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『
真
宗
聖
典
』
四
八
七
頁
。『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
五
七
頁
。
七
六
歳
の
と
き
の
初
稿
本
で
は
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
に
基
づ
く
前
半
部
分
は

「
歓
喜
信
心
無
疑
者
お
ば
　
与
諸
如
来
等
と
と
く
」
と
原
漢
文
を
含
む
形
で
あ
っ
た
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
十
三
〜
十
六
頁
。『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
一
三
〜
四
一
五
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
八
五
頁
。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
一
七
頁
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
二
六
頁
。

『
多
屋
頼
俊
著
作
集
第
三
巻 

親
鸞
書
簡
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
三
年
）
二
六
〜
二
七
頁
。

阿
満
利
麿
『
親
鸞
か
ら
の
手
紙
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
三
〜
一
七
四
、
一
八
二
頁
参
照
。

『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
一
二
頁
。
こ
の
慶
信
へ
の
勘
返
状
の
成
立
に
関
す
る
詳
し
い
考
察
は
、
永
村
眞
「
親
鸞
聖
人
の
消
息
と

法
語
│
主
に
高
田
専
修
寺
所
蔵
自
筆
「
消
息
」
を
通
し
て
│
」『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
三
九
〜
四
四
頁
参
照
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
二
一
頁
。
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は
　
じ
　
め
　
に

　
『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
に
お
け
る
「
宿
業
」
と
い
う
言
葉
は
、
真
宗
に
お
け
る
人
間
観
を
示
す
も
の
と
し
て
、
多
く
の
先
達
が
そ
の
意

義
を
確
か
め
て
き
た
。
ま
た
、
一
方
で
宿
業
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
人
間
が
作
り
出
す
社
会
的
差
別
構
造
を
助
長
す
る
理
解
と
使
用
が

重
ね
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
別
性
に
気
づ
か
ず
、
ま
た
そ
の
事
実
を
忘
却
し
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
意
義
が
既
に
様
々
に
究
明
さ
れ
、
ま
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
宿
業
を
テ
ー
マ
と

し
て
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
改
め
て
次
の
点
か
ら
そ
の
思
想
的
意
義
を
考
察
し
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
願
念
仏
の
教

え
を
明
ら
か
に
す
る
聖
教
あ
る
い
は
法
語
の
な
か
で
、『
歎
異
抄
』
以
前
の
宿
業
の
意
義
を
確
か
め
、
そ
の
意
義
内
容
と
の
連
関
に
お
い

て
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
思
想
的
意
義
を
考
察
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
お
よ

び
親
鸞
の
師
・
源
空
の
法
語
、
ま
た
親
鸞
が
「
よ
き
ひ
と
〴
〵
」
と
仰
ぐ
聖
覚
・
隆
寛
に
お
け
る
「
宿
業
」「
宿
善
」
へ
の
言
及
を
柱
に

考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
を
理
解
す
る
時
の
基
本
的
視
座
を
明
確
に

し
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
究
明
が
、
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
人
間
の
あ
り
方
と
課
題
性
と
を
迫
る
も
の
な
の
か
、
考
え
て

（

）
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（

）
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「
宿
業
」
の
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
の
一
考
察
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い
き
た
い
。

一
、『
観
経
疏
』「
序
分
義
」
に
お
け
る
宿
業
の
意
義

　
「
浄
土
三
部
経
」
お
よ
び
そ
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
す
る
七
祖
の
著
作
に
お
い
て
、
宿
業
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
嚆
矢
は
、
善
導
の

『
観
経
疏
』「
序
分
義
」
で
あ
る
。『
観
経
』
序
分
・
厭
苦
縁
に
お
い
て
、
実
子
・
阿
闍
世
に
幽
閉
さ
れ
、
愁
い
に
沈
む
韋
提
希
は
、
彼
女

の
前
に
思
い
が
け
ず
現
れ
る
釈
尊
に
、
次
の
よ
う
に
問
う
。

　
　
白
言
世
尊
我
宿
何
罪
生
此
悪
子
　
世
尊
復
有
何
等
因
縁
与
提
婆
達
多
共
為
眷
属

 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』〔
以
下
『
真
聖
全
』〕
一
　
五
〇
頁
）

　
こ
の
第
一
の
問
い
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
『
観
経
疏
』
の
文
中
に
宿
業
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
前

