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さ
て
、
今
日
か
ら
本
論
に
入
る
わ
け
で
す
。
本
論
の
題
目
は
こ
れ
も
大
体
三
つ
に
分
け
ま
し
て
、
ま
ず
第
一
に
「
浄
土
真
宗
」。
浄
土

真
宗
と
い
う
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
ぱ
ら
「
教
巻
」
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま

す
。
第
二
は
「
行
信
論
」
で
念
仏
と
信
心
。
真
宗
と
し
て
は
非
常
に
重
要
な
問
題
。
大
部
分
を
そ
れ
に
費
や
そ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

第
三
は
あ
わ
や
そ
の
時
に
な
っ
て
題
を
改
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
「
真
宗
か
ら
見
た
仏
教
史
観
」
と
い
う
こ
と
で
、
摂
化
編
と
申
し
ま

し
た
「
真
仏
土
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
の
意
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
こ
う
い
う
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
前
も
っ
て
話
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
昨
日
、
日
蓮
上
人
と
法
然
上
人

の
話
を
い
た
し
ま
し
て
、
ど
こ
か
似
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
何
か
、
い
さ
さ
か
脱
線
し
た
よ
う
な
感
じ
も
し
て
、

今
日
は
そ
こ
を
少
し
修
正
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
浄
土
真
宗
と
い
う
題
を
出
し
ま
す
と
、
宗
祖
親
鸞
に
は
宗
旨
を
開
く
と

い
う
心
構
え
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
意
志
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
素
直
に
『
教
行
信
証
』
等
を
見
て
い
こ
う
と
い
う
人
は
、
他
の
宗
旨
の
祖
師
方
の
様

な
立
教
開
宗
、
こ
こ
で
自
分
が
一
つ
仏
教
の
精
神
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た

如
来
二
種
の
回
向

│
│
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の
で
あ
る
と
言
お
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
考
え
方
に
は
非
常
に
謙
遜
な
素
直
な
感
じ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
同
時
に
野
心

的
な
も
の
が
な
い
の
で
は
と
、
こ
う
言
お
う
と
す
る
。
従
っ
て
多
く
の
宗
旨
の
祖
師
方
に
は
、
自
分
が
立
教
開
宗
で
仏
教
の
中
心
と
い
う

も
の
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
野
心
と
い
う
言
葉
は
少
し
強
す
ぎ
ま
す
が
、
何
か
そ
う
い
う
野
心
的
な
も
の
を
あ
っ
た

よ
う
に
思
う
と
こ
ろ
か
ら
、
宗
祖
に
は
そ
う
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
は
と
言
お
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
親
鸞
も
真
宗
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
宗

旨
を
開
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
に
し
ま
し
て
も
、
親
鸞
に
よ
っ
て
宗
旨
を
開
け
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
開
け
た
以
上

は
、
ま
た
、
こ
う
し
て
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
宗
旨
を
開
く
、
宗
を
開
く
と
い
う
言
葉
の
感

じ
如
何
に
よ
っ
て
は
、
当
然
親
鸞
に
も
そ
う
い
う
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
先
輩
が
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
着
眼

し
ま
し
た
の
は
、
何
か
弘
法
大
師
が
顕
密
二
教
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
気
持
ち
、
あ
る
い
は
禅
に
お
い
て
教
外
別
伝
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
あ
ら
わ
そ
う
と
し
ま
し
た
他
の
各
宗
の
祖
師
方
の
態
度
と
、
そ
れ
か
ら
親
鸞
の
態
度
の
上
に
何
か
違
い
が
あ
る
。
そ
の
違
い
を
ど
う

い
う
ふ
う
に
言
い
表
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
宗
旨
を
開
く
と
い
う
言
葉
が
親
鸞
の
場
合
に
適
す
る
か
適
し
な
い
か
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
わ
し
が
宗
旨
を
開
く
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い
う
野
心
的
な
も
の

と
考
え
れ
ば
、
ど
の
宗
旨
の
祖
師
と
い
え
ど
も
な
い
に
決
ま
っ
て
お
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
日
蓮
上
人
だ
け
は
、
わ
し
だ

け
が
本
当
に
釈
迦
の
精
神
を
得
て
お
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
お
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
か
日
蓮
に
は
一
つ
の
野
心
的

な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
日
蓮
上
人
自
身
に
聞
い
て
み
な
い
と
も
う
一
つ
は
っ
き
り
せ
ん
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　
曽
我
先
生
の
「
日
蓮
論
」
を
読
ん
だ
時
に
感
じ
た
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
日
蓮
も
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
と
。「
身
を
挙
ぐ
れ

ば
慢
と
思
は
れ
、
身
を
下
せ
ば
経
を
蔑
に
す
、
松
高
く
し
て
藤
長
く
、
源
深
く
し
て
流
遠
し
、
是
れ
偏
に
日
蓮
の
尊
貴
な
る
に
非
ず
、

『
法
華
経
』
の
御
力
の
殊
勝
な
る
に
依
る
也
」
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
。
何
か
非
常
に
い
い
言
葉
で
す
ね
。「
身
を
挙
ぐ
れ
ば
慢
と
思
は
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れ
」
る
。
わ
し
は
偉
い
ん
だ
と
言
う
と
、
あ
い
つ
憍
慢
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
ば
と
言
っ
て
日
蓮
は
卑
し

い
も
の
で
あ
る
と
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
て
し
ま
う
と
い
う
と
経
を
蔑
ろ
に
す
る
。
お
経
を
侮
辱
す
る
こ
と
に
な
る
。「
松

高
く
し
て
藤
長
く
」
で
す
か
ら
、
高
い
松
の
木
に
藤
が
絡
ま
っ
て
お
る
。
長
い
藤
蔓
だ
な
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
藤
蔓
は
長
い
の
で
は

な
い
、
松
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
松
は
『
法
華
経
』
で
あ
っ
て
、
藤
は
そ
れ
に
拠
り
か
か
っ
て
い
る
日
蓮
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
法
華
経
』

が
偉
い
の
だ
か
ら
日
蓮
も
偉
い
ん
だ
と
。「
源
深
く
し
て
流
遠
し
」
と
。
水
源
と
い
う
の
は
深
い
か
ら
し
て
従
っ
て
流
も
遠
く
流
れ
る
の

で
あ
り
ま
し
て
、
流
が
遠
く
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
源
泉
が
深
い
か
ら
に
違
い
な
い
。「
是
れ
偏
に
日
蓮
の
尊
貴
な
る
に
非
ず
」
と
、

わ
し
が
偉
い
の
で
は
な
く
て
『
法
華
経
』
の
御
力
が
す
ぐ
れ
て
お
る
か
ら
で
あ
る
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
や
や
二
種
深
信
に
近
い
よ

う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
よ
く
読
ん
で
み
る
と
感
じ
は
違
い
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
、
と
に
か
く
日
蓮
は
、
わ
し
は
偉
い
ん
だ

と
言
う
て
お
る
け
れ
ど
も
、
わ
し
は
偉
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
『
法
華
経
』
が
偉
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
蓮
も
そ
う
い
う
こ

と
を
解
釈
し
ま
す
れ
ば
日
蓮
に
は
開
宗
の
意
志
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
は
偉
い
の

で
は
な
い
ん
だ
と
言
っ
て
ま
す
か
ら
、
日
蓮
上
人
と
い
え
ど
も
い
わ
ゆ
る
後
の
人
が
考
え
る
よ
う
に
、
わ
し
が
宗
旨
を
開
く
ん
だ
と
い
う

よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
ん
だ
と
も
言
え
ま
す
。

　
あ
る
い
は
ま
た
仏
教
を
学
ぶ
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
形
式
を
も
っ
て
何
か
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
誰
だ
っ
て
仏
教
を
学
ぶ
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
何
か
一
つ
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
親
鸞
に
は
立
教
開
宗
と
い
う
気
持
ち
は
な
か
っ
た
ん
だ
と
、
こ
う
言
お
う
と
せ
ら
れ
る
先
輩
の
気
持
ち
と
い
う
も
の

も
私
た
ち
は
十
分
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
親
鸞
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
開
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
親
鸞
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
知
ら
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
う
し
て
開
い
た
と
い
う
こ
と
は

こ
う
し
て
開
か
し
て
頂
い
た
と
い
う
、
こ
の
宗
旨
を
開
く
と
い
う
こ
と
の
上
に
も
一
つ
の
他
力
的
な
感
じ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
言
い
た
い
こ
と
は
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
真
宗
を
開
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
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て
昔
の
人
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
、
宗
祖
の
開
宗
と
い
う
も
の
と
、
多
く
の
宗
旨
の
祖
師
方
の
開
宗
と
い
う
も
の
と
感
覚
の
違
い
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
忘
れ
て
は
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
て
浄
土
真
宗
と
い
う
題
目
で
言
う
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
「
教
巻
」
に
よ
っ
て
と
申
し
ま
し
た
の
で
す
が
、
し

か
し
「
教
巻
」
と
い
う
の
は
全
体
を
貫
く
も
の
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
し
て
、「
教
巻
」
を
中
心
と
し
て
『
教
行
信
証
』
を
見

る
と
き
に
、
そ
こ
に
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
を
顕
そ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
謹
ん
で

浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
れ
ば
二
種
の
回
向
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に

真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
」
と
言
う
て

あ
り
ま
す
か
ら
、
つ
ま
り
往
相
回
向
と
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
を
説
く
こ
と
に
お
い
て
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か

ら
ば
、
そ
の
往
相
・
還
相
と
い
う
思
想
が
ど
う
し
て
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
曇
鸞
大
師
の

