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一

　
今
日
は
最
後
の
講
義
で
す
が
、
題
目
は
「
真
偽
の
勘
決
」
で
す
。

　
「
化
身
土
文
類
」
の
「
末
巻
」
の
こ
と
を
話
す
の
で
す
が
、
そ
の
「
末
巻
」
の
は
じ
め
に
「
そ
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
真

偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
）
す
る
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
経
典
に
よ
っ
て
、

真
な
る
も
の
と
偽
り
な
る
も
の
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
し
て
外
教
、
仏
教
以
外
の
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
す
る
と
い
う
、
か
な
り
厳

し
い
こ
と
ば
が
用
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
勘
決
真
偽
と
い
う
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
題
に
い
た
し
ま
し
て
、
今
日
は
真
偽
と
勘
決
と
い
う
こ

と
で
話
を
し
た
い
と
思
う
て
お
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
二
、
三
あ
る
の
で
す
が
、
ま
ず
第
一
に
真
と
偽
と
を
勘
決
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も

そ
も
、
い
わ
ゆ
る
外
道
と
い
う
も
の
と
仏
教
と
い
う
も
の
と
は
ど
う
い
う
点
に
お
い
て
違
う
の
で
あ
る
か
。
そ
の
勘
決
の
原
理
と
な
る
べ

き
も
の
は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
一
つ
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
前
の
「
真
仏
土
巻
」
に
『
大
涅
槃
経
』

真
偽
の
勘
決

│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
二
十
）
│
│金

　
　
子
　
　
大
　
　
榮
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を
引
い
て
こ
う
い
う
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。「
外
の
解
脱
は
名
づ
け
て
無
常
と
す
、
内
の
解
脱
は
こ
れ
を
名
づ
け
て
常
と
す
と
。
善

男
子
、
道
と
菩
提
お
よ
び
涅
槃
と
、
こ
と
ご
と
く
名
づ
け
て
常
と
す
」（『
聖
典
』
三
〇
五
頁
）。
そ
こ
で
、
無
常
な
る
も
の
と
、
変
わ
ら
な

い
も
の
と
を
挙
げ
て
、
外
の
解
脱
、
わ
れ
わ
れ
が
苦
し
み
を
逃
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
外
の
は
た
ら
き
に
よ
る
の
で
あ
る
。
境さ

か
い

、
状
態

が
よ
く
な
る
な
ら
ば
、
環
境
の
あ
り
方
が
変
わ
っ
て
く
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
、
外
部
の
事
情
に
よ
っ
て
解
脱
す

る
、
す
な
わ
ち
苦
労
が
抜
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
が
、
そ
れ
は
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
当
て
に
な
ら

な
い
解
脱
を
説
く
の
が
、
そ
れ
が
外
教
、
あ
る
い
は
外
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
内
な
る
解
脱
。
仏
教
の
解
脱
。
仏
教
は
こ
と
に
内
道
、
内
な
る
道
、
内
道
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
内
道

の
解
脱
は
、
こ
れ
は
内
か
ら
苦
し
み
を
取
り
、
悩
み
を
去
る
と
こ
ろ
の
方
法
を
、
内
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
が
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
道
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
仏
道
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
涅
槃
と
い
う
も
の
と
が
皆
常
な

の
で
あ
る
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
涅
槃
を
求
む
る
。
内
な
る
自
覚
に
よ
っ
て
涅
槃
を
求
む
る
も
の
が
、
そ
れ
が
仏
教
で
あ
り
、
外
教
と
い
う
も
の
は
、

涅
槃
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
外
か
ら
の
、
外
か
ら
何
か
事
情
が
改
ま
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る

の
が
、
そ
れ
が
外
教
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
仏
法
と
外
道
と
ど
う
違
い
ま
す
か
と
い
え
ば
、
仏
教
は
、
内
、
自
ら
の
自
覚
に
よ
っ
て
真
実
の
涅
槃
を
得
る
も
の
が
仏
教

で
あ
り
、
外
の
事
情
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
超
え
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
涅
槃
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
し
て
、

そ
れ
を
外
道
と
い
う
の
で
あ
る
と
。
こ
う
言
っ
て
良
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
「
得
ざ
れ
」、「
得
ざ
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
す
ね
。
仏
道
に
事
う
る
も
の
は
「
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」、「
余
道

に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
）、
得
ざ
れ
と
い
う
こ
と
ば
が
、
そ
れ
が
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
よ
う
な
道
を
外
に

求
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
仏
法
と
い
う
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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そ
こ
で
先
日
ち
ょ
っ
と
言
っ
て
お
き
ま
し
た
こ
と
で
す
が
、『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
に
「
念
仏
者
は
、
無
碍
の
一
道
な
り
」（『
聖
典
』
六

二
九
頁
）
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
、「
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
」（『
聖
典
』
六
二
九

頁
）
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
あ
の
こ
と
を
見
る
と
い
う
と
、
ち
ょ
う
ど
「
現
世
利
益
和
讃
」
を
思
い
出
す
。『
歎
異
抄
』
の
第

七
章
で
は
現
世
利
益
と
な
っ
て
お
り
ま
す
る
が
、「
化
身
土
文
類
」
に
出
て
き
ま
す
こ
と
も
で
す
ね
、
諸
天
善
神
が
念
仏
者
を
護
り
、
そ

し
て
外
道
も
そ
れ
を
さ
ま
た
ぐ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
点
に
着
眼
し
ま
す
と
い
う
と
、

「
化
身
土
巻
」
の
「
末
巻
」
は
あ
た
か
も
現
世
利
益
を
違
っ
た
方
面
か
ら
説
い
て
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
現
世
利

益
と
い
う
も
の
と
、
現
生
の
利
益
と
い
う
も
の
と
、
同
じ
の
で
あ
る
か
、
違
う
の
で
あ
る
か
。

　
現
生
十
種
の
益
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
現
生
十
種
の
益
の
中
に
、
一
番
は
じ
め
に
冥
衆
護
持
の
益
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
冥

衆
護
持
の
益
と
い
う
も
の
を
広
げ
た
も
の
が
、
現
世
利
益
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
結
局
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

と
い
う
ふ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
も
あ
り
ま
す
る
が
、
し
か
し
、
何
か
『
歎
異
抄
』
の
方
を
見
ま
す
と
い
う
と
、「
天
神
地
祇
も
敬
伏

し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
「
敬
伏
」
の
二
字
は
か
な
り
強
い
こ
と
ば
で
あ
り
ま
し
て
、
天
神
地
祇
も
お
護
り
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
な
く
、
天
神
地
祇
の
方
が
敬
伏
す
る
と
、
こ
う
言
う
て
あ
る
と
こ
ろ
に
何
か
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
現
生
の
益
と
い

う
の
は
念
仏
の
利
益
で
あ
り
、
現
世
の
利
益
と
い
う
の
は
念
仏
者
の
利
益
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
申
し
ま
す
よ
う
に
、
第
七
章
に
「
念
仏
者
は
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
で
念
仏
者
は
と
い
う
て
あ
る

こ
と
ば
に
つ
き
ま
し
て
、「
者
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
の
者
は
「
は
」
と
も
読
む
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
古
い

書
物
に
は
者
と
い
う
字
を
書
き
消
し
て
、「
は
」
の
字
が
入
れ
て
あ
る
。
こ
の
者
は
「
は
」
と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

本
当
は
者
の
字
は
要
ら
な
い
の
で
あ
る
。
要
ら
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
者
の
字
を
書
い
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
、
た
ま
た
ま
『
歎
異

抄
』
の
第
七
章
で
は
そ
の
字
が
残
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
『
歎
異
抄
』
で
も
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
は
「
者
」
の
字
を
消
し
て
「
は
」
の
字

に
し
て
あ
る
と
こ
ろ
も
多
い
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
う
い
う
こ
と
は
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
。
私
も
知
ら
な
い
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
道
の
研
究
者
か
ら
言
え
ば
そ
う
な
ん
で
あ
ろ
う
。
ま
た

そ
う
で
な
く
と
も
、「
者
」
と
い
う
こ
と
ば
の
上
に
そ
う
重
点
を
置
か
な
い
で
、
念
仏
と
い
う
も
の
は
と
い
う
く
ら
い
に
読
ん
で
然
る
べ

き
で
あ
る
と
、
こ
う
先
輩
の
人
び
と
か
ら
も
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
け
ど
私
に
は
何
か
妙
な
固
執
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
そ
こ
に
は
「
念
仏
者
は
」
で
な
い
と
、
ど
う
も
し
っ
く
り
こ
な
い
。
そ
こ
で
、
念
仏

の
利
益
と
し
て
天
神
地
祇
も
敬
伏
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
大
体
お
か
し
い
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。「
念
仏
者
」、
念
仏
す
る

者
に
対
し
て
な
ら
ば
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
す
る
と
か
、
魔
界
外
道
も
障
碍
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
念
仏

は
」
で
は
、
あ
の
『
歎
異
抄
』
の
箇
條
が
し
っ
く
り
し
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
生
死
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り
と
証
知
せ

し
む
る
の
が
念
仏
の
利
益
で
あ
る
。

　
現
生
十
種
の
益
の
方
は
諸
仏
護
念
の
益
、
諸
仏
称
讃
の
益
、
心
光
常
護
の
益
と
、
み
な
念
仏
の
利
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
念
仏
の

利
益
と
い
う
も
の
は
念
仏
の
内
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
徳
な
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
念
仏
す
る
者
は
そ
の
念
仏
の
徳
を
い
た
だ
い
て
、
そ
し