後
の
文
章
を
含
め
て
、
引
用
す
る
。

「
白
仏
」
と
言
う
已
下
、
此
れ
夫
人
婉
転
涕
哭
す
る
こ
と
量や

や

久
し
く
少
し
き
惺
め
て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し
く
し
て
合
掌
し
て
仏

に
白
す
こ
と
を
明
す
。
我
一
生
よ
り
こ
の
か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
、
未い

ぶ
か審

し
、
宿
業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
有
り
て
而

も
此
の
児ち

ご

と
共
に
母
子
た
る
。
此
れ
夫
人
既
に
自
ら
障
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら
ず
、
今
兒
の
害
を
被
む
る
、
是
横
に
来
れ
り
と
謂
う

て
、
願
わ
く
は
仏
の
慈
悲
、
我
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
と
い
う
こ
と
を
明
す
。

 

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』〔
以
下
『
定
親
全
』〕
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
八
一
頁
　
原
漢
文
）

　
『
観
経
』
の
「
世
尊
、
我
宿
（
む
か
し
）
何
の
罪
あ
り
て
か
、
こ
の
悪
子
を
生
め
る
」
と
い
う
韋
提
希
の
言
葉
は
、
阿
闍
世
と
の
「
宿

業
の
因
縁
」
を
釈
尊
に
問
う
も
の
だ
と
善
導
は
注
釈
し
て
い
る
。
善
導
に
よ
れ
ば
、
韋
提
希
に
阿
闍
世
と
の
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
わ
せ

る
も
の
は
、「
我
一
生
よ
り
こ
の
か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
」
と
い
う
韋
提
希
の
自
己
認
識
で
あ
る
。
こ
の
自
己
認
識
が

「
未
審
し
、
宿
業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
有
り
て
」
と
、
宿
世
に
ど
の
よ
う
な
殃
咎
（
つ
み
・
と
が
）
が
あ
っ
て
、
悪
子
・
阿
闍
世
を
生
み
、

（

）
4

（

）
5

（

）
6
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母
子
の
関
係
と
な
っ
た
の
か
を
問
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
善
導
は
、
こ
こ
で
の
韋
提
希
の
こ
こ
ろ
を
「
今
兒
の
害
を
被
む
る
、
是
横
に
来

れ
り
と
謂
う
」
と
お
さ
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
母
で
あ
る
自
身
に
逆
心
を
起
し
、
そ
の
結
果
自
分
を
幽
閉
し
た
「
悪
子
」
か
ら
の
危
害
は
、

現
世
の
自
身
の
業
に
そ
の
因
は
な
く
、「
横
に
」
つ
ま
り
不
条
理
に
も
子
・
阿
闍
世
の
反
逆
に
遭
っ
た
の
だ
と
い
う
韋
提
希
の
思
い
を
明

示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
願
わ
く
は
仏
の
慈
悲
、
我
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
」
と
、
宿
因
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
り
深
い
私
に
、

仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
い
わ
れ
の
な
い
不
条
理
な
出
来
事
が
起
こ
る
の
か
、
そ
の
筋
道
を
示
し
て
く
だ
さ
い
と
願
う
の

で
あ
る
。
善
導
は
こ
の
よ
う
に
韋
提
希
の
問
い
の
内
実
を
明
か
し
て
い
る
。

　
善
導
に
よ
る
こ
の
注
釈
に
お
い
て
課
題
と
な
る
の
は
、『
観
経
』
序
分
に
お
け
る
韋
提
希
へ
の
阿
闍
世
の
行
為
は
、「
宿
業
の
因
縁
」
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
善
導
自
身
が
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
来
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
確
か

め
る
べ
き
は
、『
観
経
疏
』
の
文
脈
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
善
導
は
既
に
『
観
経
疏
』
禁
父
縁
に
お
け
る
注
釈
の
中
で
阿
闍

世
の
出
生
に
か
か
わ
る
「
昔
日
の
因
縁
」
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
頻
婆
娑
羅
王
の
「
計

は
か
り
ご
と

を
可
」
と
し
て
阿
闍
世
が
生
ま
れ
る
時
、

高
楼
か
ら
生
み
落
と
し
殺
そ
う
と
し
た
韋
提
希
の
業
を
善
導
は
明
瞭
に
お
さ
え
る
。
こ
の
明
確
な
お
さ
え
か
ら
し
て
、「
一
生
よ
り
こ
の