『
論
註
』
か
ら
出
て
き
て
お
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
そ
こ
に
一
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
私
思
い
ま
す
の
に
、
大
乗
仏
教
の
問
題
は
自
利
利
他
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
や
大
乗
仏
教
と
限
ら
ん
で
も
、
仏
教
全
体
の
問
題
は
自
利
か
利
他
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は

宗
教
と
い
う
問
題
を
考
え
ま
し
て
も
、
自
利
か
利
他
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
救
わ
れ
る
道
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の

救
わ
れ
る
道
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
自
利
と
い
う
こ
と
、
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
殊
に
大
事
に

考
え
た
も
の
が
い
わ
ゆ
る
原
始
仏
教
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
釈
尊
の
教
え
の
私
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
も
の
は
法
帰
依
・
自
帰
依
で
あ
っ
て
、
自
分
に
帰
依
せ
よ
と
、
自
分
の
道
を
見
出
す
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
気
持
ち
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
離
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
従
っ
て
今
日
我
々
は
宗
教
を
問
題
と
す
る
時
に
は

要
す
る
に
自
分
の
問
題
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
言
い
切
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
自
分
と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
そ

う
い
う
よ
う
な
も
の
に
お
い
て
自
己
を
問
題
と
せ
し
め
た
も
の
は
生
死
問
題
で
し
ょ
う
ね
。
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
る
。
我
々
は
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れ
」
る
。
わ
し
は
偉
い
ん
だ
と
言
う
と
、
あ
い
つ
憍
慢
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
ば
と
言
っ
て
日
蓮
は
卑
し

い
も
の
で
あ
る
と
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
て
し
ま
う
と
い
う
と
経
を
蔑
ろ
に
す
る
。
お
経
を
侮
辱
す
る
こ
と
に
な
る
。「
松

高
く
し
て
藤
長
く
」
で
す
か
ら
、
高
い
松
の
木
に
藤
が
絡
ま
っ
て
お
る
。
長
い
藤
蔓
だ
な
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
藤
蔓
は
長
い
の
で
は

な
い
、
松
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
松
は
『
法
華
経
』
で
あ
っ
て
、
藤
は
そ
れ
に
拠
り
か
か
っ
て
い
る
日
蓮
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
法
華
経
』

が
偉
い
の
だ
か
ら
日
蓮
も
偉
い
ん
だ
と
。「
源
深
く
し
て
流
遠
し
」
と
。
水
源
と
い
う
の
は
深
い
か
ら
し
て
従
っ
て
流
も
遠
く
流
れ
る
の

で
あ
り
ま
し
て
、
流
が
遠
く
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
源
泉
が
深
い
か
ら
に
違
い
な
い
。「
是
れ
偏
に
日
蓮
の
尊
貴
な
る
に
非
ず
」
と
、

わ
し
が
偉
い
の
で
は
な
く
て
『
法
華
経
』
の
御
力
が
す
ぐ
れ
て
お
る
か
ら
で
あ
る
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
や
や
二
種
深
信
に
近
い
よ

う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
よ
く
読
ん
で
み
る
と
感
じ
は
違
い
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
、
と
に
か
く
日
蓮
は
、
わ
し
は
偉
い
ん
だ

と
言
う
て
お
る
け
れ
ど
も
、
わ
し
は
偉
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
『
法
華
経
』
が
偉
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
蓮
も
そ
う
い
う
こ

と
を
解
釈
し
ま
す
れ
ば
日
蓮
に
は
開
宗
の
意
志
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
は
偉
い
の

で
は
な
い
ん
だ
と
言
っ
て
ま
す
か
ら
、
日
蓮
上
人
と
い
え
ど
も
い
わ
ゆ
る
後
の
人
が
考
え
る
よ
う
に
、
わ
し
が
宗
旨
を
開
く
ん
だ
と
い
う

よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
ん
だ
と
も
言
え
ま
す
。

　
あ
る
い
は
ま
た
仏
教
を
学
ぶ
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
形
式
を
も
っ
て
何
か
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
誰
だ
っ
て
仏
教
を
学
ぶ
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
何
か
一
つ
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
親
鸞
に
は
立
教
開
宗
と
い
う
気
持
ち
は
な
か
っ
た
ん
だ
と
、
こ
う
言
お
う
と
せ
ら
れ
る
先
輩
の
気
持
ち
と
い
う
も
の

も
私
た
ち
は
十
分
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
親
鸞
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
開
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
親
鸞
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
知
ら
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
う
し
て
開
い
た
と
い
う
こ
と
は

こ
う
し
て
開
か
し
て
頂
い
た
と
い
う
、
こ
の
宗
旨
を
開
く
と
い
う
こ
と
の
上
に
も
一
つ
の
他
力
的
な
感
じ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
言
い
た
い
こ
と
は
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
真
宗
を
開
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
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て
昔
の
人
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
、
宗
祖
の
開
宗
と
い
う
も
の
と
、
多
く
の
宗
旨
の
祖
師
方
の
開
宗
と
い
う
も
の
と
感
覚
の
違
い
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
忘
れ
て
は
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
て
浄
土
真
宗
と
い
う
題
目
で
言
う
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
「
教
巻
」
に
よ
っ
て
と
申
し
ま
し
た
の
で
す
が
、
し

か
し
「
教
巻
」
と
い
う
の
は
全
体
を
貫
く
も
の
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
し
て
、「
教
巻
」
を
中
心
と
し
て
『
教
行
信
証
』
を
見

る
と
き
に
、
そ
こ
に
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
を
顕
そ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
謹
ん
で

浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
れ
ば
二
種
の
回
向
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に

真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
」
と
言
う
て

あ
り
ま
す
か
ら
、
つ
ま
り
往
相
回
向
と
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
を
説
く
こ
と
に
お
い
て
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か

ら
ば
、
そ
の
往
相
・
還
相
と
い
う
思
想
が
ど
う
し
て
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
曇
鸞
大
師
の

『
論
註
』
か
ら
出
て
き
て
お
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
そ
こ
に
一
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
私
思
い
ま
す
の
に
、
大
乗
仏
教
の
問
題
は
自
利
利
他
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
や
大
乗
仏
教
と
限
ら
ん
で
も
、
仏
教
全
体
の
問
題
は
自
利
か
利
他
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は

宗
教
と
い
う
問
題
を
考
え
ま
し
て
も
、
自
利
か
利
他
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
救
わ
れ
る
道
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の

救
わ
れ
る
道
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
自
利
と
い
う
こ
と
、
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
殊
に
大
事
に

考
え
た
も
の
が
い
わ
ゆ
る
原
始
仏
教
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
釈
尊
の
教
え
の
私
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
も
の
は
法
帰
依
・
自
帰
依
で
あ
っ
て
、
自
分
に
帰
依
せ
よ
と
、
自
分
の
道
を
見
出
す
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
気
持
ち
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
離
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
従
っ
て
今
日
我
々
は
宗
教
を
問
題
と
す
る
時
に
は

要
す
る
に
自
分
の
問
題
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
言
い
切
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
自
分
と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
そ

う
い
う
よ
う
な
も
の
に
お
い
て
自
己
を
問
題
と
せ
し
め
た
も
の
は
生
死
問
題
で
し
ょ
う
ね
。
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
る
。
我
々
は
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こ
の
生
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
る
。
そ
の
死
を
控
え
て
い
る
と
こ
ろ
生
の
意
味
を
発
見
す
る
と

い
う
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
独
生
独
死
独
去
独
来
で
あ
っ
て
、
死
と
い

う
こ
と
を
考
え
れ
ば
独
り
で
来
て
独
り
去
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
こ
う
言
お
う
と

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
要
す
る
に
社
会
人
類
の
為
で
な
い
か
。

あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
あ
た
り
は
そ
の
方
を
中
心
に
し
と
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
か
ら
社
会
主
義
と
い
う
も
の
も
生
ま
れ
て
く

る
。
要
す
る
に
仏
教
は
個
人
主
義
で
あ
る
。
個
人
主
義
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
利
己
主
義
。
個
人
主
義
は
や
が
て
利
己
主
義

に
も
通
ず
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
。
そ
れ
は
本
当
の
道
で
は
な
い
。
道
は
人
び
と
の
為
に
、
世
の
為
、
人
の
為
に
な
る
と
い
う
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
乗
精
神
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
大
乗
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
、
そ
こ
に
自
利
か
利
他
か

と
い
う
問
題
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
問
題
の
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、

し
か
し
そ
れ
な
ら
仏
教
徒
の
つ
と
め
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
利
他
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
道
元
禅
師
の
も
の
な
ど
読

ん
で
も
そ
う
な
っ
て
ま
す
ね
。「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
な
ら
う
な
り
。
自
己
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
忘
る
る
な

り
」
と
。
こ
う
自
己
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
仏
教
者
の
つ
と
め
は
ま
ず
利
他
を
要
と
す
と
。
本
当
に

自
分
と
い
う
も
の
を
後
に
し
て
、
そ
し
て
利
他
を
考
え
る
の
が
仏
教
徒
の
つ
と
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、

そ
こ
に
自
利
か
利
他
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
自
利
に
偏
し
て
自
己
の
問
題
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
主

義
。
善
い
と
こ
ろ
で
個
人
主
義
、
悪
く
考
え
れ
ば
利
己
主
義
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
も
ん
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
の
自
己
の
問
題

と
い
う
の
が
全
人
類
の
人
間
の
問
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
利
他
と
い
う
こ
と
に
心
を
く
ば
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
自
利
と
利
他
と
が
一
つ
な
る
道
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
利
と
利
他
と
を
対
立
せ
し
め
な
い
で
、
た
だ
自
利
利
他
と
い
う
よ

う
な
道
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
決
と
し
て
出
て
き
た
も
の
が
往
相
・
還
相
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら

浄
土
教
と
い
う
も
の
は
仏
教
の
全
体
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
自
利
と
利
他
と
の
矛
盾
を
矛
盾
で
な
か
ら
し
む
る
何
も
の
か
が
な
け
れ
ば
な
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ら
ん
は
ず
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
こ
で
真
宗
の
人
間
観
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
こ
に
一
つ
の
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。『
正
像
末
和
讃
』
を
読

ん
で
み
ま
す
と
こ
う
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。

無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て

　
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と

　
如
来
二
種
の
回
向
の

　
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し

と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
如
来
二
種
の
回
向
と
い
う
も
の
、
往
相
・
還
相
の
回
向
と
い
う
も
の
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
我
々
は
無
上
涅

槃
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仏
教
は
涅
槃
、
涅
槃
と
言
う
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
涅
槃
は
小
涅
槃
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
お
釈

迦
様
は
そ
う
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
弟
子
た
ち
の
求
め
ら
れ
た
個
人
的
な
、
自
分
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
生

死
問
題
の
解
決
の
仕
方
は
、
結
局
小
涅
槃
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
小
乗
、
声
聞
根
性
の
涅
槃
は
小
涅
槃
で
あ
る
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
ち
ょ
っ
と
横
に
逸
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
昨
日
申
し
ま
し
た
一
遍
上
人
の
よ
う
な
気
持
ち
、
あ
る
い
は
平
安
末
期
に
た
く

さ
ん
出
ま
し
た
世
捨
人
の
気
持
ち
は
、
あ
る
い
は
小
涅
槃
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
世
界
を
厭
う
て
、
そ
し
て
山
に
入
っ
て
修
行
す

る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
小
涅
槃
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
無
上
涅
槃
、
即
ち
大
涅
槃
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
大
涅
槃
と
い
う
も

の
は
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
自
利
に
偏
す
れ
ば
利
他
を
有
し
な
い
。
利

他
を
し
よ
う
と
思
え
ば
自
利
を
忘
れ
る
と
い
う
、
そ
の
自
利
・
利
他
と
い
う
も
の
の
矛
盾
が
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
限
り
は
無
上
涅
槃
を

期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
如
来
二
種
の
回
向
で

あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
回
向
と
い
う
の
が
自
利
・
利
他
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、
解
決
す
る
も
の
は
往
生
浄



106

こ
の
生
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
る
。
そ
の
死
を
控
え
て
い
る
と
こ
ろ
生
の
意
味
を
発
見
す
る
と

い
う
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
独
生
独
死
独
去
独
来
で
あ
っ
て
、
死
と
い

う
こ
と
を
考
え
れ
ば
独
り
で
来
て
独
り
去
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
こ
う
言
お
う
と

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
要
す
る
に
社
会
人
類
の
為
で
な
い
か
。

あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
あ
た
り
は
そ
の
方
を
中
心
に
し
と
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
か
ら
社
会
主
義
と
い
う
も
の
も
生
ま
れ
て
く

る
。
要
す
る
に
仏
教
は
個
人
主
義
で
あ
る
。
個
人
主
義
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
利
己
主
義
。
個
人
主
義
は
や
が
て
利
己
主
義

に
も
通
ず
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
。
そ
れ
は
本
当
の
道
で
は
な
い
。
道
は
人
び
と
の
為
に
、
世
の
為
、
人
の
為
に
な
る
と
い
う
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
乗
精
神
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
大
乗
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
、
そ
こ
に
自
利
か
利
他
か

と
い
う
問
題
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
問
題
の
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、

し
か
し
そ
れ
な
ら
仏
教
徒
の
つ
と
め
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
利
他
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
道
元
禅
師
の
も
の
な
ど
読

ん
で
も
そ
う
な
っ
て
ま
す
ね
。「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
な
ら
う
な
り
。
自
己
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自
己
を
忘
る
る
な

り
」
と
。
こ
う
自
己
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
仏
教
者
の
つ
と
め
は
ま
ず
利
他
を
要
と
す
と
。
本
当
に

自
分
と
い
う
も
の
を
後
に
し
て
、
そ
し
て
利
他
を
考
え
る
の
が
仏
教
徒
の
つ
と
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、

そ
こ
に
自
利
か
利
他
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
自
利
に
偏
し
て
自
己
の
問
題
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
主

義
。
善
い
と
こ
ろ
で
個
人
主
義
、
悪
く
考
え
れ
ば
利
己
主
義
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
も
ん
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
の
自
己
の
問
題

と
い
う
の
が
全
人
類
の
人
間
の
問
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
利
他
と
い
う
こ
と
に
心
を
く
ば
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
自
利
と
利
他
と
が
一
つ
な
る
道
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
利
と
利
他
と
を
対
立
せ
し
め
な
い
で
、
た
だ
自
利
利
他
と
い
う
よ

う
な
道
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
決
と
し
て
出
て
き
た
も
の
が
往
相
・
還
相
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら

浄
土
教
と
い
う
も
の
は
仏
教
の
全
体
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
自
利
と
利
他
と
の
矛
盾
を
矛
盾
で
な
か
ら
し
む
る
何
も
の
か
が
な
け
れ
ば
な
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ら
ん
は
ず
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
こ
で
真
宗
の
人
間
観
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
こ
に
一
つ
の
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。『
正
像
末
和
讃
』
を
読

ん
で
み
ま
す
と
こ
う
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。

無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て

　
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と

　
如
来
二
種
の
回
向
の

　
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し

と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
如
来
二
種
の
回
向
と
い
う
も
の
、
往
相
・
還
相
の
回
向
と
い
う
も
の
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
我
々
は
無
上
涅

槃
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仏
教
は
涅
槃
、
涅
槃
と
言
う
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
涅
槃
は
小
涅
槃
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
お
釈

迦
様
は
そ
う
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
弟
子
た
ち
の
求
め
ら
れ
た
個
人
的
な
、
自
分
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
生

死
問
題
の
解
決
の
仕
方
は
、
結
局
小
涅
槃
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
小
乗
、
声
聞
根
性
の
涅
槃
は
小
涅
槃
で
あ
る
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
ち
ょ
っ
と
横
に
逸
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
昨
日
申
し
ま
し
た
一
遍
上
人
の
よ
う
な
気
持
ち
、
あ
る
い
は
平
安
末
期
に
た
く

さ
ん
出
ま
し
た
世
捨
人
の
気
持
ち
は
、
あ
る
い
は
小
涅
槃
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
世
界
を
厭
う
て
、
そ
し
て
山
に
入
っ
て
修
行
す

る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
小
涅
槃
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
無
上
涅
槃
、
即
ち
大
涅
槃
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
大
涅
槃
と
い
う
も

の
は
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
自
利
に
偏
す
れ
ば
利
他
を
有
し
な
い
。
利

他
を
し
よ
う
と
思
え
ば
自
利
を
忘
れ
る
と
い
う
、
そ
の
自
利
・
利
他
と
い
う
も
の
の
矛
盾
が
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
限
り
は
無
上
涅
槃
を

期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
如
来
二
種
の
回
向
で

あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
回
向
と
い
う
の
が
自
利
・
利
他
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、
解
決
す
る
も
の
は
往
生
浄
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土
の
教
え
の
他
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
、
そ
こ
に
人
生
観
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
あ
る

い
は
人
間
観
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
一
つ
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
あ
ら
わ
す
も
の
で
す
ね
。

少
な
く
と
も
我
々
は
そ
う
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
お
ら
な
い
。
私
た
ち
の
人
生
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
難
儀
な

こ
と
も
あ
っ
た
、
苦
労
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
一
生
の
思
い
出
を
語
れ
と
言
わ
れ
ま
す
れ
ば
、
そ
う
す

れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
難
儀
し
た
こ
と
が
あ
る
、
こ
う
い
う
こ
と
で
苦
労
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
あ
告
白
し
ろ
と
言
わ
れ

れ
ば
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
、
難
儀
し
た
と
言
っ
て
も
、
そ
う
難
儀
ば
か
り
し

て
お
っ
た
わ
け
で
な
く
、
安
楽
な
歳
月
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
苦
労
し
た
と
言
い
ま
し
て
も
、
の
び
の
び
と
し
た
平
安

な
年
も
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
そ
の
難
儀
、
苦
労
し
た
こ
と
を
「
無
始
流
転
の
苦
」
と
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

し
て
難
儀
や
苦
労
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
聞
く
人
に
よ
り
ま
し
て
は
ま
た
自
慢
が
始
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
も
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

あ
る
い
は
、
ま
た
愚
痴
が
始
ま
っ
た
と
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
ね
。
自
分
の
生
涯
の
経
験
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
の
意
味
に
お
い
て

自
慢
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
愚
痴
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
言
葉
は
そ
う
い
う
も
の

を
感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
。「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
こ
と
が
、
自
慢
で
も
な
け
れ
ば
愚
痴
で
も
な
い
何
か
を
見
て
お
る
。
恐
ら
く
こ
う
い

う
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
我
々
は
生
ま
れ
変
わ
っ
て
死
に
変
わ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
輪
廻
と
い
う
言
葉
も
あ
る
か
ら
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
と
六
道
の
間
、
長
き
を
か
け
て
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
う
い
う
思
想
で
あ
っ
て
、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
神
話
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
が
親
鸞
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
の
言
葉
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
そ
う
で
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
も
し
そ
う
い
う
な
ら
ば
六
道
輪
廻
と
い
う
思
想
が
ど
う
し
て
人
間
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
道
輪
廻
の
思
想
で
あ
る
と

片
付
け
る
前
に
、
人
間
は
ど
う
し
て
六
道
輪
廻
と
い
う
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
わ
な
い
で
お
れ
な
か
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
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と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
そ
こ
に
衆
生
海
を
見
つ
め
る
心
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
な
た
た
ち