て
人
生
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
念
仏
の
利
益
は
現
生
の
益
と
現
れ
て
、
人
間
生
活
は
豊
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
念
仏
者
の
利
益
は
そ
う
で
な
く
て
、
本
当
の
意
味
の
独
立
で
あ
る
。
そ
の
余
の
神
や
、
あ
る
い
は
仏
も
入
れ
て
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
当
て
に
す
る
の
で
は
な
い
。
念
仏
者
と
い
う
も
の
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
そ
こ
に
自
分
と
い
う
も
の
を
見

出
す
の
で
あ
っ
て
、
本
当
の
意
味
に
お
い
て
独
立
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
何な

ん

人ぴ
と

に
も
た
よ
ら
な
い
と
い
う
、
本
願
を
た
の
む
と
言
う
の
だ

か
ら
、
本
願
だ
け
に
た
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
。
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
自
身
の
道

を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
と
い
う
と
、
第
七
章
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
何
で
も
念
仏
者
と
い
え
ば
仏
を
た
の
み
、
何
か
の
力
を
当
て
に
す
る
よ
う
に
考
え
ま
す
け
ど
、
そ
う
で
な
い
。

　
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
道
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
道
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
本
当

の
自
分
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
の
で
き
る
道
、
そ
れ
が
現
世
の
利
益
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
。
こ
う
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
先
日
ち
ょ
っ
と
言
っ
て
お
き
ま
し
た
こ
と
で
す
が
、『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
に
「
念
仏
者
は
、
無
碍
の
一
道
な
り
」（『
聖
典
』
六

二
九
頁
）
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
、「
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
」（『
聖
典
』
六
二
九

頁
）
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
あ
の
こ
と
を
見
る
と
い
う
と
、
ち
ょ
う
ど
「
現
世
利
益
和
讃
」
を
思
い
出
す
。『
歎
異
抄
』
の
第

七
章
で
は
現
世
利
益
と
な
っ
て
お
り
ま
す
る
が
、「
化
身
土
文
類
」
に
出
て
き
ま
す
こ
と
も
で
す
ね
、
諸
天
善
神
が
念
仏
者
を
護
り
、
そ

し
て
外
道
も
そ
れ
を
さ
ま
た
ぐ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
点
に
着
眼
し
ま
す
と
い
う
と
、

「
化
身
土
巻
」
の
「
末
巻
」
は
あ
た
か
も
現
世
利
益
を
違
っ
た
方
面
か
ら
説
い
て
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
現
世
利

益
と
い
う
も
の
と
、
現
生
の
利
益
と
い
う
も
の
と
、
同
じ
の
で
あ
る
か
、
違
う
の
で
あ
る
か
。

　
現
生
十
種
の
益
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
現
生
十
種
の
益
の
中
に
、
一
番
は
じ
め
に
冥
衆
護
持
の
益
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
冥

衆
護
持
の
益
と
い
う
も
の
を
広
げ
た
も
の
が
、
現
世
利
益
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
結
局
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

と
い
う
ふ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
も
あ
り
ま
す
る
が
、
し
か
し
、
何
か
『
歎
異
抄
』
の
方
を
見
ま
す
と
い
う
と
、「
天
神
地
祇
も
敬
伏

し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
「
敬
伏
」
の
二
字
は
か
な
り
強
い
こ
と
ば
で
あ
り
ま
し
て
、
天
神
地
祇
も
お
護
り
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
な
く
、
天
神
地
祇
の
方
が
敬
伏
す
る
と
、
こ
う
言
う
て
あ
る
と
こ
ろ
に
何
か
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
現
生
の
益
と
い

う
の
は
念
仏
の
利
益
で
あ
り
、
現
世
の
利
益
と
い
う
の
は
念
仏
者
の
利
益
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
申
し
ま
す
よ
う
に
、
第
七
章
に
「
念
仏
者
は
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
で
念
仏
者
は
と
い
う
て
あ
る

こ
と
ば
に
つ
き
ま
し
て
、「
者
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
の
者
は
「
は
」
と
も
読
む
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
古
い

書
物
に
は
者
と
い
う
字
を
書
き
消
し
て
、「
は
」
の
字
が
入
れ
て
あ
る
。
こ
の
者
は
「
は
」
と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

本
当
は
者
の
字
は
要
ら
な
い
の
で
あ
る
。
要
ら
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
者
の
字
を
書
い
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
、
た
ま
た
ま
『
歎
異

抄
』
の
第
七
章
で
は
そ
の
字
が
残
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
『
歎
異
抄
』
で
も
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
は
「
者
」
の
字
を
消
し
て
「
は
」
の
字

に
し
て
あ
る
と
こ
ろ
も
多
い
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
う
い
う
こ
と
は
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
。
私
も
知
ら
な
い
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
道
の
研
究
者
か
ら
言
え
ば
そ
う
な
ん
で
あ
ろ
う
。
ま
た

そ
う
で
な
く
と
も
、「
者
」
と
い
う
こ
と
ば
の
上
に
そ
う
重
点
を
置
か
な
い
で
、
念
仏
と
い
う
も
の
は
と
い
う
く
ら
い
に
読
ん
で
然
る
べ

き
で
あ
る
と
、
こ
う
先
輩
の
人
び
と
か
ら
も
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
け
ど
私
に
は
何
か
妙
な
固
執
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
そ
こ
に
は
「
念
仏
者
は
」
で
な
い
と
、
ど
う
も
し
っ
く
り
こ
な
い
。
そ
こ
で
、
念
仏

の
利
益
と
し
て
天
神
地
祇
も
敬
伏
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
大
体
お
か
し
い
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。「
念
仏
者
」、
念
仏
す
る

者
に
対
し
て
な
ら
ば
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
す
る
と
か
、
魔
界
外
道
も
障
碍
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
念
仏

は
」
で
は
、
あ
の
『
歎
異
抄
』
の
箇
條
が
し
っ
く
り
し
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
生
死
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り
と
証
知
せ

し
む
る
の
が
念
仏
の
利
益
で
あ
る
。

　
現
生
十
種
の
益
の
方
は
諸
仏
護
念
の
益
、
諸
仏
称
讃
の
益
、
心
光
常
護
の
益
と
、
み
な
念
仏
の
利
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
念
仏
の

利
益
と
い
う
も
の
は
念
仏
の
内
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
徳
な
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
念
仏
す
る
者
は
そ
の
念
仏
の
徳
を
い
た
だ
い
て
、
そ
し

て
人
生
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
念
仏
の
利
益
は
現
生
の
益
と
現
れ
て
、
人
間
生
活
は
豊
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
念
仏
者
の
利
益
は
そ
う
で
な
く
て
、
本
当
の
意
味
の
独
立
で
あ
る
。
そ
の
余
の
神
や
、
あ
る
い
は
仏
も
入
れ
て
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
当
て
に
す
る
の
で
は
な
い
。
念
仏
者
と
い
う
も
の
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
そ
こ
に
自
分
と
い
う
も
の
を
見

出
す
の
で
あ
っ
て
、
本
当
の
意
味
に
お
い
て
独
立
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
何な

ん

人ぴ
と

に
も
た
よ
ら
な
い
と
い
う
、
本
願
を
た
の
む
と
言
う
の
だ

か
ら
、
本
願
だ
け
に
た
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
。
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
自
身
の
道

を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
と
い
う
と
、
第
七
章
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
何
で
も
念
仏
者
と
い
え
ば
仏
を
た
の
み
、
何
か
の
力
を
当
て
に
す
る
よ
う
に
考
え
ま
す
け
ど
、
そ
う
で
な
い
。

　
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
道
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
道
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
本
当

の
自
分
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
の
で
き
る
道
、
そ
れ
が
現
世
の
利
益
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
。
こ
う
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
う
い
た
し
ま
す
と
、『
般
舟
三
昧
経
』
を
引
い
て
、
仏
法
を
学
ぶ
も
の
は
仏
に
帰
依
し
、
法
に
帰
依
し
、
比
丘
僧
に
帰
依
し
て
、
そ
う

し
て
余
道
に
事
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
引
い
て
あ
る
意
味
が
は
っ
き
り
分
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
（『
聖
典
』
三
六
八
頁
の
意
）。

で
す
か
ら
し
て
、
真
偽
勘
決
の
原
理
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

　
次
に
し
か
ら
ば
ど
ん
な
こ
と
が
こ
の
「
化
身
土
文
類
」「
末
巻
」
に
捉
え
て
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
省
察
の
自
己
と
書
い
て
み
た

の
で
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
観
察
し
、
真
偽
を
勘
決
し
よ
う
と
い
わ
れ
る
教
え
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
「
化
身
土
文
類
」「
末
巻
」
の
全
体
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
全
体
を
見
通
し
ま
す
と
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
第
一
は
自
然
の
事
実
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
ね
、

こ
の
わ
れ
わ
れ
の
置
か
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
天
地
自
然
の
、
現
実
の
実
際
と
い
う
も
の
は
か
く
の
如
き
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　
「
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
）、「
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
の
意
）
と
い
う
こ
と
ば

を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
も
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
あ
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
発
表
し
た
の
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
か
「
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
か
と
い
う
、
そ
の
こ
と
ば
に
相

当
す
る
も
の
が
、
本
文
に
は
出
て
お
ら
な
い
の
で
す
。
出
て
お
る
も
の
は
自
然
の
事
実
、
日
月
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
で

き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
春
夏
秋
冬
と
い
う
の
は
こ
う
い
っ
て
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
自
ず
か
ら
そ
う

い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
地
自
然
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
そ
れ
を
拝