か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
」
と
い
う
韋
提
希
の
自
己
認
識
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
己
の
罪
悪
の
事
実
を
自
覚

で
き
な
い
と
い
う
課
題
性
の
只
中
で
、
韋
提
希
は
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
て
い
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
善
導
の
注
釈
を
理
解
す
る

べ
き
で
あ
る
と
拙
論
で
は
考
え
た
い
。

　
お
よ
そ
「
不
条
理
」
だ
と
感
ず
る
出
来
事
に
直
面
す
る
人
間
は
、
怒
り
、
怨
み
、
不
安
、
憎
悪
な
ど
苦
し
み
の
な
か
で
、
そ
の
出
来
事

の
原
因
を
探
し
も
と
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
原
因
を
自
ら
の
「
一
生
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
不
条
理
や
苦
し
み
を
ま

ね
く
因
は
自
分
自
身
の
今
生
の
「
業
」
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
識
に
立
っ
て
、「
宿
業
の
因
縁
」
が
問
わ
れ
る
。
ま
ず
は
そ
の
よ
う

に
韋
提
希
の
問
い
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
宿
業
と
は
、
そ
の
語
義
を
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
宿
世
（
過
去
世
）
に
つ
く
っ
た

身
口
意
の
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
善
導
の
注
釈
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
宿
業
」
と
は
、
自
己
意
識
が
経
験
・
認
識
し
て
い

（

）
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）
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（

）
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い
き
た
い
。

一
、『
観
経
疏
』「
序
分
義
」
に
お
け
る
宿
業
の
意
義

　
「
浄
土
三
部
経
」
お
よ
び
そ
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
す
る
七
祖
の
著
作
に
お
い
て
、
宿
業
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
嚆
矢
は
、
善
導
の

『
観
経
疏
』「
序
分
義
」
で
あ
る
。『
観
経
』
序
分
・
厭
苦
縁
に
お
い
て
、
実
子
・
阿
闍
世
に
幽
閉
さ
れ
、
愁
い
に
沈
む
韋
提
希
は
、
彼
女

の
前
に
思
い
が
け
ず
現
れ
る
釈
尊
に
、
次
の
よ
う
に
問
う
。

　
　
白
言
世
尊
我
宿
何
罪
生
此
悪
子
　
世
尊
復
有
何
等
因
縁
与
提
婆
達
多
共
為
眷
属

 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』〔
以
下
『
真
聖
全
』〕
一
　
五
〇
頁
）

　
こ
の
第
一
の
問
い
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
『
観
経
疏
』
の
文
中
に
宿
業
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
前

後
の
文
章
を
含
め
て
、
引
用
す
る
。

「
白
仏
」
と
言
う
已
下
、
此
れ
夫
人
婉
転
涕
哭
す
る
こ
と
量や

や

久
し
く
少
し
き
惺
め
て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し
く
し
て
合
掌
し
て
仏

に
白
す
こ
と
を
明
す
。
我
一
生
よ
り
こ
の
か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
、
未い

ぶ
か審

し
、
宿
業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
有
り
て
而

も
此
の
児ち

ご

と
共
に
母
子
た
る
。
此
れ
夫
人
既
に
自
ら
障
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら
ず
、
今
兒
の
害
を
被
む
る
、
是
横
に
来
れ
り
と
謂
う

て
、
願
わ
く
は
仏
の
慈
悲
、
我
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
と
い
う
こ
と
を
明
す
。

 

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』〔
以
下
『
定
親
全
』〕
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
八
一
頁
　
原
漢
文
）

　
『
観
経
』
の
「
世
尊
、
我
宿
（
む
か
し
）
何
の
罪
あ
り
て
か
、
こ
の
悪
子
を
生
め
る
」
と
い
う
韋
提
希
の
言
葉
は
、
阿
闍
世
と
の
「
宿

業
の
因
縁
」
を
釈
尊
に
問
う
も
の
だ
と
善
導
は
注
釈
し
て
い
る
。
善
導
に
よ
れ
ば
、
韋
提
希
に
阿
闍
世
と
の
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
わ
せ

