徳
の
大
宝
海
を
信
ず
る
人
の
、
そ
の
み
に
満
足
せ
し
む
る
な
り
。

(

『尊
号
真
像
銘
文
』
聖
典
五
一
九
頁) 

と
明
ら
か
に
し
、

「
功
徳
」
と
も
う
す
は
、
名
号
な
り
。

「大
宝
海
」

は
、

よ
ろ
ず
の
善
根
功
徳
み
ち
き
わ
ま
る
を
、
海
に
た
と
え
た
ま
う
。

こ
の
功 

徳
を
よ
く
信
ず
る
ひ
と
の
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
、
す
み
や
か
に
、
と
く
み
ち
た
り
ぬ
と
し
ら
し
め
ん
と
な
り
。
し
か
れ
ば
、
金
剛
心
の 

ひ
と
は
、
し
ら
ず
、
も
と
め
ざ
る
に
、
功
徳
の
大
宝
、
そ
の
み
に
み
ち
み
つ
が
ゆ
え
に
、
大
宝
海
と
た
と
え
た
る
な
り
。

(

『
一
念
多
念
文
意
』
聖
典
五
四
四
頁) 

と
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

親

鸞

は

「
証
巻
」

で
端
的
に
五
種
の
功
徳
、
妙

声

功

徳

・
主

功

徳

・
眷

属

功

徳

・
大

義

門

功

徳

・
清
浄
功
徳
を
あ
げ
ま
す
。
も
う
改
め
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て
言
う
こ
と
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
功
徳
を
身
に
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
っ
て
い
る
と
、

こ
、つ
い
う
ふ
う
に
言
っ 

て
い
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
天
親
菩
薩
が
、

二
十
九
種
の
功
徳
が
は
た
ら
く
世
界
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
浄
土
を
、
親
鸞
は
五
種
の
功
徳 

を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

「
証
巻
」

で
端
的
に
五
種
の
功
徳
の
は
た
ら
く
世
界
と
し
て
語
る
、
浄
土
の
功
徳
を
あ
り 

あ
り
と
身
に
体
験
す
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、

こ
の
体
験
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
く
る
人
生
が
、

ひ
と
す
じ
に
、
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足 

し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。 

(

『唯
信
鈔
文
意
』
聖
典
五
五
二
頁) 

と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
力
を
込
め
て
語
る
の
で
す
。
私
は
何
か
親
鸞
と
い
う
人
が
こ
う
い
う
言
葉
で
我
々
の
と 

こ
ろ
に
開
か
れ
て
く
る
仏
道
と
い
う
も
の
を
教
え
て
下
さ
っ
て
い
る
と
、

こ
ん
な
ふ
う
に
言
え
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ 

し
て
こ
こ
で
、

「煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
」
と
、

こ
う
一
言
わ
れ
て
い
ま
す
こ
と
が
、
例

え

ば

「
証
巻
」

に 

は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る
な
り
。
正 

定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
必
ず
滅
度
に
至
る
。
必
ず
滅
度
に
至
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
常
楽
な
り
。
常
楽
は
す
な
わ
ち
こ
れ
畢
竟 

寂
滅
な
り
。
寂
滅
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
上
涅
槃
な
り
。
無
上
涅
槃
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
為
法
身
な
り
。
無
為
法
身
は
す
な
わ
ち
こ
れ 

実
相
な
り
。
実
相
は
す
な
わ
ち
こ
れ
法
性
な
り
。
法
性
は
す
な
わ
ち
こ
れ
真
如
な
り
。
真
如
は
す
な
わ
ち
こ
れ
一
如
な
り
。

(

『教
行
信
証
』
「証
巻
」
聖
典
二
ハ
〇
頁) 

「
真
実
の
証
」
と
い
う
こ
と
で
、
本
願
を
信
じ
、
念
仏
も
う
し
て
生
き
る
者
の
と
こ
ろ
に
、
明
ら
か
に
な
る
仏
道
を
こ
う
い
う
言
葉
で 

教
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
も
、
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「
昇
道
無
窮
極
」
と
い
う
は
、
昇
は
の
ぼ
る
と
い
う
。