む
と
か
、
あ
る
い
は
日
の
良
し
悪
し
と
か
と
い
う
も
の
は
考
え
る
に
及
ば
な
い
。
日
の
良
し
悪
し
も
い
ず
れ
で
も
い
い
の
で
あ
る
し
、
良

い
日
も
あ
れ
ば
、
悪
い
日
も
あ
る
よ
う
に
で
き
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
『
大
集
月
蔵
経
』、
あ
る
い
は
『
大
集
日
蔵
経
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
引
用
さ
れ

て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
イ
ン
ド
以
来
の
東
洋
の
自
然
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ

う
。
敢
え
て
自
然
科
学
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
み
た
の
で
す
が
、
今
日
で
も
ど
こ
か
に
残
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
今
日
は
何
の
日
だ
っ
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
丑
の
日
だ
と
か
、
辰
の
日
だ
と
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
こ
う
い
う
経
典
は
、
一
つ
の
古
い
古
い

科
学
書
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
『
教
行
信
証
』
に
『
日
蔵
経
』
や
『
月
蔵
経
』
に
説
い
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
古
代
の
天
文
学
と
言
い

ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
書
物
を
手
に
入
れ
て
読
ん
で
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
あ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
年
を
四
季
に
分
け
て
春
夏
秋
冬
と
し
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
十
二
月
を
説
き
、
そ
し
て
こ
の
月
は
こ

の
神
様
が
お
護
り
に
な
る
。
こ
の
日
は
こ
の
神
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
っ

て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
か
ら
日
の
良
し
悪
し
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
説
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
日
は
こ
う
い
う
日
で
あ
り
、
こ
の
月
は
こ
う
い

う
月
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
ず
っ
と
書
き
上
げ
て
あ
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
昔
の
人
の
知
識
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
、
今
日
の
自
然

科
学
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
な
か
ろ
う
か
と
こ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
迷
信
と
無
知
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
、
そ
の
古
い
見
方
、『
日
蔵
経
』
や

『
月
蔵
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ
と
明
瞭
に
言
え
ば
、
太
陽
暦
が
中
心
に
な
っ
て
き
た
時
代
に
お
き
ま
し
て
は
、
太

陰
暦
、
月
を
中
心
と
し
た
暦
は
、
大
体
、
無
知
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
か
ね
。

　
し
か
し
太
陰
暦
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
迷
信
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
迷
信
と
い
う
も
の
と
、

無
知
と
い
う
も
の
と
は
一
応
も
二
応
も
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
迷
信
と
い
う
よ
り
は
、
信
ず
る
よ
り
は

「
心
」
と
い
う
の
が
本
当
で
は
な
い
か
と
言
う
た
方
も
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
心
の
迷
い
、
そ
の
迷
心
と
い
わ
れ
る
も
の
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そ
う
い
た
し
ま
す
と
、『
般
舟
三
昧
経
』
を
引
い
て
、
仏
法
を
学
ぶ
も
の
は
仏
に
帰
依
し
、
法
に
帰
依
し
、
比
丘
僧
に
帰
依
し
て
、
そ
う

し
て
余
道
に
事
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
引
い
て
あ
る
意
味
が
は
っ
き
り
分
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
（『
聖
典
』
三
六
八
頁
の
意
）。

で
す
か
ら
し
て
、
真
偽
勘
決
の
原
理
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

　
次
に
し
か
ら
ば
ど
ん
な
こ
と
が
こ
の
「
化
身
土
文
類
」「
末
巻
」
に
捉
え
て
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
省
察
の
自
己
と
書
い
て
み
た

の
で
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
観
察
し
、
真
偽
を
勘
決
し
よ
う
と
い
わ
れ
る
教
え
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
「
化
身
土
文
類
」「
末
巻
」
の
全
体
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
全
体
を
見
通
し
ま
す
と
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
第
一
は
自
然
の
事
実
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
ね
、

こ
の
わ
れ
わ
れ
の
置
か
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
天
地
自
然
の
、
現
実
の
実
際
と
い
う
も
の
は
か
く
の
如
き
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　
「
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
）、「
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
の
意
）
と
い
う
こ
と
ば

を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
も
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
あ
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
発
表
し
た
の
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
か
「
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
か
と
い
う
、
そ
の
こ
と
ば
に
相

当
す
る
も
の
が
、
本
文
に
は
出
て
お
ら
な
い
の
で
す
。
出
て
お
る
も
の
は
自
然
の
事
実
、
日
月
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
で

き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
春
夏
秋
冬
と
い
う
の
は
こ
う
い
っ
て
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
自
ず
か
ら
そ
う

い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
地
自
然
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
そ
れ
を
拝

む
と
か
、
あ
る
い
は
日
の
良
し
悪
し
と
か
と
い
う
も
の
は
考
え
る
に
及
ば
な
い
。
日
の
良
し
悪
し
も
い
ず
れ
で
も
い
い
の
で
あ
る
し
、
良

い
日
も
あ
れ
ば
、
悪
い
日
も
あ
る
よ
う
に
で
き
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
『
大
集
月
蔵
経
』、
あ
る
い
は
『
大
集
日
蔵
経
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
引
用
さ
れ

て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
イ
ン
ド
以
来
の
東
洋
の
自
然
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ

う
。
敢
え
て
自
然
科
学
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
み
た
の
で
す
が
、
今
日
で
も
ど
こ
か
に
残
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
今
日
は
何
の
日
だ
っ
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
丑
の
日
だ
と
か
、
辰
の
日
だ
と
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
こ
う
い
う
経
典
は
、
一
つ
の
古
い
古
い

科
学
書
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
『
教
行
信
証
』
に
『
日
蔵
経
』
や
『
月
蔵
経
』
に
説
い
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
古
代
の
天
文
学
と
言
い

ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
書
物
を
手
に
入
れ
て
読
ん
で
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
あ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
年
を
四
季
に
分
け
て
春
夏
秋
冬
と
し
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
十
二
月
を
説
き
、
そ
し
て
こ
の
月
は
こ

の
神
様
が
お
護
り
に
な
る
。
こ
の
日
は
こ
の
神
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
っ

て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
か
ら
日
の
良
し
悪
し
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
説
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
日
は
こ
う
い
う
日
で
あ
り
、
こ
の
月
は
こ
う
い

う
月
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
ず
っ
と
書
き
上
げ
て
あ
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
昔
の
人
の
知
識
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
、
今
日
の
自
然

科
学
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
な
か
ろ
う
か
と
こ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
迷
信
と
無
知
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
、
そ
の
古
い
見
方
、『
日
蔵
経
』
や

『
月
蔵
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ
と
明
瞭
に
言
え
ば
、
太
陽
暦
が
中
心
に
な
っ
て
き
た
時
代
に
お
き
ま
し
て
は
、
太

陰
暦
、
月
を
中
心
と
し
た
暦
は
、
大
体
、
無
知
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
か
ね
。

　
し
か
し
太
陰
暦
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
迷
信
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
迷
信
と
い
う
も
の
と
、

無
知
と
い
う
も
の
と
は
一
応
も
二
応
も
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
迷
信
と
い
う
よ
り
は
、
信
ず
る
よ
り
は

「
心
」
と
い
う
の
が
本
当
で
は
な
い
か
と
言
う
た
方
も
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
心
の
迷
い
、
そ
の
迷
心
と
い
わ
れ
る
も
の
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と
、
そ
れ
か
ら
無
知
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
決
し
て
一
つ
で
は
な
い
。
今
日
で
は
無
知
も
迷
心
も
同
じ
も
の
に
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
少
し
失
礼
な
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
的
知
識
と
い
う
も
の
は
絶
え
ず
進
歩
し
て
お
り
ま
す
。

　
私
は
何
十
年
か
前
に
、
京
大
の
あ
る
学
生
さ
ん
、
数
学
を
研
究
し
て
い
る
人
が
ど
う
い
う
ゆ
か
り
で
あ
っ
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
私
を

訪
ね
て
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
と
研
究
の
た
よ
り
に
な
る
こ
と
を
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
彼
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の

で
す
。
私
た
ち
の
習
っ
て
お
る
数
学
は
も
う
十
五
年
以
前
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
十
五
年
以
後
、
今
日
の
数
学
は
う
ん
と
進
ん
で
お
り

ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
ま
だ
知
り
ま
せ
ん
と
言
い
ま
し
た
。
数
学
な
ん
と
い
う
も
の
は
も
う
、
決
ま
っ
て
動
か
な
い
も
の
と
思
う
て
お

り
ま
す
と
き
に
そ
の
話
を
聞
い
て
、
ず
い
ぶ
ん
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
今
日
で
は
そ
ん
な
こ
と
に
驚
く
と
い
う
こ
と

は
よ
っ
ぽ
ど
野
暮
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
こ
の
間
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
数
学
の
教
師
を
し
て
、
久
し
ぶ
り
に
日
本
に
帰
っ
て
き
た
若
い
人
の
話
が
出
て
お

り
ま
し
た
よ
ね
。
本
当
に
日
に
日
に
研
究
が
進
む
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
そ
う
し
ま
す
と
あ
あ
い
う
知
識
と
い
う
も
の
は
も
う
、
そ
う
進

む
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
進
む
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
況
ん
や
、
自
然
科
学
の
知
識
で
す
ね
。
私
た

ち
は
実
際
に
分
か
っ
て
い
る
の
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
前
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
新
物
理
学
な
ど
は
こ
と
ば
だ
け
は
知
っ
て
お
り
ま
し
て
も
、

実
際
、
ど
う
な
っ
て
お
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

　
だ
か
ら
今
日
、
そ
れ
が
間
違
い
の
な
い
こ
と
だ
と
思
う
て
も
、
し
ば
ら
く
後
に
な
る
と
い
う
と
そ
れ
が
ま
た
取
り
消
さ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
だ
か
ら
皮
肉
を
言
う
と
科
学
的
知
識
ほ
ど
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
言
う
た
人
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
か
そ
う
も
言
え
な
い