る
も
の
は
、「
我
一
生
よ
り
こ
の
か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
」
と
い
う
韋
提
希
の
自
己
認
識
で
あ
る
。
こ
の
自
己
認
識
が

「
未
審
し
、
宿
業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
有
り
て
」
と
、
宿
世
に
ど
の
よ
う
な
殃
咎
（
つ
み
・
と
が
）
が
あ
っ
て
、
悪
子
・
阿
闍
世
を
生
み
、

（

）
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）
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（

）
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母
子
の
関
係
と
な
っ
た
の
か
を
問
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
善
導
は
、
こ
こ
で
の
韋
提
希
の
こ
こ
ろ
を
「
今
兒
の
害
を
被
む
る
、
是
横
に
来

れ
り
と
謂
う
」
と
お
さ
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
母
で
あ
る
自
身
に
逆
心
を
起
し
、
そ
の
結
果
自
分
を
幽
閉
し
た
「
悪
子
」
か
ら
の
危
害
は
、

現
世
の
自
身
の
業
に
そ
の
因
は
な
く
、「
横
に
」
つ
ま
り
不
条
理
に
も
子
・
阿
闍
世
の
反
逆
に
遭
っ
た
の
だ
と
い
う
韋
提
希
の
思
い
を
明

示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
願
わ
く
は
仏
の
慈
悲
、
我
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
」
と
、
宿
因
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
り
深
い
私
に
、

仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
い
わ
れ
の
な
い
不
条
理
な
出
来
事
が
起
こ
る
の
か
、
そ
の
筋
道
を
示
し
て
く
だ
さ
い
と
願
う
の

で
あ
る
。
善
導
は
こ
の
よ
う
に
韋
提
希
の
問
い
の
内
実
を
明
か
し
て
い
る
。

　
善
導
に
よ
る
こ
の
注
釈
に
お
い
て
課
題
と
な
る
の
は
、『
観
経
』
序
分
に
お
け
る
韋
提
希
へ
の
阿
闍
世
の
行
為
は
、「
宿
業
の
因
縁
」
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
善
導
自
身
が
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
来
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
確
か

め
る
べ
き
は
、『
観
経
疏
』
の
文
脈
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
善
導
は
既
に
『
観
経
疏
』
禁
父
縁
に
お
け
る
注
釈
の
中
で
阿
闍

世
の
出
生
に
か
か
わ
る
「
昔
日
の
因
縁
」
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
頻
婆
娑
羅
王
の
「
計

は
か
り
ご
と

を
可
」
と
し
て
阿
闍
世
が
生
ま
れ
る
時
、

高
楼
か
ら
生
み
落
と
し
殺
そ
う
と
し
た
韋
提
希
の
業
を
善
導
は
明
瞭
に
お
さ
え
る
。
こ
の
明
確
な
お
さ
え
か
ら
し
て
、「
一
生
よ
り
こ
の

か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
」
と
い
う
韋
提
希
の
自
己
認
識
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
己
の
罪
悪
の
事
実
を
自
覚

で
き
な
い
と
い
う
課
題
性
の
只
中
で
、
韋
提
希
は
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
て
い
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
善
導
の
注
釈
を
理
解
す
る

べ
き
で
あ
る
と
拙
論
で
は
考
え
た
い
。

　
お
よ
そ
「
不
条
理
」
だ
と
感
ず
る
出
来
事
に
直
面
す
る
人
間
は
、
怒
り
、
怨
み
、
不
安
、
憎
悪
な
ど
苦
し
み
の
な
か
で
、
そ
の
出
来
事

の
原
因
を
探
し
も
と
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
原
因
を
自
ら
の
「
一
生
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
不
条
理
や
苦
し
み
を
ま

ね
く
因
は
自
分
自
身
の
今
生
の
「
業
」
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
識
に
立
っ
て
、「
宿
業
の
因
縁
」
が
問
わ
れ
る
。
ま
ず
は
そ
の
よ
う

に
韋
提
希
の
問
い
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
宿
業
と
は
、
そ
の
語
義
を
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
宿
世
（
過
去
世
）
に
つ
く
っ
た

身
口
意
の
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
善
導
の
注
釈
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
宿
業
」
と
は
、
自
己
意
識
が
経
験
・
認
識
し
て
い