あ
ま
り
実
感
し
た
こ
と
あ
る
か
な
い
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
動
物
を
見
る
と
ね
、
何
か
こ
う
、
本
当
の
他
者
、
自
分
で
な
い
も
の
、
と
い

う
感
じ
よ
り
は
そ
こ
に
一
つ
の
自
分
が
あ
る
と
い
う
感
じ
の
方
が
ど
こ
か
に
す
る
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
も
う
老
人
な
の
で

動
物
園
に
は
行
き
ま
せ
ん
が
、
若
い
時
分
に
動
物
園
に
行
っ
て
、
そ
う
し
て
獅
子
だ
の
虎
だ
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
お
る
。
猛
獣
で
あ
る

か
ら
怖
い
。
怖
い
は
ず
で
あ
る
の
に
じ
っ
と
見
つ
め
て
お
る
と
い
う
と
、
あ
あ
お
前
は
そ
こ
に
お
っ
た
か
と
、
言
い
た
い
よ
う
な
何
か
を

感
じ
る
。
同
じ
生
物
と
し
て
の
命
の
限
り
と
い
う
も
の
が
阿
頼
耶
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
そ
の
生
を
同
じ
く
し
て
お
る
。
ど
こ

か
生
命
の
根
源
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
重
な
っ
て
、
な
ぜ
に
同
じ
生
物
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
は
人
間

で
あ
る
と
い
っ
て
威
張
り
、
お
前
た
ち
を
動
物
で
あ
る
と
貶け

な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
か
な
と
い
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
生
け
る
も
の
の

悲
し
み
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
私
に
よ
る
と
植
物
に
も
及
ぶ
。
私
は
か
つ
て
花
の
苗
を
買
う
て
き
て
、
そ
し

て
蜜
柑
箱
の
上
に
蒔
い
て
、
そ
し
て
だ
い
ぶ
伸
び
ま
す
と
い
う
と
、
そ
の
花
を
移
し
植
え
を
す
る
。
そ
の
時
に
し
ば
し
ば
思
う
た
こ
と
が

あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
こ
れ
か
ら
地
上
へ
い
っ
て
伸
び
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ん

の
だ
ろ
う
か
な
と
い
う
こ
と
が
、
植
物
に
も
何
か
運
命
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
専
門
家
に
言
わ
せ
る
と
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な

い
そ
う
だ
ね
。
分
か
る
そ
う
だ
な
。
芽
が
出
て
く
れ
ば
、
こ
れ
は
育
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
育
つ
ん
だ
と
分
か
る
そ
う
で
あ
り
ま

す
。
分
か
っ
て
も
い
い
ん
だ
が
ね
、
私
の
よ
う
に
分
か
ら
ん
人
間
は
な
お
さ
ら
で
す
が
、
ど
う
し
て
人
間
の
気
ま
ぐ
れ
で
捨
て
ら
れ
る
も

の
と
、
そ
れ
か
ら
育
つ
も
の
と
が
あ
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
一
種
の
悲
し
み
を
感
ず
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
が
や
が
て
人
間
の
歴
史
観
。
私
は
歴
史
の
内
観
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
我
々
の
生
命
の
根
源
に
は
親
た
ち
が
お
る
。
お
じ
い
さ

ん
た
ち
が
お
る
。
ず
っ
と
遡
り
ま
す
と
人
間
が
地
上
生
活
を
始
め
た
そ
の
時
か
ら
、
人
間
の
一
生
涯
の
間
に
は
生
物
の
進
化
の
跡
を
、
つ

ま
り
何
千
年
か
何
億
年
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
物
の
歴
史
的
な
跡
を
人
間
が
一
生
の
間
に
繰
り
返
す
そ
う
で
す
。

　
で
す
か
ら
人
間
の
一
生
と
言
う
て
る
も
の
の
内
側
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
い
つ
を
初
め
と
も
知
ら
な
い
無
始
従
り
已
来
是
の
如
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土
の
教
え
の
他
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
、
そ
こ
に
人
生
観
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
、
あ
る

い
は
人
間
観
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
一
つ
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
あ
ら
わ
す
も
の
で
す
ね
。

少
な
く
と
も
我
々
は
そ
う
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
お
ら
な
い
。
私
た
ち
の
人
生
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
難
儀
な

こ
と
も
あ
っ
た
、
苦
労
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
一
生
の
思
い
出
を
語
れ
と
言
わ
れ
ま
す
れ
ば
、
そ
う
す

れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
難
儀
し
た
こ
と
が
あ
る
、
こ
う
い
う
こ
と
で
苦
労
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
あ
告
白
し
ろ
と
言
わ
れ

れ
ば
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
、
難
儀
し
た
と
言
っ
て
も
、
そ
う
難
儀
ば
か
り
し

て
お
っ
た
わ
け
で
な
く
、
安
楽
な
歳
月
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
苦
労
し
た
と
言
い
ま
し
て
も
、
の
び
の
び
と
し
た
平
安

な
年
も
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
そ
の
難
儀
、
苦
労
し
た
こ
と
を
「
無
始
流
転
の
苦
」
と
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

し
て
難
儀
や
苦
労
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
聞
く
人
に
よ
り
ま
し
て
は
ま
た
自
慢
が
始
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
も
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

あ
る
い
は
、
ま
た
愚
痴
が
始
ま
っ
た
と
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
ね
。
自
分
の
生
涯
の
経
験
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
の
意
味
に
お
い
て

自
慢
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
愚
痴
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
言
葉
は
そ
う
い
う
も
の

を
感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
。「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
こ
と
が
、
自
慢
で
も
な
け
れ
ば
愚
痴
で
も
な
い
何
か
を
見
て
お
る
。
恐
ら
く
こ
う
い

う
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
我
々
は
生
ま
れ
変
わ
っ
て
死
に
変
わ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
輪
廻
と
い
う
言
葉
も
あ
る
か
ら
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
と
六
道
の
間
、
長
き
を
か
け
て
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
う
い
う
思
想
で
あ
っ
て
、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
神
話
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
が
親
鸞
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
の
言
葉
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
そ
う
で
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
も
し
そ
う
い
う
な
ら
ば
六
道
輪
廻
と
い
う
思
想
が
ど
う
し
て
人
間
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
道
輪
廻
の
思
想
で
あ
る
と

片
付
け
る
前
に
、
人
間
は
ど
う
し
て
六
道
輪
廻
と
い
う
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
わ
な
い
で
お
れ
な
か
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
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と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
そ
こ
に
衆
生
海
を
見
つ
め
る
心
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
な
た
た
ち

あ
ま
り
実
感
し
た
こ
と
あ
る
か
な
い
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
動
物
を
見
る
と
ね
、
何
か
こ
う
、
本
当
の
他
者
、
自
分
で
な
い
も
の
、
と
い

う
感
じ
よ
り
は
そ
こ
に
一
つ
の
自
分
が
あ
る
と
い
う
感
じ
の
方
が
ど
こ
か
に
す
る
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
も
う
老
人
な
の
で

動
物
園
に
は
行
き
ま
せ
ん
が
、
若
い
時
分
に
動
物
園
に
行
っ
て
、
そ
う
し
て
獅
子
だ
の
虎
だ
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
お
る
。
猛
獣
で
あ
る

か
ら
怖
い
。
怖
い
は
ず
で
あ
る
の
に
じ
っ
と
見
つ
め
て
お
る
と
い
う
と
、
あ
あ
お
前
は
そ
こ
に
お
っ
た
か
と
、
言
い
た
い
よ
う
な
何
か
を

感
じ
る
。
同
じ
生
物
と
し
て
の
命
の
限
り
と
い
う
も
の
が
阿
頼
耶
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
そ
の
生
を
同
じ
く
し
て
お
る
。
ど
こ

か
生
命
の
根
源
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
重
な
っ
て
、
な
ぜ
に
同
じ
生
物
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
は
人
間

で
あ
る
と
い
っ
て
威
張
り
、
お
前
た
ち
を
動
物
で
あ
る
と
貶け

な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
か
な
と
い
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
生
け
る
も
の
の

悲
し
み
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
私
に
よ
る
と
植
物
に
も
及
ぶ
。
私
は
か
つ
て
花
の
苗
を
買
う
て
き
て
、
そ
し

て
蜜
柑
箱
の
上
に
蒔
い
て
、
そ
し
て
だ
い
ぶ
伸
び
ま
す
と
い
う
と
、
そ
の
花
を
移
し
植
え
を
す
る
。
そ
の
時
に
し
ば
し
ば
思
う
た
こ
と
が

あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
こ
れ
か
ら
地
上
へ
い
っ
て
伸
び
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ん

の
だ
ろ
う
か
な
と
い
う
こ
と
が
、
植
物
に
も
何
か
運
命
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
専
門
家
に
言
わ
せ
る
と
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な

い
そ
う
だ
ね
。
分
か
る
そ
う
だ
な
。
芽
が
出
て
く
れ
ば
、
こ
れ
は
育
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
育
つ
ん
だ
と
分
か
る
そ
う
で
あ
り
ま

す
。
分
か
っ
て
も
い
い
ん
だ
が
ね
、
私
の
よ
う
に
分
か
ら
ん
人
間
は
な
お
さ
ら
で
す
が
、
ど
う
し
て
人
間
の
気
ま
ぐ
れ
で
捨
て
ら
れ
る
も

の
と
、
そ
れ
か
ら
育
つ
も
の
と
が
あ
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
一
種
の
悲
し
み
を
感
ず
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
が
や
が
て
人
間
の
歴
史
観
。
私
は
歴
史
の
内
観
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
我
々
の
生
命
の
根
源
に
は
親
た
ち
が
お
る
。
お
じ
い
さ