の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
点
か
ら
言
え
ば
無
知
で
あ
る
。
私
た
ち
も
み
な
無
知
で
あ
る
。
し
か
し
無
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
迷
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。

　
そ
れ
は
古
い
、
こ
の
太
陰
暦
、
月
を
中
心
と
す
る
暦
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
る
人
は
迷
心
だ
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
少
々
無

理
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
の
世
の
中
か
ら
迷
心
を
な
く
し
よ
う
と
い
う
こ
と
と
、
無
知
を
な
く
し
よ
う
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
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迷
心
を
な
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
家
の
仕
事
で
あ
る
に
し
ま
し
て
も
、
無
知
を
な
く
す
る
こ
と
は
科
学
者
の
仕
事
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
無
知
で
あ
る
こ
と
ま
で
宗
教
家
の
責
任
に
し
て
考
え
て
、
そ
し
て
無
知
と
迷
心
と
を
混
乱
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
も

の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
真
面
目
な
真
宗
信
者
で
あ
り
な
が
ら
ど
う
か
な
と
思
う
、
ま
あ
一
口
に
言
う
て
見
れ
ば
迷
心
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
や

っ
て
お
ら
れ
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
私
は
す
ぐ
咎
め
る
こ
と
は
無
理
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
科
学
的
知
識
の
な
い
も
の
で

も
、
今
日
は
丑
の
日
だ
、
今
日
は
辰
の
日
だ
と
言
う
て
る
人
だ
っ
て
、
本
当
に
念
仏
信
者
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
理
屈
は
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
丑
の
日
だ
、
辰
の
日
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
の
気
が
か
り
を
す
る
。
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
、
い
ろ

い
ろ
の
生
活
上
の
迷
い
を
生
ず
る
に
初
め
て
迷
心
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
迷
心
は
知
識
人
と
い
え
ど
も
免
れ
な
い
。

　
だ
か
ら
、
逆
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
学
識
経
験
者
と
言
わ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
ね
、
そ
う
い

う
人
は
確
か
に
無
知
で
は
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
い
う
人
だ
っ
て
迷
心
が
な
い
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
心
に
迷
い
、

行
に
迷
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
人
に
も
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
か
ら
し
て
、
無
知
な
る
も
の
は
必
ず
し
も
迷
心
で
は
な
く
、
知
識
人
は
必
ず
し
も
有
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
素
直
に
古
い
暦
の
こ
と
を
『
日
蔵
経
』
や
『
月

蔵
経
』
に
よ
っ
て
述
べ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
だ
か
ら
し
て
、
た
だ
そ
れ
に
随

順
し
て
い
く
、
そ
れ
が
本
当
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
の
ご
祈
祷
な
ど
を
す
る
の
は
無
用
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

三

　
第
二
に
、「
末
巻
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
迷
心
の
わ
ざ
わ
い
で
す
。
そ
の
日
の
良
し
悪
し
に
よ
っ
て
、
良
い
こ
と
が
あ
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と
、
そ
れ
か
ら
無
知
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
決
し
て
一
つ
で
は
な
い
。
今
日
で
は
無
知
も
迷
心
も
同
じ
も
の
に
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
少
し
失
礼
な
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
的
知
識
と
い
う
も
の
は
絶
え
ず
進
歩
し
て
お
り
ま
す
。

　
私
は
何
十
年
か
前
に
、
京
大
の
あ
る
学
生
さ
ん
、
数
学
を
研
究
し
て
い
る
人
が
ど
う
い
う
ゆ
か
り
で
あ
っ
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
私
を

訪
ね
て
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
と
研
究
の
た
よ
り
に
な
る
こ
と
を
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
彼
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の

で
す
。
私
た
ち
の
習
っ
て
お
る
数
学
は
も
う
十
五
年
以
前
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
十
五
年
以
後
、
今
日
の
数
学
は
う
ん
と
進
ん
で
お
り

ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
ま
だ
知
り
ま
せ
ん
と
言
い
ま
し
た
。
数
学
な
ん
と
い
う
も
の
は
も
う
、
決
ま
っ
て
動
か
な
い
も
の
と
思
う
て
お

り
ま
す
と
き
に
そ
の
話
を
聞
い
て
、
ず
い
ぶ
ん
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
今
日
で
は
そ
ん
な
こ
と
に
驚
く
と
い
う
こ
と

は
よ
っ
ぽ
ど
野
暮
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
こ
の
間
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
数
学
の
教
師
を
し
て
、
久
し
ぶ
り
に
日
本
に
帰
っ
て
き
た
若
い
人
の
話
が
出
て
お

り
ま
し
た
よ
ね
。
本
当
に
日
に
日
に
研
究
が
進
む
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
そ
う
し
ま
す
と
あ
あ
い
う
知
識
と
い
う
も
の
は
も
う
、
そ
う
進

む
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
進
む
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
況
ん
や
、
自
然
科
学
の
知
識
で
す
ね
。
私
た

ち
は
実
際
に
分
か
っ
て
い
る
の
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
前
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
新
物
理
学
な
ど
は
こ
と
ば
だ
け
は
知
っ
て
お
り
ま
し
て
も
、

実
際
、
ど
う
な
っ
て
お
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

　
だ
か
ら
今
日
、
そ
れ
が
間
違
い
の
な
い
こ
と
だ
と
思
う
て
も
、
し
ば
ら
く
後
に
な
る
と
い
う
と
そ
れ
が
ま
た
取
り
消
さ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
だ
か
ら
皮
肉
を
言
う
と
科
学
的
知
識
ほ
ど
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
言
う
た
人
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
か
そ
う
も
言
え
な
い

の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
点
か
ら
言
え
ば
無
知
で
あ
る
。
私
た
ち
も
み
な
無
知
で
あ
る
。
し
か
し
無
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
迷
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。

　
そ
れ
は
古
い
、
こ
の
太
陰
暦
、
月
を
中
心
と
す
る
暦
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
る
人
は
迷
心
だ
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
少
々
無

理
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
の
世
の
中
か
ら
迷
心
を
な
く
し
よ
う
と
い
う
こ
と
と
、
無
知
を
な
く
し
よ
う
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
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迷
心
を
な
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
家
の
仕
事
で
あ
る
に
し
ま
し
て
も
、
無
知
を
な
く
す
る
こ
と
は
科
学
者
の
仕
事
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
無
知
で
あ
る
こ
と
ま
で
宗
教
家
の
責
任
に
し
て
考
え
て
、
そ
し
て
無
知
と
迷
心
と
を
混
乱
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
も

の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
真
面
目
な
真
宗
信
者
で
あ
り
な
が
ら
ど
う
か
な
と
思
う
、
ま
あ
一
口
に
言
う
て
見
れ
ば
迷
心
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
や

っ
て
お
ら
れ
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
私
は
す
ぐ
咎
め
る
こ
と
は
無
理
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
科
学
的
知
識
の
な
い
も
の
で

も
、
今
日
は
丑
の
日
だ
、
今
日
は
辰
の
日
だ
と
言
う
て
る
人
だ
っ
て
、
本
当
に
念
仏
信
者
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
理
屈
は
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
丑
の
日
だ
、
辰
の
日
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
の
気
が
か
り
を
す
る
。
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
、
い
ろ

い
ろ
の
生
活
上
の
迷
い
を
生
ず
る
に
初
め
て
迷
心
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
迷
心
は
知
識
人
と
い
え
ど
も
免
れ
な
い
。

　
だ
か
ら
、
逆
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
学
識
経
験
者
と
言
わ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
ね
、
そ
う
い

う
人
は
確
か
に
無
知
で
は
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
い
う
人
だ
っ
て
迷
心
が
な
い
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
心
に
迷
い
、

行
に
迷
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
人
に
も
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
か
ら
し
て
、
無
知
な
る
も
の
は
必
ず
し
も
迷
心
で
は
な
く
、
知
識
人
は
必
ず
し
も
有
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
素
直
に
古
い
暦
の
こ
と
を
『
日
蔵
経
』
や
『
月

蔵
経
』
に
よ
っ
て
述
べ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
だ
か
ら
し
て
、
た
だ
そ
れ
に
随

順
し
て
い
く
、
そ
れ
が
本
当
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
の
ご
祈
祷
な
ど
を
す
る
の
は
無
用
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

三

　
第
二
に
、「
末
巻
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
迷
心
の
わ
ざ
わ
い
で
す
。
そ
の
日
の
良
し
悪
し
に
よ
っ
て
、
良
い
こ
と
が
あ
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る
と
か
、
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
し
、
あ
る
い
は
お
祈
り
な
ど
を
す
る
。
そ
こ
に
迷
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

そ
の
迷
心
の
わ
ざ
わ
い
と
い
う
も
の
を
、
か
な
り
強
く
説
い
て
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
一
言
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
そ
の
鬼
神
に
事
う
る
も
の
は
却
っ
て
鬼
神
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
神
様
を
信
じ
る
ぞ
と
か
、
こ
の
魔
除
け
を
す
る
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
が
、
結
局
悪
魔
に
し
ば
ら
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
鬼

神
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
々
こ
と
を
挙
げ
ま
せ
ん
が
、
迷
心
に
お
け
る
禍
害
と
い
う
も
の
を
か
な
り

強
く
説
い
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
言
い
残
し
て
い
ま
し
た
が
、
宗
祖
が
比
叡
山
か
ら
出
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
こ
の
迷
心
的
な
も
の
、
仏
法
に
帰
依