（

）
7

（

）
8

（

）
9



28

な
い
（「
我
一
生
よ
り
こ
の
か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
」）
け
れ
ど
も
、
今
こ
こ
に
生
き
る
私
の
あ
り
方
を
生
じ
さ
せ
る
業
の

は
た
ら
き
（「
宿
業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
有
り
て
而
も
此
の
児
と
共
に
母
子
た
る
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、「
宿
業
の
因
縁
」

を
問
う
と
は
、
今
こ
こ
の
私
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
不
可
知
な
る
質
の
事
柄
を
問
う
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
そ
の
不
可
知
で
あ
る
こ

と
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、「
宿
業
」
に
お
け
る
問
い
の
重
要
な
契
機
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
「
宿
業
を
問

う
」
視
座
の
明
確
化
が
決
定
的
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
た
い
。

　
『
観
経
疏
』
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、
韋
提
希
に
お
け
る
「
宿
業
の
問
い
」
は
自
身
の
罪
業
の
事
実
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
自
身
が
出
遭

う
不
条
理
と
感
じ
る
出
来
事
の
因
を
、
今
生
の
「
外
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
に
よ
る
「
問
い
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識
に
立

っ
て
、
宿
業
が
問
わ
れ
る
と
き
、
人
は
宿
業
と
い
う
言
葉
を
「
隠
れ
蓑
」
に
し
て
、
現
在
の
自
己
を
正
当
化
す
る
課
題
性
と
無
関
係
で
は

い
ら
れ
な
い
。
畢
竟
、
こ
の
よ
う
に
宿
業
を
問
う
視
座
の
中
に
い
る
か
ぎ
り
、
人
は
自
己
の
す
が
た
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
自
己
を

見
失
い
つ
づ
け
て
い
く
し
か
な
い
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
宿
業
を
問
う
意
識
の
課
題
性
を
明
確
に
自
覚
し
、
自
己
自
身
の
罪
悪
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

自
己
意
識
が
認
識
す
る
「
外
」
で
あ
り
つ
つ
、
今
こ
こ
に
い
る
我
に
は
た
ら
い
て
い
る
因
縁
、
つ
ま
り
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
と
こ
ろ

に
、「
宿
業
の
問
い
」
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
意
識
の
閉
鎖
性
を
破
る
は
た
ら
き
を
有
す
る
問
い
と
な
る
。
つ
ま
り
、
自
己
自
身
の
罪
悪

と
も
、
現
在
の
生
に
お
け
る
自
身
の
あ
り
方
と
も
徹
底
し
て
向
き
合
う
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
自
己
意
識
の
「
隠
れ
蓑
」
と
し
て
宿
業
を
問

う
て
い
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
「
宿
業
の
問
い
」
が
有
す
る
課
題
を
自
覚
し
た
上
で
、
な
お
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
宿
業
の
問

い
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
視
座
の
明
確
化
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。『
観
経
疏
』
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
が
私
た
ち
に

迫
る
こ
の
視
座
の
明
確
化
は
、
宿
業
の
思
想
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
ま
ず
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
可
欠
な
契
機
で
あ

る
と
考
え
る
。

　
以
上
、『
観
経
疏
』
が
示
唆
す
る
「
宿
業
」
を
問
う
視
座
の
明
確
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
次
に
善
導
に
お
い
て
は
「
宿
業
」
と
本

29

願
の
教
え
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
を
通
し
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
き
た
い
。

二
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
の
意
義

　
こ
こ
で
は
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
の
意
義
に
つ
い
て
確
か
め
て
い
く
。
源
空
の
遺
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
真
蹟
が
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、

源
空
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
書
写
、
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
等
、
基
礎
的
事
柄
を
含
め
、
史
料

の
限
界
か
ら
明
確
に
し
え
な
い
こ
と
が
多
く
存
在
す
る
。
拙
論
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
記
類
」
を
除
い
た
源
空
の
遺
文
の
中
で
、
宿
業
と

い
う
表
現
そ
の
も
の
が
現
れ
る
『
浄
土
宗
略
抄
』（『
和
語
燈
録
』
所
収
）
お
よ
び
『
念
仏
往
生
義
』（『
拾
遺
和
語
燈
録
』
所
収
）
の
二
つ
の
法