ん
た
ち
が
お
る
。
ず
っ
と
遡
り
ま
す
と
人
間
が
地
上
生
活
を
始
め
た
そ
の
時
か
ら
、
人
間
の
一
生
涯
の
間
に
は
生
物
の
進
化
の
跡
を
、
つ

ま
り
何
千
年
か
何
億
年
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
物
の
歴
史
的
な
跡
を
人
間
が
一
生
の
間
に
繰
り
返
す
そ
う
で
す
。

　
で
す
か
ら
人
間
の
一
生
と
言
う
て
る
も
の
の
内
側
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
い
つ
を
初
め
と
も
知
ら
な
い
無
始
従
り
已
来
是
の
如
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し
と
い
う
言
葉
。「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
「
無
始
」
と
い
う
言
葉
が
何
か
人
間
の
存
在
の
在
り
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
知
識
が
進
む
に
従
っ
て
進
歩
す
る
ん
だ
と
言
い
な
が
ら
、
便
利
に
な
れ
ば
便
利
に
な
る
だ
け
の

相
当
に
ま
た
害
が
あ
る
。
利
あ
れ
ば
害
あ
り
。
そ
れ
を
得
意
に
な
っ
て
進
化
だ
進
化
だ
と
い
う
て
、
そ
し
て
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
お
る
。

無
始
従
り
已
来
是
の
如
し
と
。
そ
れ
が
人
間
の
運
命
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
の
運
命
と
い
う
も
の
を
個
人
の
う
ち
に
内
観
す
る

時
に
、
そ
の
時
に
先
程
申
し
ま
し
た
動
物
を
見
て
も
植
物
を
見
つ
め
る
心
。
生
物
の
歴
史
を
内
観
し
、
そ
し
て
そ
の
感
情
に
よ
っ
て
も
の

み
な
を
見
つ
め
る
時
に
、
そ
こ
に
「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
そ
の
言
葉
が
は
っ
き
り
と
響
い
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
我
々
の
一
生
涯
は
た
だ
個
人
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
生
涯
に
は
生
物
の
歴
史
も
含
ん
で
お
る
し
、
ま
た
も

の
み
な
は
み
な
自
分
と
別
の
も
の
で
な
い
と
い
う
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
中
身
か
ら
言
え
ば
人
類
の
問
題
で
あ
り
人
間
の
問
題

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
か
た
ち
か
ら
言
え
ば
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
き
な
が
ら
、

そ
の
中
身
は
一
切
衆
生
の
問
題
で
あ
る
。
故
に
一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
道
で
な
け
れ
ば
自
分
は
救
わ
れ
な
い
し
、
し
か
も
一
切
衆
生
を
救

う
道
は
自
分
が
救
わ
れ
て
い
る
道
を
他
に
し
て
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
す
ね
、
自
利
利
他
の
問
題
を
ど
う
す
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
考
え
て
、
そ
し
て
そ
の
和
讃
を
見
ま
す
と
い
う
と
、「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
言
葉

が
い
か
に
も
適
切
で
、
こ
う
言
い
表
す
他
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
表
現
が
、

禅
と
か
あ
る
い
は
密
教
と
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
今
日
と
い
う
て
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
な
け
れ
ば
な
ら
ん
は
ず
で
あ
る
と
思
い

ま
す
け
ど
も
。
し
か
し
こ
う
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
私
は
親
鸞
的
の
感
情
と
い
う

も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
に
お
き
ま
し
て
も
、「
一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
已

来
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
」
と
、
一
切
群
生
海
と
呼
ん
で

お
り
ま
す
。
一
切
群
生
海
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
自
分
で
あ
り
ま
す
。
思
え
ば
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
こ

う
い
う
言
葉
は
「
自
身
は
」
と
言
う
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
自
身
」
と
い
う
の
は
、
自
分
と
切
り
離
し
て
の
「
自
身
」
で
あ
る
な
ら
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ば
、
必
ず
し
も
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
で
も
な
い
の
で
し
ょ
う
。「
信
巻
」
の
「
一
切
の
群
生
海
、
無
始

よ
り
已
来
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
」
と
い
う
言
葉
を
、
そ
れ
は
「
一
切
群
生
海
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
自
分
の
こ
と
で
は
な
い
と
、
誰

も
そ
ん
な
ふ
う
に
は
読
み
は
し
ま
せ
ん
。
あ
の
言
葉
を
読
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
本
当
の
自
己
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
お
れ
ん
よ

う
に
で
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流
転
せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く
」
と
い
う
ふ
う
な
表
現
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ん
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。

　
こ
う
い
た
し
ま
す
と
言
う
と
、
自
利
と
利
他
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
自
利
と
利
他
と
い
う
こ

と
で
い
け
な
い
も
の
が
あ
る
。
も
し
自
利
と
利
他
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
自
利
す
な
わ
ち
利
他
で
あ
り
、
利
他
す
な
わ
ち
自
利

で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
横
へ
逸
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
願
力
と
い
う
も
の
は
そ
う
い

う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
行
巻
」
の
終
わ
り
に
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
。『
論
』
に
曰
わ
く
、「
本
願
力
」
と
言

う
は
、
大
菩
薩
、
法
身
の
中
に
し
て
」
云
々
と
言
う
て
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
し
て
「
た
と
え
ば
阿
修
羅
の
琴
の
鼓
す
る
者
な
し
と
い
え
ど

も
、
音
曲
自
然
な
る
が
ご
と
し
」
と
言
っ
て
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
自
利
に
あ
ら
ざ
る
利
他
は
な
く
、
利
他
な
ら
ざ
る
自
利
は
な
い
と
い
う
、

そ
れ
が
本
願
力
と
い
う
も
の
で
す
。
本
願
力
に
お
い
て
は
自
利
に
あ
ら
ざ
る
利
他
は
な
く
、
利
他
に
あ
ら
ざ
る
自
利
は
な
い
と
、
こ
う
言

う
て
あ
る
と
こ
ろ
。
そ
こ
に
自
利
即
利
他
、
利
他
即
自
利
で
あ
る
と
、
そ
れ
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
願
力
と
言
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。

し
か
れ
ば
そ
の
本
願
力
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
要
す
る
に
浄
土
で
し
ょ
う
。
浄
土
と
い
う
そ
こ
に
自
他
一
如
の
世
界
が

あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
往
生
す
る
と
い
う
そ
の
往
相
が
回
向
で
あ
る
が
故
に
、
浄
土
と
い
う
も
の
を
目
指
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
ま

れ
ん
と
願
う
心
が
そ
れ
は
自
利
と
い
え
ど
も
、
要
す
る
に
利
他
を
具
え
て
い
る
自
利
で
あ
る
。
故
に
、
往
相
回
向
の
利
益
に
は
還
相
が
具

わ
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
仏
の
は
ら
き
で
あ
る
と
い
う
回
向
と
い
う

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仏
法
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
ん
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
浄
土
真
宗
と
言
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
気

持
ち
が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
一
生
で
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
、
悲
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
、
だ
か
ら
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し
と
い
う
言
葉
。「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
「
無
始
」
と
い
う
言
葉
が
何
か
人
間
の
存
在
の
在
り
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
知
識
が
進
む
に
従
っ
て
進
歩
す
る
ん
だ
と
言
い
な
が
ら
、
便
利
に
な
れ
ば
便
利
に
な
る
だ
け
の

相
当
に
ま
た
害
が
あ
る
。
利
あ
れ
ば
害
あ
り
。
そ
れ
を
得
意
に
な
っ
て
進
化
だ
進
化
だ
と
い
う
て
、
そ
し
て
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
お
る
。

無
始
従
り
已
来
是
の
如
し
と
。
そ
れ
が
人
間
の
運
命
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
の
運
命
と
い
う
も
の
を
個
人
の
う
ち
に
内
観
す
る

時
に
、
そ
の
時
に
先
程
申
し
ま
し
た
動
物
を
見
て
も
植
物
を
見
つ
め
る
心
。
生
物
の
歴
史
を
内
観
し
、
そ
し
て
そ
の
感
情
に
よ
っ
て
も
の

み
な
を
見
つ
め
る
時
に
、
そ
こ
に
「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
そ
の
言
葉
が
は
っ
き
り
と
響
い
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
我
々
の
一
生
涯
は
た
だ
個
人
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
生
涯
に
は
生
物
の
歴
史
も
含
ん
で
お
る
し
、
ま
た
も

の
み
な
は
み
な
自
分
と
別
の
も
の
で
な
い
と
い
う
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
中
身
か
ら
言
え
ば
人
類
の
問
題
で
あ
り
人
間
の
問
題

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
か
た
ち
か
ら
言
え
ば
自
己
の
問
題
で
あ
る
。
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
き
な
が
ら
、

そ
の
中
身
は
一
切
衆
生
の
問
題
で
あ
る
。
故
に
一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
道
で
な
け
れ
ば
自
分
は
救
わ
れ
な
い
し
、
し
か
も
一
切
衆
生
を
救

う
道
は
自
分
が
救
わ
れ
て
い
る
道
を
他
に
し
て
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
す
ね
、
自
利
利
他
の
問
題
を
ど
う
す
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
考
え
て
、
そ
し
て
そ
の
和
讃
を
見
ま
す
と
い
う
と
、「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
言
葉

が
い
か
に
も
適
切
で
、
こ
う
言
い
表
す
他
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
表
現
が
、

禅
と
か
あ
る
い
は
密
教
と
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
今
日
と
い
う
て
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
な
け
れ
ば
な
ら
ん
は
ず
で
あ
る
と
思
い

ま
す
け
ど
も
。
し
か
し
こ
う
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
私
は
親
鸞
的
の
感
情
と
い
う

も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
に
お
き
ま
し
て
も
、「
一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
已