の
ぼ
る
と
い
う
は
、
無
上
涅
槃
に
い
た
る
。

こ
れ
を
昇
と
い
う
な
り
。
道
は 

大
涅
槃
道
な
り
。(

中
略)

真
実
信
を
え
た
る
人
は
、
大
願
業
力
の
ゆ
え
に
、
自
然
に
浄
土
の
業
因
た
が
わ
ず
し
て
、
か
の
業
力
に 

ひ
か
る
る
ゆ
え
に
ゆ
き
や
す
く
、
無
上
大
涅
槃
に
の
ぼ
る
に
き
わ
ま
り
な
し
ヽ
と
の
た
ま
え
る
な
り
。

(

『尊
号
真
像
銘
文
』
聖
典
五
一
四
—
五
頁) 

と
か
、

「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
う
は
、
不
断
煩
悩
は
、
煩
悩
を
た
ち
す
て
ず
し
て
と
い
う
。
得
涅
槃
と
も
う
す
は
、
無
上
大
涅
槃
を
さ 

と
る
を
う
る
と
し
る
べ
し
。 

(

『同
前
』
聖
典
五
三
一
——
二
頁) 

と
か
、信

を
う
る
人
は
、
と
き
を
へ
ず
、

日
を
へ
だ
て
ず
し
て
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
を
即
と
い
う
な
り
。
横
は
よ
こ
さ
ま
と
い
う
、
 

如
来
の
願
力
な
り
。
他
力
を
も
う
す
な
り
。
超
は
こ
え
て
と
い
う
。
生
死
の
大
海
を
や
す
く
よ
こ
さ
ま
に
こ
え
て
、
無
上
大
涅
槃
の 

さ
と
り
を
ひ
ら
く
な
り
。 

(

『同
前
』
聖
典
五
三
ニ
頁) 

と
か
、往

生
す
と
の
た
ま
え
る
は
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
を
、
不
退
転
に
住
す
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。

こ
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま 

り
ぬ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
等
正
覚
を
な
る
と
も
と
き
、
阿
毘
抜
致
に
い
た
る
と
も
、
 

阿
惟
越
致
に
い
た
る
と
も
、
と
き
た
ま
う
。
即
時
入
必
定
と
も
も
う
す
な
り
。 

(

『
一
念
多
念
文
意
』
聖
典
五
三
六
頁) 

と
か
、

こ
の
よ
う
な
言
葉
で
、
先
ほ
ど
見
ま
し
た
よ
う
に
、
煩
悩
具
足
の
、
そ
れ
こ
そ
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
問
題
を 

持
っ
た
者
の
と
こ
ろ
に
で
す
ね
、

こ
う
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
道
が
開
か
れ
る
ん
だ
と
、
教
え
て
下
さ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
は 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
念
仏
の
人
に
開
か
れ
る
人
生
を
、

「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
」
と
語
り
、

「
正
定
聚
に
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住
す
る
が
ゆ
え
に
、
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
る
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
寺
川
俊
昭
先
生
の
言
葉
を
お
借
り
し
て 

言
え
ば
、

こ
の
真
実
功
徳
の
回
施
が
、
我

執

に

依

止

す

る

衆

生

の

「虚
妄
の
生
」
を
破
り
摧
き
転
換
し
て
、

こ
の
真
実
功
徳
に
立
脚
す
る
新
し 

い
生
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ

が

「
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
」
生
に
ほ
か
な
ら
ず
、
当
然
そ
の
正
定
聚
に
住
す
る
生
は
真 

如
一
実
す
な
わ
ち
無
上
涅
槃
の
功
徳
に
触
れ
た
生
で
あ
り
、
無
上
涅
槃
に
向
け
て
開
か
れ
た
生
で
あ
り
、

そ
し
て
無
上
涅
槃
の
証
得 

に
向
か
っ
て
歩
ま
れ
る
生
で
あ
る
。
取
り
も
直
さ
ず
涅
槃
無
上
道
の
現
前
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
浄
土
真
宗
と
親
鸞
が
呼 