語
か
ら
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
の
意
義
を
考
察
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
宿
業
に
関
す
る
二
つ
の
遺
文
の
意
味
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
『
浄
土
宗
略
抄
』
は
、
そ
の
奥
書
に
「
本
に
い
は
く
、
こ
の
書
は
か
ま
く
ら
の
二
位
の
禪
尼
の
請
に
よ
て
、
し
る
し
進
ぜ
ら
る
ゝ
書

也
」
と
記
さ
れ
、
聖
道
・
浄
土
二
門
と
浄
土
門
に
お
け
る
安
心
・
起
行
を
中
心
に
「
専
修
念
仏
」
の
仏
道
の
要
点
が
著
さ
れ
た
書
で
あ
る
。

こ
の
書
の
終
わ
り
の
部
分
で
、
称
名
念
仏
に
お
け
る
現
世
の
功
徳
・
利
益
と
し
て
諸
仏
・
諸
菩
薩
に
よ
る
「
護
念
」
の
内
容
が
展
開
さ
れ

て
い
く
箇
所
で
、
次
の
文
が
述
べ
ら
れ
る
。

又
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
、
う
く
べ
か
ら
ん
や
ま
ひ
は
、
い
か
な
る
も
ろ
も
ろ
の
ほ
と
け
・
か
み
に
い
の
る
と
も
、
そ
れ
に
よ
る
ま
じ

き
事
也
。
い
の
る
に
よ
り
て
や
ま
ひ
も
や
み
、
い
の
ち
も
の
ぶ
る
事
あ
ら
ば
、
た
れ
か
は
一
人
と
し
て
や
み
し
ぬ
る
人
あ
ら
ん
。
い

は
ん
や
、
又
佛
の
御
ち
か
ら
は
、
念
佛
を
信
ず
る
も
の
を
ば
、
轉
重
輕
受
と
い
ひ
て
、
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
、
お
も
く
う
く
べ
き
や

ま
ひ
を
、
か
ろ
く
う
け
さ
せ
給
ふ
。
い
は
ん
や
、
非
業
を
は
ら
ひ
給
は
ん
事
ま
し
ま
さ
ゞ
ら
ん
や
。
さ
れ
ば
念
佛
を
信
ず
る
人
は
、

た
と
ひ
い
か
な
る
や
ま
ひ
を
う
く
れ
ど
も
、
み
な
こ
れ
宿
業
也
。
こ
れ
よ
り
も
お
も
く
こ
そ
う
く
べ
き
に
、
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
に

（

）
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な
い
（「
我
一
生
よ
り
こ
の
か
た
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
」）
け
れ
ど
も
、
今
こ
こ
に
生
き
る
私
の
あ
り
方
を
生
じ
さ
せ
る
業
の

は
た
ら
き
（「
宿
業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
有
り
て
而
も
此
の
児
と
共
に
母
子
た
る
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、「
宿
業
の
因
縁
」

を
問
う
と
は
、
今
こ
こ
の
私
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
不
可
知
な
る
質
の
事
柄
を
問
う
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
そ
の
不
可
知
で
あ
る
こ

と
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、「
宿
業
」
に
お
け
る
問
い
の
重
要
な
契
機
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
「
宿
業
を
問

う
」
視
座
の
明
確
化
が
決
定
的
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
た
い
。

　
『
観
経
疏
』
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、
韋
提
希
に
お
け
る
「
宿
業
の
問
い
」
は
自
身
の
罪
業
の
事
実
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
自
身
が
出
遭

う
不
条
理
と
感
じ
る
出
来
事
の
因
を
、
今
生
の
「
外
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
に
よ
る
「
問
い
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識
に
立

っ
て
、
宿
業
が
問
わ
れ
る
と
き
、
人
は
宿
業
と
い
う
言
葉
を
「
隠
れ
蓑
」
に
し
て
、
現
在
の
自
己
を
正
当
化
す
る
課
題
性
と
無
関
係
で
は

い
ら
れ
な
い
。
畢
竟
、
こ
の
よ
う
に
宿
業
を
問
う
視
座
の
中
に
い
る
か
ぎ
り
、
人
は
自
己
の
す
が
た
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
自
己
を

見
失
い
つ
づ
け
て
い
く
し
か
な
い
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
宿
業
を
問
う
意
識
の
課
題
性
を
明
確
に
自
覚
し
、
自
己
自
身
の
罪
悪
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