来
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
」
と
、
一
切
群
生
海
と
呼
ん
で

お
り
ま
す
。
一
切
群
生
海
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
自
分
で
あ
り
ま
す
。
思
え
ば
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
こ

う
い
う
言
葉
は
「
自
身
は
」
と
言
う
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
自
身
」
と
い
う
の
は
、
自
分
と
切
り
離
し
て
の
「
自
身
」
で
あ
る
な
ら
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ば
、
必
ず
し
も
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
で
も
な
い
の
で
し
ょ
う
。「
信
巻
」
の
「
一
切
の
群
生
海
、
無
始

よ
り
已
来
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
」
と
い
う
言
葉
を
、
そ
れ
は
「
一
切
群
生
海
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
自
分
の
こ
と
で
は
な
い
と
、
誰

も
そ
ん
な
ふ
う
に
は
読
み
は
し
ま
せ
ん
。
あ
の
言
葉
を
読
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
本
当
の
自
己
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
お
れ
ん
よ

う
に
で
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流
転
せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く
」
と
い
う
ふ
う
な
表
現
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ん
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。

　
こ
う
い
た
し
ま
す
と
言
う
と
、
自
利
と
利
他
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
自
利
と
利
他
と
い
う
こ

と
で
い
け
な
い
も
の
が
あ
る
。
も
し
自
利
と
利
他
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
自
利
す
な
わ
ち
利
他
で
あ
り
、
利
他
す
な
わ
ち
自
利

で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
横
へ
逸
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
願
力
と
い
う
も
の
は
そ
う
い

う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
行
巻
」
の
終
わ
り
に
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
。『
論
』
に
曰
わ
く
、「
本
願
力
」
と
言

う
は
、
大
菩
薩
、
法
身
の
中
に
し
て
」
云
々
と
言
う
て
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
し
て
「
た
と
え
ば
阿
修
羅
の
琴
の
鼓
す
る
者
な
し
と
い
え
ど

も
、
音
曲
自
然
な
る
が
ご
と
し
」
と
言
っ
て
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
自
利
に
あ
ら
ざ
る
利
他
は
な
く
、
利
他
な
ら
ざ
る
自
利
は
な
い
と
い
う
、

そ
れ
が
本
願
力
と
い
う
も
の
で
す
。
本
願
力
に
お
い
て
は
自
利
に
あ
ら
ざ
る
利
他
は
な
く
、
利
他
に
あ
ら
ざ
る
自
利
は
な
い
と
、
こ
う
言

う
て
あ
る
と
こ
ろ
。
そ
こ
に
自
利
即
利
他
、
利
他
即
自
利
で
あ
る
と
、
そ
れ
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
願
力
と
言
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。

し
か
れ
ば
そ
の
本
願
力
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
要
す
る
に
浄
土
で
し
ょ
う
。
浄
土
と
い
う
そ
こ
に
自
他
一
如
の
世
界
が

あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
往
生
す
る
と
い
う
そ
の
往
相
が
回
向
で
あ
る
が
故
に
、
浄
土
と
い
う
も
の
を
目
指
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
ま

れ
ん
と
願
う
心
が
そ
れ
は
自
利
と
い
え
ど
も
、
要
す
る
に
利
他
を
具
え
て
い
る
自
利
で
あ
る
。
故
に
、
往
相
回
向
の
利
益
に
は
還
相
が
具

わ
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
仏
の
は
ら
き
で
あ
る
と
い
う
回
向
と
い
う

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仏
法
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
ん
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
浄
土
真
宗
と
言
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
気

持
ち
が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
一
生
で
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
、
悲
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
、
だ
か
ら
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浄
土
を
願
う
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
し
に
、「
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
深
い
感
情
。
そ
し
て
人

間
生
活
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
を
持
ち
な
が
ら
一
切
衆
生
が
救
わ
れ
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分

が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
初
め
て
、
大
乗
教
の
目
指
し
て
い
た
無
上
涅
槃
、
大
涅
槃
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
期
待
が
で
き
る
と
い

う
。
期
す
る
と
い
う
言
葉
の
、
そ
の
感
じ
が
深
い
で
す
ね
。
期
待
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
「
如
来
二
種
の
回
向
の
　
恩
徳
ま
こ
と
に
謝

し
が
た
し
」
と
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
い
は
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
為
に
は
、
必
ず
こ
の
二
種
回
向
と
い
う

こ
と
。
往
相
・
還
相
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
往
相
は
自
利
と
い
え
ど
も
そ
こ
に
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
の

　
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て

　
往
相
回
向
の
利
益
に
は

　
還
相
回
向
に
回
入
せ
り

で
、
還
相
の
徳
を
具
え
て
、
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
全
て
の
人
の
救
わ
れ
る
道
を
開
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
往
相
自
利
に
お
い
て
還
相
利
他
の
徳
を
具
え
と
る
。

　
さ
あ
、
往
相
・
還
相
の
こ
と
は
ま
た
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
が
、
今
ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
行
き
止
ま
り
ま
し
た
か
ら
、

こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
と
も
か
く
も
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、「
無
始
流
転
の
苦
」
は
救
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
自

利
だ
の
利
他
だ
の
な
ん
て
こ
と
は
や
は
り
、
世
界
に
五
億
の
人
間
が
お
れ
ば
五
億
の
個
人
が
お
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
つ
ま
り
複

数
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
中
身
は
複
数
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
言
い
表
そ
う
と
す
る
も
の
は
単
数
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
も

の
か
ね
。
こ
れ
は
国
語
の
こ
と
を
あ
ま
り
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
困
る
ん
だ
け
れ
ど
も
ね
。「
我
々
」
と
い
う
言
葉
と
「
我
等
」
と

い
う
言
葉
と
私
は
区
別
し
た
い
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
等
」
の
中
へ
み
ん
な
入
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
「
我
等
」
な

の
で
す
。「
我
々
」
と
い
う
と
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
「
我
等
」
と
い
う
と
み
ん
な
一
つ
一
つ
し
か
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
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し
か
も
「
等
」
に
お
い
て
全
て
を
含
ん
で
お
る
と
い
う
「
我
等
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
外
国
に
、
英
語
に
そ
ん
な
こ
と
を
区
別
す
る
言

葉
が
あ
り
ま
せ
ん
か
と
、
多
少
心
得
て
い
る
人
に
聞
い
て
み
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、「
さ
あ
？
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
と
に

か
く
、I

と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、W

e

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
我
々
」
と
い
う
よ
う
な
と
き
はW

e

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
し
か

し
「
我
等
」
と
い
う
こ
と
はW

e

で
は
な
い
、「
我
々
」
で
は
な
い
。H

um
an being

と
かM

ankind

と
か
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

と
。
ど
う
で
す
か
ね
。M

ankind

と
かH

um
an being

と
か
と
い
う
言
葉
で
私
の
言
お
う
す
る
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
な
ら
結
構

な
の
で
す
が
、
と
に
か
く
「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
生
類
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
し
て
生
が
そ
れ
全
体
が
自
分

で
あ
る
と
い
う
感
じ
を
ど
う
し
て
親
鸞
が
持
た
れ
た
か
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
そ
れ
こ
そ
越
後
に
流
さ
れ
て
、
そ
し
て
関
東
に
流
浪
し
て
、

そ
し
て
多
く
の
庶
民
に
交
わ
っ
て
の
感
じ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
真
宗
の
在
家
仏
教
が
あ
り
、

あ
る
い
は
庶
民
仏
教
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
と
も
結
び
つ
け
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
回
向
と
い
う
こ
と
が
真
宗
の
性
格

を
あ
ら
わ
す
。

　
私
は
ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
「
絶
対
他
力
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
の
教
え
は
絶
対
他
力
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
言
葉
を
使
う
人
の
気
持
ち
も
よ
く
分
か
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
間
違
い
だ
と
は
僕
は
決
し
て
申
し

ま
せ
ん
。
確
か
に
絶
対
他
力
の
教
え
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
『
教
行
信
証
』
に
は
「
他
力
」
と
い
う
言
葉
に
「
絶
対
」
と
い
う
形

容
詞
を
つ
け
た
言
葉
が
な
い
の
で
す
。「
絶
対
」
と
い
う
言
葉
は
、『
教
行
信
証
』
に
は
「
行
巻
」
に
「
絶
対
不
二
の
教
な
り
」「
絶
対
不

二
の
機
な
り
」
と
、
教
え
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
絶
対
不
二
の
教
」「
絶
対
不
二
の
機
」
と
い
う
そ
こ
に
「
絶
対
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
あ
り
ま
す
け
ど
も
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
で
表
そ
う
と

す
る
感
情
内
容
と
、
他
力
本
願
と
か
本
願
他
力
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
感
情
内
容
と
は
ど
こ
か
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
そ
れ
は
い
つ
で
も
例
に
出
す
の
で
す
が
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
「
生
死
の
巻
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
「
生
死
の
巻
」
に
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浄
土
を
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と
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う
よ
う
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で
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。
そ
し
て
人

間
生
活
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
を
持
ち
な
が
ら
一
切
衆
生
が
救
わ
れ
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が
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れ
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大
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涅
槃
、
大
涅
槃
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う
。
期
す
る
と
い
う
言
葉
の
、
そ
の
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じ
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い
で
す
ね
。
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「
如
来
二
種
の
回
向
の
　
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
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た
し
」
と
。
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と
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は
浄
土
真
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と
い
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の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
為
に
は
、
必
ず
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の
二
種
回
向
と
い
う

こ
と
。
往
相
・
還
相
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
往
相
は
自
利
と
い
え
ど
も
そ
こ
に
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
の

　
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て

　
往
相
回
向
の
利
益
に
は

　
還
相
回
向
に
回
入
せ
り
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、
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相
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徳
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具
え
て
、
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わ
れ
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と
い
う
こ
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わ
れ
る
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こ
と
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あ
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い
う
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よ
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て
、
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。
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、
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。
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・
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と
い
う
こ
と
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始
流
転
の
苦
」
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救
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な
い
。
つ
ま
り
自