ぶ
自
覚
道
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
如
来
の
往
相
回
向
が
実
現
す
る
自
覚
道
の
具
体
相
な
の
で
あ
る
。

(

寺
川
俊
昭
『親
鸞
と
読
む
大
無
量
寿
経
』
下

・
一
三
二
頁) 

と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
人
生
で
あ
り
ま
す
。

こ

の

よ

う

に

「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
」
と
語
ら 

れ
、

「
正
定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
る
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
人
生
が
、
凡
夫
に
開
か
れ
る
仏
道
と
い
う 

こ
と
で
す
。
伝
統
的
に
往
生
浄
土
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

だ
か
ら
ま
た
、

こ
の
凡
夫
に
開
か
れ
る
仏
道
は
、
先
ほ
ど
も
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
、

こ
れ
は
眷
属
功
徳
を
語
る 

言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、

か
の
安
楽
国
土
は
、

こ
れ
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が 

ゆ
え
に
。
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷
属
無
量
な
り
。 

(

『教
行
信
証
』
「証
巻
」
聖
典
二
ハ
二
頁) 

と
語
ら
れ
る
功
徳
の
は
た
ら
く
世
界
と
し
て
体
験
さ
れ
、
ま
た
、

そ
の
こ
と
を
清
沢
満
之
先
生
は
、
 

無
限
大
悲
の
如
来
に
信
憑
す
る
も
の
は
、
皆
共
に
如
来
の
寵
児
に
し
て
、
互
に
兄
弟
姉
妹
な
り
、
故
に
其
関
係
は
、
相
愛
相
扶
の
親 

情
(

如
来
回
向
の
仏
心
即
ち
大
慈
悲
心
を
根
本
源
泉
と
す)

に
出
づ
べ
き
也
。 

(

『清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
・
四
五
五
頁) 

と
語
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

「
た
だ
念
仏
し
て
、
阿
弥
陀
仏
に
た
す
け
ら
れ
な
さ
い
」
と
、
念
仏
の
人
に
教
え
ら
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
大

63



悲
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
を
兄
弟
姉
妹
と
す
る
、
親
し
い
交
わ
り
を
生
き
る
者
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う 

内
容
を
持
つ
歩
み
が
、
さ
っ
き
か
ら
申
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
凡
夫
に
開
か
れ
る
仏
道
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
言
え
る
人
生
な
の
で
あ 

り
ま
す
。
だ
か
ら
、
親
鸞
は
、
関
東
の
同
行
に
、

と
し
ご
ろ
念
仏
し
て
往
生
を
ね
が
う
し
る
し
に
は
、
も
と
あ
し
か
り
し
わ
が
こ
こ
ろ
を
も
お
も
い
か
え
し
て
、
と
も
の
同
朋
に
も
ね 

ん
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
の
お
わ
し
ま
し
あ
わ
ば
こ
そ
、
世
を
い
と
う
し
る
し
に
て
も
そ
う
ら
わ
め
と
こ
そ
、
お
ぼ
え
そ
う
ら
え
。

(

『御
消
息
集
』
聖
典
五
六
三
頁) 

と
書
き
送
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
に
で
す
ね
、

「
と
も
の
同
朋
に
も
ね
ん
ご
ろ
の
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

こ

の

「
ね
ん
ご
ろ
」
と
い 

う
言
葉
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
読
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
あ
る
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、

「根
も
か
ら 

む
」
と
い
う
こ
と
で
、
本
当
に
深
い
交
わ
り
を
生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
身
近
な
者
と
本
当
に
深
く
深
く
交
わ
っ
て
い
く
歩
み
が
、

「
と 

も
の
同
朋
に
も
ね
ん
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
の
お
わ
し
ま
し
あ
わ
ば
こ
そ
」

で
あ
る
と
。
そ

れ

が

「
世
を
い
と
う
し
る
し
」
と
、

つ
ま
り
、

「往 

生
を
願
う
し
る
し
」
と
言
っ
て
い
る
内
容
な
の
で
す
。

ま
と
ま
り
の
な
い
発
表
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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