し
て
お
る
人
も
、「
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
」（「
正
像
末
和
讃
」『
聖
典
』
五
〇
九
頁
）
と
い
う
こ
と
を
見
る
に
た
え
か
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
内
に
自
ら
を
省
み
て
、
聖
道
の
修
行
が
で
き
が
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
外ほ

か

に
教
界
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
、
な
ん
で
仏
教
だ
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
比
叡
山
は
仏
教
の
道
場
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
事
実
は

祈
願
し
て
お
る
よ
り
ほ
か
何
も
な
い
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
で
は
仏
教
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
お
る
に
た
え
な
い
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
自
分
は
聖
道
の
修
行
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
の
比
叡
山
で
勉
強
す
る
資
格
が
な
い
と
、
自
分
の
よ
う
な
も
の
は
こ
こ
で
修
行
す

る
資
格
が
な
い
と
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
実
際
の
状
態
を
見
る
と
い
う
と
た
え

ら
れ
な
い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
お
る
こ
と
は
た
え
ら
れ
な
い
と
い
う
感
情
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
、
な
か
れ
、
な
か
れ
、
得

ざ
れ
、
得
ざ
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
祈
願
祈
祷
で
果
て
て
お
る
教
界
の
状
勢
を
見
て
は
、
そ
れ
が
人
間
に
幸
福
を
与
え
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
わ
ざ
わ
い
を

し
か
与
え
て
お
ら
な
い
と
い
う
実
際
を
見
て
、
そ
し
て
あ
の
「
化
身
土
文
類
」
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
の
教
団
で
も
似
た
よ
う
な
こ
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
資
格
が
な
い
。
顧
み
て
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
同
時
に

109

目
を
開
い
て
み
て
、
こ
れ
は
た
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
『
教
行
信
証
』
を
ず
っ
と
見
ま
す
と
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
的
な
事
実
を
挙
げ
て
、
は
じ

め
の
方
に
は
『
日
蔵
経
』『
月
蔵
経
』
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
春
は
こ
の
神
様
、
夏
は
こ
の
神
様
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
い
て
あ
る

よ
う
な
こ
と
が
い
か
に
も
平
和
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
が
進
む
と
い
う
と
、
こ
れ
が
祈
願
祈
祷
に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
わ

ざ
わ
い
を
強
く
説
い
て
あ
る
こ
と
が
目
に
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。

四

　
そ
れ
か
ら
最
後
へ
行
き
ま
す
と
い
う
と
、
今
度
純
粋
に
外
道
の
批
判
が
出
て
く
る
。「
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
い
う
こ
と

を
言
う
て
あ
り
ま
す
る
。
こ
の
「
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
全
体
的
に
言
う
た
の
で
あ
っ
て
、
天
を

拝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
鬼
神
を
拝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
三
つ
が
そ
の
内
容
で
あ
る
と
、

こ
う
久
し
く
考
え
て
き
ま
し
た
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
発
表
も
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
別
に
ま
と
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
言
う
て
あ
る
こ
と

ば
が
で
す
ね
。
ま
た
そ
の
こ
と
ば
と
し
て
独
立
し
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
余
道
に
事
う
る
を
得
ざ
れ
と
い
う
こ
と
と
、
そ

れ
か
ら
「
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
い
う
三
つ
に
加
え
て
、
四
つ
の
得
ざ
れ
が
あ
る
の
だ
と
見
た
方
が
『
教
行
信
証
』
に
親
し
い

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
、
終
わ
り
の
方
に
行
き
ま
す
と
も
っ
ぱ
ら
外
道
の
批
判
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
外
道
の
批
判
は
主
と

し
て
『
弁
正
論
』。『
弁
正
論
』
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
こ
の
『
弁
正
論
』
と
い
う
も
の
は
何
か
非
常
に
読
み
に
く
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
京
大
に
お
ら
れ
る
武
内
義
範
の
親
が
、
仙
台
に
お
ら
れ
ま
し
て
、
非
常
に
篤
学
の
人
で
、『
弁
正
論
』
に
つ
い
て
も
特
別
の
研
究
を
せ
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る
と
か
、
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
し
、
あ
る
い
は
お
祈
り
な
ど
を
す
る
。
そ
こ
に
迷
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

そ
の
迷
心
の
わ
ざ
わ
い
と
い
う
も
の
を
、
か
な
り
強
く
説
い
て
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
一
言
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
そ
の
鬼
神
に
事
う
る
も
の
は
却
っ
て
鬼
神
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
神
様
を
信
じ
る
ぞ
と
か
、
こ
の
魔
除
け
を
す
る
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
が
、
結
局
悪
魔
に
し
ば
ら
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
鬼

神
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
々
こ
と
を
挙
げ
ま
せ
ん
が
、
迷
心
に
お
け
る
禍
害
と
い
う
も
の
を
か
な
り

強
く
説
い
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
言
い
残
し
て
い
ま
し
た
が
、
宗
祖
が
比
叡
山
か
ら
出
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
こ
の
迷
心
的
な
も
の
、
仏
法
に
帰
依

し
て
お
る
人
も
、「
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
」（「
正
像
末
和
讃
」『
聖
典
』
五
〇
九
頁
）
と
い
う
こ
と
を
見
る
に
た
え
か
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
内
に
自
ら
を
省
み
て
、
聖
道
の
修
行
が
で
き
が
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
外ほ

か

に
教
界
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
、
な
ん
で
仏
教
だ
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
比
叡
山
は
仏
教
の
道
場
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
事
実
は

祈
願
し
て
お
る
よ
り
ほ
か
何
も
な
い
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
で
は
仏
教
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
お
る
に
た
え
な
い
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
自
分
は
聖
道
の
修
行
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
の
比
叡
山
で
勉
強
す
る
資
格
が
な
い
と
、
自
分
の
よ
う
な
も
の
は
こ
こ
で
修
行
す

る
資
格
が
な
い
と
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
実
際
の
状
態
を
見
る
と
い
う
と
た
え

ら
れ
な
い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
お
る
こ
と
は
た
え
ら
れ
な
い
と
い
う
感
情
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
、
な
か
れ
、
な
か
れ
、
得

ざ
れ
、
得
ざ
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
祈
願
祈
祷
で
果
て
て
お
る
教
界
の
状
勢
を
見
て
は
、
そ
れ
が
人
間
に
幸
福
を
与
え
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
わ
ざ
わ
い
を

し
か
与
え
て
お
ら
な
い
と
い
う
実
際
を
見
て
、
そ
し
て
あ
の
「
化
身
土
文
類
」
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
の
教
団
で
も
似
た
よ
う
な
こ
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
資
格
が
な
い
。
顧
み
て
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
同
時
に
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目
を
開
い
て
み
て
、
こ
れ
は
た
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
『
教
行
信
証
』
を
ず
っ
と
見
ま
す
と
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
的
な
事
実
を
挙
げ
て
、
は
じ

め
の
方
に
は
『
日
蔵
経
』『
月
蔵
経
』
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
春
は
こ
の
神
様
、
夏
は
こ
の
神
様
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
い
て
あ
る

よ
う
な
こ
と
が
い
か
に
も
平
和
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
が
進
む
と
い
う
と
、
こ
れ
が
祈
願
祈
祷
に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
わ

ざ
わ
い
を
強
く
説
い
て
あ
る
こ
と
が
目
に
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。

四

　
そ
れ
か
ら
最
後
へ
行
き
ま
す
と
い
う
と
、
今
度
純
粋
に
外
道
の
批
判
が
出
て
く
る
。「
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
い
う
こ
と

を
言
う
て
あ
り
ま
す
る
。
こ
の
「
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
全
体
的
に
言
う
た
の
で
あ
っ
て
、
天
を

拝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
鬼
神
を
拝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
三
つ
が
そ
の
内
容
で
あ
る
と
、

こ
う
久
し
く
考
え
て
き
ま
し
た
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
発
表
も
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
別
に
ま
と
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
言
う
て
あ
る
こ
と

ば
が
で
す
ね
。
ま
た
そ
の
こ
と
ば
と
し
て
独
立
し
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
余
道
に
事
う
る
を
得
ざ
れ
と
い
う
こ
と
と
、
そ

れ
か
ら
「
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
い
う
三
つ
に
加
え
て
、
四
つ
の
得
ざ
れ
が
あ
る
の
だ
と
見
た
方
が
『
教
行
信
証
』
に
親
し
い

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
、
終
わ
り
の
方
に
行
き
ま
す
と
も
っ
ぱ
ら
外
道
の
批
判
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
外
道
の
批
判
は
主
と

し
て
『
弁
正
論
』。『
弁
正
論
』
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
こ
の
『
弁
正
論
』
と
い
う
も
の
は
何
か
非
常
に
読
み
に
く
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
京
大
に
お
ら
れ
る
武
内
義
範
の
親
が
、
仙
台
に
お
ら
れ
ま
し
て
、
非
常
に
篤
学
の
人
で
、『
弁
正
論
』
に
つ
い
て
も
特
別
の
研
究
を
せ
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ら
れ
た
も
の
が
、『
大
谷
学
報
』
の
前
身
、『
無
尽
灯
』
か
何
か
に
発
表
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（「『
教
行
信
証
』
所
引
『
辯
正
論
』
に

就
き
て
」『
大
谷
学
報
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
一
九
三
一
年
）。
私
は
、
あ
の
『
講
読
』
を
書
き
ま
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
を
読
ん
で
大
い
に
啓

発
さ
れ
て
、
こ
う
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
の
で
あ
の
『
講
読
』
の
方
で
も
、