利
だ
の
利
他
だ
の
な
ん
て
こ
と
は
や
は
り
、
世
界
に
五
億
の
人
間
が
お
れ
ば
五
億
の
個
人
が
お
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
つ
ま
り
複

数
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
中
身
は
複
数
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
言
い
表
そ
う
と
す
る
も
の
は
単
数
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
も

の
か
ね
。
こ
れ
は
国
語
の
こ
と
を
あ
ま
り
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
困
る
ん
だ
け
れ
ど
も
ね
。「
我
々
」
と
い
う
言
葉
と
「
我
等
」
と

い
う
言
葉
と
私
は
区
別
し
た
い
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
等
」
の
中
へ
み
ん
な
入
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
「
我
等
」
な

の
で
す
。「
我
々
」
と
い
う
と
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
「
我
等
」
と
い
う
と
み
ん
な
一
つ
一
つ
し
か
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
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で
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と
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と
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の
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の
で
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、
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が
間
違
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だ
と
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は
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て
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し
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せ
ん
。
確
か
に
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対
他
力
の
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え
で
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る
に
違
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な
い
。
し
か
し
『
教
行
信
証
』
に
は
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他
力
」
と
い
う
言
葉
に
「
絶
対
」
と
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う
形

容
詞
を
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た
言
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が
な
い
の
で
す
。「
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」
と
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う
言
葉
は
、『
教
行
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に
は
「
行
巻
」
に
「
絶
対
不
二
の
教
な
り
」「
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対
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二
の
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り
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と
、
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え
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
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と
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う
「
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対
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二
の
教
」「
絶
対
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二
の
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」
と
い
う
そ
こ
に
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絶
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と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
あ
り
ま
す
け
ど
も
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
で
表
そ
う
と

す
る
感
情
内
容
と
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力
本
願
と
か
本
願
他
力
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
感
情
内
容
と
は
ど
こ
か
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
そ
れ
は
い
つ
で
も
例
に
出
す
の
で
す
が
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
「
生
死
の
巻
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
「
生
死
の
巻
」
に
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「
身
も
心
も
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
方
よ
り
行
わ
れ
も
て
ゆ
く
と
き
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
心
を
も
つ
い
や
さ
ず
し
て
仏
と
な

る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
。
も
う
少
し
最
後
に
言
葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
い
ま
は
っ
き
り
記
憶
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
と
も
か

く
も
身
も
心
も
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
お
力
の
中
へ
身
も
心
も
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
方
よ
り
行
わ
れ
る
。
仏
の
お
は
か
ら
い
に
お

任
せ
ゆ
く
時
に
、
力
を
い
れ
る
必
要
も
な
け
れ
ば
心
を
費
や
す
必
要
も
な
い
。
そ
の
ま
ま
仏
に
な
る
の
だ
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

絶
対
他
力
。

　
先
程
は
日
蓮
の
言
葉
の
上
に
も
法
を
尊
ぶ
言
葉
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
尋
ね
て
い
き
ま
す
と
、
い
や
密

教
だ
禅
だ
念
仏
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
派
我
で
あ
っ
て
愚
か
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
絶
対

他
力
と
い
う
言
葉
に
親
し
い
も
の
を
考
え
ま
す
れ
ば
、
道
元
禅
あ
た
り
か
と
。
私
た
ち
の
宗
旨
は
本
当
に
自
力
な
の
で
し
ょ
う
か
と
、
あ

る
禅
僧
が
言
う
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
「
生
死
の
巻
」
と
い
う
の
は
親
鸞
流
の
考
え
方
を
す

る
の
に
対
し
て
、
道
元
が
他
力
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
教
え
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
が
、
投
げ

入
れ
て
、
と
い
う
投
入
と
い
う
言
葉
。
こ
の
投
入
と
い
う
言
葉
で
思
い
出
し
ま
す
の
は
、
他
力
と
い
う
思
想
は
曇
鸞
に
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
曇
鸞
の
『
論
註
』
の
他
力
と
い
う
の
を
分
解
し
ま
す
と
い
う
と
、
因
位
の
法
蔵
願
力
と
い
う
も
の
と
、
昔
の
法
蔵
願
力
と
い
う
も
の

と
、
今
日
の
阿
弥
陀
仏
の
神
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
神
力
不
思
議
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
因
位
の
願
力
・
果
上
の
仏
力
と
呼
ん
で
お
り

ま
す
。
因
位
な
ん
て
も
の
は
済
ん
で
し
も
う
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
今
日
我
々
を
救
う
も
の
は
果
上
の
仏
力
、
阿
弥
陀
仏
の
力
に
違
い

な
い
の
だ
と
あ
っ
て
、
だ
か
ら
し
て
本
願
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
話
と
し
て
は
出
て
来
る
け
れ
ど
も
実
際
は
仏
力
。
仏
力
一
つ
で
救
わ
れ

る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
異
安
心
に
問
わ
れ
た
人
も
お
り
ま
す
。
果
海
投
入
説
を
唱
え
て
。
そ
の
人
は
も
う
、
じ
き
に
回
心

し
て
間
違
っ
て
お
り
ま
し
た
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
ま
す
と
い
う
と
、
そ
の
因
位
の
願

力
と
い
う
も
の
が
果
上
の
仏
力
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
仏
力
と
い
う
も
の
が
願
力
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
今
の
投
入
と
い
う
言
葉
、
投
げ
入
れ
る
と
い
う
言
葉
は
要
す
る
に
仏
の
方
へ
投
げ
入
れ
る
の
で
あ
る
。
回
向
の
思
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想
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
凡
夫
の
方
へ
仏
が
投
げ
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
凡
夫
の
方
へ
と
は
た
ら
く
。
だ
か
ら

願
力
と
い
う
の
は
仏
の
力
が
法
蔵
菩
薩
と
い
う
も
の
も
み
な
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
凡
夫
の
上
へ
仏
の
力
を
あ
ら
わ
す
。
他
力
感

情
は
こ
こ
に
あ
る
。
仏
に
向
か
っ
て
帰
依
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
手
元
に
、
念
仏
を
す
る
と
こ
ろ
に
、
信
心
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に

御
回
向
の
心
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
に
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
だ
か
ら
繰
り
返
し
て
申
し
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
っ
て
で
す
ね
、
そ
し
て
絶
対
他
力
と
言
お
う
と
す
る
気
持

ち
は
よ
く
分
か
る
の
で
す
が
、
繰
り
返
し
ま
す
が
間
違
っ
て
お
る
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
言
葉
遣
い
と
し
て
は
親
鸞
の
心
境
は
回
向

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
力
回
向
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
ち
ら
か
ら
仏
の
方
へ
と
向
い
て
、
そ
し
て
こ
ち
ら
の
心
を
無
く
し
て
、
い

わ
ゆ
る
忘
我
の
境
に
立
っ
て
我
を
忘
れ
て
、
そ
し
て
仏
の
力
に
お
い
て
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
仏
の
御
力
が
我
々
の
煩
悩
の
上

に
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
し
て
念
仏
と
な
り
信
心
と
な
る
と
い
う
手
近
な
と
こ
ろ
に
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
家
の
教

え
で
な
く
て
在
家
の
教
え
で
あ
る
。
そ
し
て
庶
民
の
救
わ
れ
る
道
は
そ
う
い
う
意
味
の
他
力
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
念
仏
も
う
し
信
心
を
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
回
向
が
あ
る
。
そ
の
回
向
と
い
う
こ
と
一
つ
が
真
宗
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、

二
種
の
回
向
あ
り
」
と
、
そ
の
往
相
回
向
は
回
向
に
し
て
自
利
に
し
て
利
他
を
含
ん
で
お
る
。
還
相
回
向
は
そ
の
利
他
の
徳
が
ま
た
現
実

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
し
か
し
そ
の
為
に
は
浄
土
の
観
念
と
言
い
ま
す
か
、
浄
土
と
い
う
も
の
の
思
想
内
容
は
こ
の
世
と

同
じ
次
元
の
も
の
で
な
い
、
あ
る
い
は
こ
の
世
を
浄
土
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
、
確
か
に
勝
過
三
界
道
の
世
界
が
あ
っ
て

そ
こ
へ
往
く
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
こ
と
で
回
向
と
い
う
こ
と
、
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
が
浄
土
真
宗
で
あ
り
ま
し
て
、
時
に
は
浄
土
を
略
し
て
真
宗
と
言
う

こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
真
実
の
宗
教
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宗
教
と
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
絶
対
無
限
な
る
も
の
を
認
め
て
そ
し

て
己
を
忘
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
し
て
、
自
分
は
ど
こ
ま
で
も
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
り
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
と

い
う
そ
こ
へ
仏
の
慈
悲
心
を
頂
き
、
そ
こ
に
仏
の
願
い
の
心
を
得
さ
せ
て
頂
き
、
念
仏
し
て
信
心
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
真
宗
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「
身
も
心
も
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
方
よ
り
行
わ
れ
も
て
ゆ
く
と
き
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
心
を
も
つ
い
や
さ
ず
し
て
仏
と
な

る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
。
も
う
少
し
最
後
に
言
葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
い
ま
は
っ
き
り
記
憶
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
と
も
か

く
も
身
も
心
も
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
お
力
の
中
へ
身
も
心
も
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
方
よ
り
行
わ
れ
る
。
仏
の
お
は
か
ら
い
に
お

任
せ
ゆ
く
時
に
、
力
を
い
れ
る
必
要
も
な
け
れ
ば
心
を
費
や
す
必
要
も
な
い
。
そ
の
ま
ま
仏
に
な
る
の
だ
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

絶
対
他
力
。

　
先
程
は
日
蓮
の
言
葉
の
上
に
も
法
を
尊
ぶ
言
葉
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
尋
ね
て
い
き
ま
す
と
、
い
や
密

教
だ
禅
だ
念
仏
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
派
我
で
あ
っ
て
愚
か
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
絶
対

他
力
と
い
う
言
葉
に
親
し
い
も
の
を
考
え
ま
す
れ
ば
、
道
元
禅
あ
た
り
か
と
。
私
た
ち
の
宗
旨
は
本
当
に
自
力
な
の
で
し
ょ
う
か
と
、
あ

る
禅
僧
が
言
う
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
「
生
死
の
巻
」
と
い
う
の
は
親
鸞
流
の
考
え
方
を
す

る
の
に
対
し
て
、
道
元
が
他
力
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
教
え
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
が
、
投
げ

入
れ
て
、
と
い
う
投
入
と
い
う
言
葉
。
こ
の
投
入
と
い
う
言
葉
で
思
い
出
し
ま
す
の
は
、
他
力
と
い
う
思
想
は
曇
鸞
に
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
曇
鸞
の
『
論
註
』
の
他
力
と
い
う
の
を
分
解
し
ま
す
と
い
う
と
、
因
位
の
法
蔵
願
力
と
い
う
も
の
と
、
昔
の
法
蔵
願
力
と
い
う
も
の

と
、
今
日
の
阿
弥
陀
仏
の
神
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
神
力
不
思
議
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
因
位
の
願
力
・
果
上
の
仏
力
と
呼
ん
で
お
り

ま
す
。
因
位
な
ん
て
も
の
は
済
ん
で
し
も
う
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
今
日
我
々
を
救
う
も
の
は
果
上
の
仏
力
、
阿
弥
陀
仏
の
力
に
違
い

な
い
の
だ
と
あ
っ
て
、
だ
か
ら
し
て
本
願
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
話
と
し
て
は
出
て
来
る
け
れ
ど
も
実
際
は
仏
力
。
仏
力
一
つ
で
救
わ
れ

る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
異
安
心
に
問
わ
れ
た
人
も
お
り
ま
す
。
果
海
投
入
説
を
唱
え
て
。
そ
の
人
は
も
う
、
じ
き
に
回
心

し
て
間
違
っ
て
お
り
ま
し
た
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
ま
す
と
い
う
と
、
そ
の
因
位
の
願

力
と
い
う
も
の
が
果
上
の
仏
力
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
仏
力
と
い
う
も
の
が
願
力
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
今
の
投
入
と
い
う
言
葉
、
投
げ
入
れ
る
と
い
う
言
葉
は
要
す
る
に
仏
の
方
へ
投
げ
入
れ
る
の
で
あ
る
。
回
向
の
思
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想
は
そ
う
で
は
な
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て
、
凡
夫
の
方
へ
仏
が
投
げ
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
凡
夫
の
方
へ
と
は
た
ら
く
。
だ
か
ら

願
力
と
い
う
の
は
仏
の
力
が
法
蔵
菩
薩
と
い
う
も
の
も
み
な
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
凡
夫
の
上
へ
仏
の
力
を
あ
ら
わ
す
。
他
力
感

情
は
こ
こ
に
あ
る
。
仏
に
向
か
っ
て
帰
依
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
手
元
に
、
念
仏
を
す
る
と
こ
ろ
に
、
信
心
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に

御
回
向
の
心
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
に
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
だ
か
ら
繰
り
返
し
て
申
し
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
っ
て
で
す
ね
、
そ
し
て
絶
対
他
力
と
言
お
う
と
す
る
気
持

ち
は
よ
く
分
か
る
の
で
す
が
、
繰
り
返
し
ま
す
が
間
違
っ
て
お
る
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
言
葉
遣
い
と
し
て
は
親
鸞
の
心
境
は
回
向

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
力
回
向
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
ち
ら
か
ら
仏
の
方
へ
と
向
い
て
、
そ
し
て
こ
ち
ら
の
心
を
無
く
し
て
、
い

わ
ゆ
る
忘
我
の
境
に
立
っ
て
我
を
忘
れ
て
、
そ
し
て
仏
の
力
に
お
い
て
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
仏
の
御
力
が
我
々
の
煩
悩
の
上

に
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
し
て
念
仏
と
な
り
信
心
と
な
る
と
い
う
手
近
な
と
こ
ろ
に
真
宗
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
家
の
教

え
で
な
く
て
在
家
の
教
え
で
あ
る
。
そ
し
て
庶
民
の
救
わ
れ
る
道
は
そ
う
い
う
意
味
の
他
力
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
念
仏
も
う
し
信
心
を
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
回
向
が
あ
る
。
そ
の
回
向
と
い
う
こ
と
一
つ
が
真
宗
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、

二
種
の
回
向
あ
り
」
と
、
そ
の
往
相
回
向
は
回
向
に
し
て
自
利
に
し
て
利
他
を
含
ん
で
お
る
。
還
相
回
向
は
そ
の
利
他
の
徳
が
ま
た
現
実

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
し
か
し
そ
の
為
に
は
浄
土
の
観
念
と
言
い
ま
す
か
、
浄
土
と
い
う
も
の
の
思
想
内
容
は
こ
の
世
と

同
じ
次
元
の
も
の
で
な
い
、
あ
る
い
は
こ
の
世
を
浄
土
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
、
確
か
に
勝
過
三
界
道
の
世
界
が
あ
っ
て

そ
こ
へ
往
く
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
こ
と
で
回
向
と
い
う
こ
と
、
往
相
・
還
相
と
い
う
こ
と
が
浄
土
真
宗
で
あ
り
ま
し
て
、
時
に
は
浄
土
を
略
し
て
真
宗
と
言
う

こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
真
実
の
宗
教
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宗
教
と
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
絶
対
無
限
な
る
も
の
を
認
め
て
そ
し

て
己
を
忘
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
し
て
、
自
分
は
ど
こ
ま
で
も
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
り
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
と

い
う
そ
こ
へ
仏
の
慈
悲
心
を
頂
き
、
そ
こ
に
仏
の
願
い
の
心
を
得
さ
せ
て
頂
き
、
念
仏
し
て
信
心
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
真
宗
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と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
浄
土
真
宗
を
あ
ら
わ
す
も
の
は
二
種
の
回
向
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
頂
け
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　
繰
り
返
し
ま
す
が
、「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
表
現
内
容
を
、
今
日
は
だ
い
ぶ
話
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

和
讃
に
つ
い
て
話
し
た
の
で
す
が
、
和
讃
と
い
う
の
は
講
釈
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
は
解
釈
す
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
和
讃
は
解
釈
し
よ
う
と
思
っ
て
も
解
釈
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
解
釈
で
き
な
か
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
で
あ
る
か
。
解
釈
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
何
遍
で
も
拝
読
し
て
、

そ
の
何
遍
で
も
拝
読
し
て
そ
の
う
ち
に
、
そ
の
お
言
葉
の
上
に
流
れ
て
い
る
も
の
を
言
い
表
せ
れ
ば
、
そ
れ
が
和
讃
の
解
釈
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
和
讃
だ
け
で
な
く
親
鸞
の
言
葉
の
表
現
に
は
、
昨
日
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
何
か
分
か
り
に
く
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

分
か
り
に
く
い
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
本
当
に
人
生
の
実
感
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
忘
れ

て
は
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
こ
で
。

（
本
稿
は
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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願
生
浄
土
と
い
う
の
は
特
殊
な
表
現
で
す
け
ど
も
、
し
か
し
そ
の
一
般
的
な
意
味
は
宗
教
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
宗
教
心
、

つ
ま
り
信
仰
心
で
す
。
願
生
は
宗
教
心
、
信
仰
心
の
も
と
に
な
る
も
の
で
す
。
堅
い
言
葉
で
い
う
と
願
と
は
宗
教
心
を
し
て
宗
教
心
と
し

て
成
り
立
た
せ
て
い
る
原
理
で
す
。
ま
た
、
そ
の
原
理
を
自
覚
し
た
内
容
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
宗
教
心
が
宗
教
自
身
を
成
り
立
た
せ
て

い
る
原
理
を
自
覚
し
て
、
そ
の
自
覚
内
容
と
し
て
願
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
自
覚
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
宗
教
心
で
す
か
ら
信
心
と
い

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
信
心
が
信
心
自
身
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
原
理
を
自
覚
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
原
理
と
い
う
面
か

ら
見
れ
ば
願
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
の
願
生
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
仏
教
の
根
本
問
題
と
し
て
、
仏
教
に
つ
い
て
の
あ
る
一
つ
の
付
属
し
た
問
題
と
い
う
の
で
は
な
く
仏

教
の
根
本
的
な
問
題
と
し
て
取
り
扱
い
、
そ
れ
を
主
題
と
し
て
い
る
の
が
世
親
の
『
浄
土
論
』
で
す
。
そ
の
『
浄
土
論
』
の
基
づ
く
と
こ

ろ
は
『
浄
土
論
』
そ
の
も
の
が
す
で
に
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
言
っ
て
い
る
。
今
度
、
山
口
益
さ
ん
の
講
義
も
一
緒
に
あ
る

よ
う
で
す
が
、「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
言
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
基
づ
く
と
こ
ろ
は
や
は
り
『
無
量
寿
経
』
に
あ
る
わ
け

で
す
。『
浄
土
論
』
で
は
「
願
生
安
楽
国
」
と
言
う
ん
で
す
が
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
「
願
生
彼
国
」
と
い

存
在
論
的
要
求
と
し
て
の
願
生

│
│
願
生
論
（
一
）
│
│

安
　
　
田
　
　
理
　
　
深