そ
の
指
導
に
よ
っ
て
書
き
ま
し
た
。
何
か
古
い
本
と
い
う
も
の
は
、
何
か
い
ろ
ん
な
こ
と
で
読
み
に
く
く
な
っ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す

る
が
、
そ
の
論
文
は
「
そ
れ
は
そ
う
で
あ
っ
た
か
」
と
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
れ
を
こ
う
見
ま
す
と
、
も
っ
ぱ
ら
道
教
の
批
判
。
道
教
、
老
子
。
老
子
の
教
え
が
、
老
子
の
教
え
そ
の
も
の
は
一
つ
の
哲
学
な
の
で

し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
道
教
と
い
う
も
の
に
変
わ
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
の
道
教
と
い
う
の
が
、
い
わ
ば
怪
力
乱
神
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま

す
る
が
、
妙
な
こ
と
を
説
い
て
、
そ
し
て
妙
な
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
末
巻
」
を
お
読
み
に
な
る
と
、
よ
く
分
か
る
。
奇
怪
至

極
な
こ
と
を
言
う
と
、
た
だ
人
を
惑
わ
す
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
い
う
こ
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
道
教
が
批
判
し
て
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
道
教
的
な
思
想
と
い
う
も
の
が
日
本
人
に
相
当
に
食
い
入
っ
て
お
る
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
外

道
の
思
想
で
あ
る
と
、
こ
う
申
し
ま
し
て
も
、
天
神
が
お
護
り
に
な
る
と
か
、
あ
る
い
は
魔
が
さ
ま
た
げ
る
と
か
と
い
う
ふ
う
な
も
の
だ

け
で
な
し
に
、
こ
と
に
仏
教
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
道
教
の
教
え
は
、
釈
迦
と
老
子
と
比
較
し
て
、
そ
し
て
釈
迦
よ
り
は
老
子
の
方
が

偉
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
い
て
あ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
奇
怪
至
極
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
批
判
さ
れ
て
当
然
な
こ
と

な
ん
で
す
が
、
た
だ
陰
で
儒
教
を
も
、
孔
子
の
教
え
を
も
外
道
と
し
て
、
兼
ね
て
批
判
し
て
あ
る
。

　
こ
れ
は
孔
子
の
教
え
と
い
う
よ
う
な
儒
教
、
儒
教
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
も
青
年
時
代
に
は
儒
教

の
書
物
に
は
ず
い
ぶ
ん
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
近
頃
、
陽
明
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
復
活
し
て
お
り
ま
す
る
が
、
陽
明
学
と

い
う
の
が
非
常
に
い
い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
も
ず
い
ぶ
ん
陽
明
学
の
書
物
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
で
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
中
江
藤
樹
、
そ
れ
か
ら
熊
沢
蕃
山
、
大
塩
平
八
郎
、
そ
う
い
う
よ
う
な
人
び
と
が
お
り
ま
し
て
、
そ
れ

ら
の
書
物
は
わ
れ
わ
れ
の
修
養
の
た
め
に
は
た
い
へ
ん
に
良
い
本
で
あ
り
ま
す
。
何
か
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
私
た
ち
の
教
養
と
し
て
考
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え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
宗
祖
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
、
老
子
の
教
え
と
ひ
っ
く
る
め
て
、
ま
た
兼
ね
て
孔
子
の
教

え
も
批
判
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
批
判
は
、
そ
れ
ら
が
目
の
前
の
こ
と
だ
け
を
問
題
と
し
て
お
っ
て
、
そ
し
て
本
当
に
永
遠
の
ま
な
こ
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
の

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
昔
、
南
條
文
雄
と
い
う
先
生
が
お
り
ま
し
て
、
笑
い
話
と
言
う
て
は
先
生
、
怒
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
け
ど
、
た
だ
聞
い
た
私
た
ち
は

笑
い
話
と
し
て
よ
く
聞
い
た
も
の
で
す
が
、
あ
る
儒
者
が
釈
迦
と
孔
子
と
相
撲
を
取
っ
た
絵
を
描
い
て
、
そ
の
中
で
釈
迦
が
負
け
て
倒
れ

て
い
て
孔
子
が
手
を
挙
げ
て
い
る
。
相
撲
を
取
ら
せ
れ
ば
釈
迦
の
方
が
負
け
だ
と
い
う
絵
を
描
い
た
。
そ
し
て
仏
教
者
の
所
へ
持
っ
て
き

て
、
こ
れ
に
讃
を
せ
よ
と
言
う
た
。
そ
し
た
ら
仏
教
の
坊
さ
ん
、
偉
い
坊
さ
ん
で
さ
っ
そ
く
筆
を
取
っ
て
、「
孔
子
三
世
を
知
ら
ず
、
釈

迦
絶
倒
し
て
こ
れ
を
笑
う
」
と
書
い
た
。
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
ね
。

　
孔
子
は
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
で
三
世
の
こ
と
を
知
ら
な
い
。
お
釈
迦
さ
ま
は
お
か
し
く

て
た
ま
ら
な
い
か
ら
、
ひ
っ
く
り
返
っ
て
笑
っ
て
お
る
の
だ
と
い
う
。「
孔
子
三
世
を
知
ら
ず
、
釈
迦
絶
倒
し
て
こ
れ
を
笑
う
」
と
。
南

條
先
生
か
ら
そ
の
話
を
聞
く
と
、
い
つ
も
笑
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
、
笑
い
話
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

『
教
行
信
証
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
祖
師
の
批
評
の
中
に
も
、
た
だ
目
の
前
の
こ
と
だ
け
し
か
考
え
な
い
、
現
実
、
現
実
と
い
っ
て
、
現
実
の
人
生
の
中
の
こ
と

し
か
考
え
て
お
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
で
本
当
の
こ
と
を
分
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
親
し

い
も
の
と
憎
い
も
の
と
を
問
題
に
し
て
、
彼
は
親
し
く
、
彼
は
疎
い
と
い
う
場
合
、
こ
と
に
孔
子
の
教
え
は
、
親
よ
り
疎
に
及
べ
と
い
う

こ
と
で
す
。
身
内
の
親
し
い
も
の
か
ら
、
そ
の
感
じ
を
す
べ
て
に
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
儒
教
の
教
え
で
す
。

　
け
れ
ど
も
、「
識
体
、
六
趣
に
輪
回
す
」（『
聖
典
』
三
九
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
と
い
う
も
の
は
輪
廻
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
る
と
き
は
敵
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
味
方
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
親
し
み
、
あ
る
と
き
は
仇
と
な
る
。｢

た
れ
か
怨
親
を
弁
え
ん｣
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ら
れ
た
も
の
が
、『
大
谷
学
報
』
の
前
身
、『
無
尽
灯
』
か
何
か
に
発
表
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（「『
教
行
信
証
』
所
引
『
辯
正
論
』
に

就
き
て
」『
大
谷
学
報
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
一
九
三
一
年
）。
私
は
、
あ
の
『
講
読
』
を
書
き
ま
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
を
読
ん
で
大
い
に
啓

発
さ
れ
て
、
こ
う
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
の
で
あ
の
『
講
読
』
の
方
で
も
、

そ
の
指
導
に
よ
っ
て
書
き
ま
し
た
。
何
か
古
い
本
と
い
う
も
の
は
、
何
か
い
ろ
ん
な
こ
と
で
読
み
に
く
く
な
っ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す

る
が
、
そ
の
論
文
は
「
そ
れ
は
そ
う
で
あ
っ
た
か
」
と
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
れ
を
こ
う
見
ま
す
と
、
も
っ
ぱ
ら
道
教
の
批
判
。
道
教
、
老
子
。
老
子
の
教
え
が
、
老
子
の
教
え
そ
の
も
の
は
一
つ
の
哲
学
な
の
で

し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
道
教
と
い
う
も
の
に
変
わ
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
の
道
教
と
い
う
の
が
、
い
わ
ば
怪
力
乱
神
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま

す
る
が
、
妙
な
こ
と
を
説
い
て
、
そ
し
て
妙
な
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
末
巻
」
を
お
読
み
に
な
る
と
、
よ
く
分
か
る
。
奇
怪
至

極
な
こ
と
を
言
う
と
、
た
だ
人
を
惑
わ
す
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
い
う
こ
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
道
教
が
批
判
し
て
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
道
教
的
な
思
想
と
い
う
も
の
が
日
本
人
に
相
当
に
食
い
入
っ
て
お
る
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
外

道
の
思
想
で
あ
る
と
、
こ
う
申
し
ま
し
て
も
、
天
神
が
お
護
り
に
な
る
と
か
、
あ
る
い
は
魔
が
さ
ま
た
げ
る
と
か
と
い
う
ふ
う
な
も
の
だ

け
で
な
し
に
、
こ
と
に
仏
教
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
道
教
の
教
え
は
、
釈
迦
と
老
子
と
比
較
し
て
、
そ
し
て
釈
迦
よ
り
は
老
子
の
方
が

偉
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
い
て
あ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
奇
怪
至
極
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
批
判
さ
れ
て
当
然
な
こ
と

な
ん
で
す
が
、
た
だ
陰
で
儒
教
を
も
、
孔
子
の
教
え
を
も
外
道
と
し
て
、
兼
ね
て
批
判
し
て
あ
る
。

　
こ
れ
は
孔
子
の
教
え
と
い
う
よ
う
な
儒
教
、
儒
教
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
も
青
年
時
代
に
は
儒
教

の
書
物
に
は
ず
い
ぶ
ん
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
近
頃
、
陽
明
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
復
活
し
て
お
り
ま
す
る
が
、
陽
明
学
と

い
う
の
が
非
常
に
い
い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
も
ず
い
ぶ
ん
陽
明
学
の
書
物
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
で
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
中
江
藤
樹
、
そ
れ
か
ら
熊
沢
蕃
山
、
大
塩
平
八
郎
、
そ
う
い
う
よ
う
な
人
び
と
が
お
り
ま
し
て
、
そ
れ

ら
の
書
物
は
わ
れ
わ
れ
の
修
養
の
た
め
に
は
た
い
へ
ん
に
良
い
本
で
あ
り
ま
す
。
何
か
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
私
た
ち
の
教
養
と
し
て
考
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え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
宗
祖
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
、
老
子
の
教
え
と
ひ
っ
く
る
め
て
、
ま
た
兼
ね
て
孔
子
の
教

え
も
批
判
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
批
判
は
、
そ
れ
ら
が
目
の
前
の
こ
と
だ
け
を
問
題
と
し
て
お
っ
て
、
そ
し
て
本
当
に
永
遠
の
ま
な
こ
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
の

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
昔
、
南
條
文
雄
と
い
う
先
生
が
お
り
ま
し
て
、
笑
い
話
と
言
う
て
は
先
生
、
怒
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
け
ど
、
た
だ
聞
い
た
私
た
ち
は

笑
い
話
と
し
て
よ
く
聞
い
た
も
の
で
す
が
、
あ
る
儒
者
が
釈
迦
と
孔
子
と
相
撲
を
取
っ
た
絵
を
描
い
て
、
そ
の
中
で
釈
迦
が
負
け
て
倒
れ

て
い
て
孔
子
が
手
を
挙
げ
て
い
る
。
相
撲
を
取
ら
せ
れ
ば
釈
迦
の
方
が
負
け
だ
と
い
う
絵
を
描
い
た
。
そ
し
て
仏
教
者
の
所
へ
持
っ
て
き

て
、
こ
れ
に
讃
を
せ
よ
と
言
う
た
。
そ
し
た
ら
仏
教
の
坊
さ
ん
、
偉
い
坊
さ
ん
で
さ
っ
そ
く
筆
を
取
っ
て
、「
孔
子
三
世
を
知
ら
ず
、
釈

迦
絶
倒
し
て
こ
れ
を
笑
う
」
と
書
い
た
。
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
ね
。

　
孔
子
は
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
で
三
世
の
こ
と
を
知
ら
な
い
。
お
釈
迦
さ
ま
は
お
か
し
く

て
た
ま
ら
な
い
か
ら
、
ひ
っ
く
り
返
っ
て
笑
っ
て
お
る
の
だ
と
い
う
。「
孔
子
三
世
を
知
ら
ず
、
釈
迦
絶
倒
し
て
こ
れ
を
笑
う
」
と
。
南

條
先
生
か
ら
そ
の
話
を
聞
く
と
、
い
つ
も
笑
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
、
笑
い
話
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

『
教
行
信
証
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
祖
師
の
批
評
の
中
に
も
、
た
だ
目
の
前
の
こ
と
だ
け
し
か
考
え
な
い
、
現
実
、
現
実
と
い
っ
て
、
現
実
の
人
生
の
中
の
こ
と

し
か
考
え
て
お
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
で
本
当
の
こ
と
を
分
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
親
し

い
も
の
と
憎
い
も
の
と
を
問
題
に
し
て
、
彼
は
親
し
く
、
彼
は
疎
い
と
い
う
場
合
、
こ
と
に
孔
子
の
教
え
は
、
親
よ
り
疎
に
及
べ
と
い
う

こ
と
で
す
。
身
内
の
親
し
い
も
の
か
ら
、
そ
の
感
じ
を
す
べ
て
に
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
儒
教
の
教
え
で
す
。

　
け
れ
ど
も
、「
識
体
、
六
趣
に
輪
回
す
」（『
聖
典
』
三
九
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
と
い
う
も
の
は
輪
廻
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
る
と
き
は
敵
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
味
方
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
親
し
み
、
あ
る
と
き
は
仇
と
な
る
。｢

た
れ
か
怨
親
を
弁
え
ん｣
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（『
聖
典
』
三
九
二
頁
）
そ
の
長
い
目
で
見
れ
ば
、
親
し
い
、
憎
い
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
い
い
か
げ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ

う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

　
そ
れ
を
、
先
日
は
私
が
話
し
た
意
味
で
解
釈
す
れ
ば
、
要
す
る
に
世
間
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
現
実
人
世
、
現
実
人
世
と
言
っ

て
お
っ
て
、
も
う
少
し
長
い
目
を
も
っ
て
、
も
う
少
し
永
遠
の
ま
な
こ
を
も
っ
て
、
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
と
も
に
、

そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
外
の
解
脱
、
周
囲
の
事
情
さ
え
改
ま
れ
ば
と
い
う
と
こ
ろ
へ
解
脱
が
捉
え
ら
れ
て
、
本
当
に
自
覚
の
道
と
い
う
も
の
を

見
い
だ
せ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
さ
れ
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

　
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
の
「
化
身
土
文
類
」
の｢

末
巻｣

と
い
う
の
は
案
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
一
巻
で
あ

る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。

五

　
最
後
に
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、｢

さ
さ
ぐ｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』
全
体
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

こ
の
書
物
は
い
っ
た
い
誰
に
さ
さ
げ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。
さ
さ
げ
る
と
い
う
こ
と
ば
と
い
う
の
は
、
い
ま
で
も
そ
う
い
う
本

が
ま
れ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
私
ど
も
青
年
時
に
読
ん
だ
本
な
ど
に
よ
く
「
さ
さ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
ば
│
「
こ
の
書
を
亡
き
親
に
さ
さ

ぐ
」
と
か
、「
こ
の
書
を
亡
き
妻
に
さ
さ
ぐ
」
と
か
│
こ
の
「
さ
さ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
巻
を
開
い
た
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
る
。
そ
う

す
れ
ば
『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
が
、
も
し
親
鸞
聖
人
が
誰
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
書
き
に
な
る
と
し
ま
す
れ
ば
、
誰
な

ん
だ
ろ
う
か
な
。

　
そ
ん
な
こ
と
は
、「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
言
う
て
あ
る
か
ら
し
て
、
別
に
誰
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
前
な
る
者
は
後
を
導
き
、
後
な

る
者
は
前
を
訪
っ
て
、
展
転
し
て
窮
ま
り
な
か
れ
。
こ
の
書
を
見
聞
せ
ん
も
の
は
、
信
順
を
因
と
し
、
疑
謗
を
縁
と
せ
よ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
し
て
、
強
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
仏
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
道
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に
帰
し
た
有
縁
の
人
び
と
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
。

　
だ
か
ら
さ
さ
ぐ
る
と
い
う
い
う
こ
と
は
、
余
計
な
こ
と
を
金
子
式
に
考
え
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
た
だ
そ
の
さ

さ
ぐ
と
い
う
こ
と
ば
が
多
く
の
書
物
に
あ
る
の
で
、
も
し
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
を
さ
さ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、「
化
身
土

巻
」
の｢

末
巻｣

に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
第
一
に
分
か
る
こ
と
は
聖
徳
太
子
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
っ
た
い
、
聖
徳
太
子
和
讃
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
祖
師
は
聖
徳
太
子
に
深
き
敬
意
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
『
教
行
信
証
』
の
ど
こ
に
も
太
子
の
こ
と
ば
を
一
言
も
引
い
て
い
な
い
。
け
れ
ど
あ
れ
だ
け
聖
徳
太
子
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
宗
祖
で
あ
る
か
ら
、『
教
行
信
証
』
に
一
言
も
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
太
子
崇
拝
と
い
う
の
は

別
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

　
そ
う
し
ま
す
と
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」（「
十
七
条
憲
法
」『
聖
典
』
九
六
三
頁
）
と
言
っ
て
、
そ
し
て
自
ら
在
家
の
立
場
に
立
っ
て
、「
篤

く
三
宝
を
敬
え
」
と
言
わ
れ
た
和
国
の
教
主
が
、
こ
の
「
末
巻
」
の
は
じ
め
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
│
「
優
婆
夷
、
こ
の
三
昧
を
聞
き

て
学
ば
ん
と
欲
す
る
者
は
」「
仏
に
帰
命
せ
よ
、
法
に
帰
命
せ
よ
、
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
の
意
）
│
の
背
景
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
和
国
の
教
主
の
導
き
に
よ
っ
て
、『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
も
で
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
る

も
の
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
「
化
身
土
文
類
」
を
通
し
て
、
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
を
読
む
と
き
に
こ
の
書
を
、
和
国
の
教
主
、

太
子
聖
徳
王
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
太
子
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要
に
見
る
と

い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
お
そ
ら
く
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
今
日
、「
十
七
条
憲
法
」
の
他
に
三
経
の
義
疏
と
い
う
も
の
が
い
ろ
い
ろ
と
研
究
さ
れ
て
、
三
経
の
義
疏
の
中
か
ら
、
私
た
ち

に
あ
る
感
銘
を
与
え
る
こ
と
ば
を
拾
う
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
ず
い
ぶ
ん
真
宗
的
な
こ
と
ば
、
念
仏
を
信
ず
る
者
で
な
け
れ
ば
、
領
解
が

で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の
『
教
行
信
証
』
を
聖
徳
太
子
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
国
民
に
さ
さ
ぐ
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
な
。
十
方
衆
生
、
ア
メ
リ
カ
の
人
に
も
、
ド
イ
ツ
の
人
に
も
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（『
聖
典
』
三
九
二
頁
）
そ
の
長
い
目
で
見
れ
ば
、
親
し
い
、
憎
い
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
い
い
か
げ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ

う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

　
そ
れ
を
、
先
日
は
私
が
話
し
た
意
味
で
解
釈
す
れ
ば
、
要
す
る
に
世
間
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
現
実
人
世
、
現
実
人
世
と
言
っ

て
お
っ
て
、
も
う
少
し
長
い
目
を
も
っ
て
、
も
う
少
し
永
遠
の
ま
な
こ
を
も
っ
て
、
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
と
も
に
、

そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
外
の
解
脱
、
周
囲
の
事
情
さ
え
改
ま
れ
ば
と
い
う
と
こ
ろ
へ
解
脱
が
捉
え
ら
れ
て
、
本
当
に
自
覚
の
道
と
い
う
も
の
を

見
い
だ
せ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
さ
れ
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

　
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
の
「
化
身
土
文
類
」
の｢

末
巻｣

と
い
う
の
は
案
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
一
巻
で
あ

る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。

五

　
最
後
に
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、｢

さ
さ
ぐ｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』
全
体
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

こ
の
書
物
は
い
っ
た
い
誰
に
さ
さ
げ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。
さ
さ
げ
る
と
い
う
こ
と
ば
と
い
う
の
は
、
い
ま
で
も
そ
う
い
う
本

が
ま
れ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
私
ど
も
青
年
時
に
読
ん
だ
本
な
ど
に
よ
く
「
さ
さ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
ば
│
「
こ
の
書
を
亡
き
親
に
さ
さ

ぐ
」
と
か
、「
こ
の
書
を
亡
き
妻
に
さ
さ
ぐ
」
と
か
│
こ
の
「
さ
さ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
巻
を
開
い
た
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
る
。
そ
う

す
れ
ば
『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
が
、
も
し
親
鸞
聖
人
が
誰
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
書
き
に
な
る
と
し
ま
す
れ
ば
、
誰
な

ん
だ
ろ
う
か
な
。

　
そ
ん
な
こ
と
は
、「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
言
う
て
あ
る
か
ら
し
て
、
別
に
誰
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
前
な
る
者
は
後
を
導
き
、
後
な

る
者
は
前
を
訪
っ
て
、
展
転
し
て
窮
ま
り
な
か
れ
。
こ
の
書
を
見
聞
せ
ん
も
の
は
、
信
順
を
因
と
し
、
疑
謗
を
縁
と
せ
よ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
し
て
、
強
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
仏
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
道

113

に
帰
し
た
有
縁
の
人
び
と
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
。

　
だ
か
ら
さ
さ
ぐ
る
と
い
う
い
う
こ
と
は
、
余
計
な
こ
と
を
金
子
式
に
考
え
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
た
だ
そ
の
さ

さ
ぐ
と
い
う
こ
と
ば
が
多
く
の
書
物
に
あ
る
の
で
、
も
し
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
を
さ
さ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、「
化
身
土

巻
」
の｢
末
巻｣

に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
第
一
に
分
か
る
こ
と
は
聖
徳
太
子
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
っ
た
い
、
聖
徳
太
子
和
讃
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
祖
師
は
聖
徳
太
子
に
深
き
敬
意
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
『
教
行
信
証
』
の
ど
こ
に
も
太
子
の
こ
と
ば
を
一
言
も
引
い
て
い
な
い
。
け
れ
ど
あ
れ
だ
け
聖
徳
太
子
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
宗
祖
で
あ
る
か
ら
、『
教
行
信
証
』
に
一
言
も
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
太
子
崇
拝
と
い
う
の
は

別
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

　
そ
う
し
ま
す
と
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」（「
十
七
条
憲
法
」『
聖
典
』
九
六
三
頁
）
と
言
っ
て
、
そ
し
て
自
ら
在
家
の
立
場
に
立
っ
て
、「
篤

く
三
宝
を
敬
え
」
と
言
わ
れ
た
和
国
の
教
主
が
、
こ
の
「
末
巻
」
の
は
じ
め
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
│
「
優
婆
夷
、
こ
の
三
昧
を
聞
き

て
学
ば
ん
と
欲
す
る
者
は
」「
仏
に
帰
命
せ
よ
、
法
に
帰
命
せ
よ
、
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
」（『
聖
典
』
三
六
八
頁
の
意
）
│
の
背
景
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
和
国
の
教
主
の
導
き
に
よ
っ
て
、『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
も
で
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
る

も
の
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
「
化
身
土
文
類
」
を
通
し
て
、
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
を
読
む
と
き
に
こ
の
書
を
、
和
国
の
教
主
、

太
子
聖
徳
王
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
太
子
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要
に
見
る
と

い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
お
そ
ら
く
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
今
日
、「
十
七
条
憲
法
」
の
他
に
三
経
の
義
疏
と
い
う
も
の
が
い
ろ
い
ろ
と
研
究
さ
れ
て
、
三
経
の
義
疏
の
中
か
ら
、
私
た
ち

に
あ
る
感
銘
を
与
え
る
こ
と
ば
を
拾
う
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
ず
い
ぶ
ん
真
宗
的
な
こ
と
ば
、
念
仏
を
信
ず
る
者
で
な
け
れ
ば
、
領
解
が

で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の
『
教
行
信
証
』
を
聖
徳
太
子
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
国
民
に
さ
さ
ぐ
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
な
。
十
方
衆
生
、
ア
メ
リ
カ
の
人
に
も
、
ド
イ
ツ
の
人
に
も
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読
ん
で
貰
い
た
い
、
至
る
所
に
読
ん
で
ほ
し
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
国
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
粟
散

片
州
と
い
う
、
実
際
、
わ
が
国
の
よ
う
な
も
の
を
世
界
の
大
き
さ
と
比
べ
れ
ば
小
さ
い
粟
粒
の
よ
う
な
国
だ
と
言
う
て
み
て
も
、「
日
本

一
州
こ
と
ご
と
く
、
浄
土
の
機
縁
あ
ら
わ
れ
ぬ
」（「
高
僧
和
讃
」『
聖
典
』
四
九
八
頁
）
と
言
っ
た
り
、「
朝
家
の
御
た
め
、
国
民
の
た
め
に

念
仏
申
せ
よ
」（「
御
消
息
集
（
広
本
）」『
聖
典
』
五
六
九
頁
の
意
）
と
言
わ
れ
た
な
ら
ば
、
太
子
に
さ
さ
ぐ
と
い
う
こ
と
が
や
が
て
国
民
に
さ

さ
ぐ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
国
民
の
人
び
と
に
、
よ
そ
ま
で
は
あ
る
い
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
よ
う
に
一
切
衆
生
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
や
が
て
、
事
実
的
に
は
日
本
国
民
の
精
神
生
活
と
い
う
も
の
を

思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
が
ど
う
の
、
い
や
法
脈
が
ど
う
の
と
言
う
て
お
る
国
民
に
対
し
て
こ
の
書
を
読
ん
で

ほ
し
い
の
で
あ
る
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
私
た
ち
も
『
教
行
信
証
』
を
読
む
場
合

に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
思
想
を
日
本
国
民
に
さ
さ
げ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
短
い
話
で
、
か
な
り
気
持
ち
よ
く
話
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
て
、
た
い
へ
ん
に
う
れ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
終
わ
り

ま
す
。

 

（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
一
九
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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一

　
言
葉
と
い
う
名
言
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
本
願
の
言
葉
で
す
ね
。
本
願
の
名
、
そ
れ
は
実
在
の
言
葉
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、

そ
こ
に
ち
ょ
っ
と
誤
解
を
受
け
る
ね
。
実
在
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
実
在
が
言
葉
に
な
る
と
い
う
と
、
何
か
実
在
と
い
う
も
の
が
流
出

す
る
っ
て
い
う
よ
う
な
。
流
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
エ
マ
ネ
イ
ト
（
英em

anate

）
と
言
う
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
古
く
西
洋
で
は
、

流
出
と
い
う
考
え
方
が
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
り
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
現
象
の
世
界
と
い
う
も
の
は
実
体
の
流
出
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方

で
す
。
そ
れ
で
こ
れ
は
東
洋
、
こ
の
仏
教
の
方
で
申
し
ま
す
と
、
転
変
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
言
葉
で
す
ね
。
パ
リ
ナ
ー

マ
（
梵parinām

a

）
と
い
う
、
こ
う
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
仏
教
の
中
で
こ
の
転
変
と
い
う
考
え
を
採
用
す
る
の
は
瑜
伽
の
教
学
で
す

が
、
仏
教
の
外
の
方
に
は
、
数
論
と
い
う
学
派
が
あ
り
ま
す
。
数
論
の
哲
学
と
い
う
も
の
は
こ
の
転
変
と
い
う
こ
と
が
基
礎
に
な
る
。
仏

教
の
中
で
転
変
の
考
え
方
を
採
用
し
て
お
る
の
は
唯
識
で
識
転
変
と
言
い
ま
す
ね
。
唯
識
の
場
合
は
、
言
葉
と
言
っ
て
も
意
識
の
転
変
だ

と
い
う
。
つ
ま
り
識
を
離
れ
て
言
葉
と
い
う
も
の
は
な
い
と
。
識
の
転
変
。
名
言
分
別
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
外

道
と
言
い
ま
す
か
、
仏
教
以
外
の
立
場
で
は
で
す
ね
、
流
出
説
に
し
て
も
ま
た
数
論
の
転
変
説
に
し
て
も
で
す
ね
、
実
体
が
転
変
す
る
と

実
在
の
言
葉

│
│
願
生
論
（
十
七
）
│
│

安
　
　
田
　
　
理
　
　
深