自
己
意
識
が
認
識
す
る
「
外
」
で
あ
り
つ
つ
、
今
こ
こ
に
い
る
我
に
は
た
ら
い
て
い
る
因
縁
、
つ
ま
り
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
と
こ
ろ

に
、「
宿
業
の
問
い
」
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
意
識
の
閉
鎖
性
を
破
る
は
た
ら
き
を
有
す
る
問
い
と
な
る
。
つ
ま
り
、
自
己
自
身
の
罪
悪

と
も
、
現
在
の
生
に
お
け
る
自
身
の
あ
り
方
と
も
徹
底
し
て
向
き
合
う
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
自
己
意
識
の
「
隠
れ
蓑
」
と
し
て
宿
業
を
問

う
て
い
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
「
宿
業
の
問
い
」
が
有
す
る
課
題
を
自
覚
し
た
上
で
、
な
お
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
宿
業
の
問

い
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
視
座
の
明
確
化
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。『
観
経
疏
』
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
が
私
た
ち
に

迫
る
こ
の
視
座
の
明
確
化
は
、
宿
業
の
思
想
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
ま
ず
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
可
欠
な
契
機
で
あ

る
と
考
え
る
。

　
以
上
、『
観
経
疏
』
が
示
唆
す
る
「
宿
業
」
を
問
う
視
座
の
明
確
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
次
に
善
導
に
お
い
て
は
「
宿
業
」
と
本

29

願
の
教
え
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
を
通
し
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
き
た
い
。

二
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
の
意
義

　
こ
こ
で
は
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
の
意
義
に
つ
い
て
確
か
め
て
い
く
。
源
空
の
遺
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
真
蹟
が
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、

源
空
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
書
写
、
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
等
、
基
礎
的
事
柄
を
含
め
、
史
料

の
限
界
か
ら
明
確
に
し
え
な
い
こ
と
が
多
く
存
在
す
る
。
拙
論
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
記
類
」
を
除
い
た
源
空
の
遺
文
の
中
で
、
宿
業
と

い
う
表
現
そ
の
も
の
が
現
れ
る
『
浄
土
宗
略
抄
』（『
和
語
燈
録
』
所
収
）
お
よ
び
『
念
仏
往
生
義
』（『
拾
遺
和
語
燈
録
』
所
収
）
の
二
つ
の
法

語
か
ら
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
の
意
義
を
考
察
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
宿
業
に
関
す
る
二
つ
の
遺
文
の
意
味
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
『
浄
土
宗
略
抄
』
は
、
そ
の
奥
書
に
「
本
に
い
は
く
、
こ
の
書
は
か
ま
く
ら
の
二
位
の
禪
尼
の
請
に
よ
て
、
し
る
し
進
ぜ
ら
る
ゝ
書

也
」
と
記
さ
れ
、
聖
道
・
浄
土
二
門
と
浄
土
門
に
お
け
る
安
心
・
起
行
を
中
心
に
「
専
修
念
仏
」
の
仏
道
の
要
点
が
著
さ
れ
た
書
で
あ
る
。

こ
の
書
の
終
わ
り
の
部
分
で
、
称
名
念
仏
に
お
け
る
現
世
の
功
徳
・
利
益
と
し
て
諸
仏
・
諸
菩
薩
に
よ
る
「
護
念
」
の
内
容
が
展
開
さ
れ

て
い
く
箇
所
で
、
次
の
文
が
述
べ
ら
れ
る
。

又
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
、
う
く
べ
か
ら
ん
や
ま
ひ
は
、
い
か
な
る
も
ろ
も
ろ
の
ほ
と
け
・
か
み
に
い
の
る
と
も
、
そ
れ
に
よ
る
ま
じ

き
事
也
。
い
の
る
に
よ
り
て
や
ま
ひ
も
や
み
、
い
の
ち
も
の
ぶ
る
事
あ
ら
ば
、
た
れ
か
は
一
人
と
し
て
や
み
し
ぬ
る
人
あ
ら
ん
。
い

は
ん
や
、
又
佛
の
御
ち
か
ら
は
、
念
佛
を
信
ず
る
も
の
を
ば
、
轉
重
輕
受
と
い
ひ
て
、
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
、
お
も
く
う
く
べ
き
や

ま
ひ
を
、
か
ろ
く
う
け
さ
せ
給
ふ
。
い
は
ん
や
、
非
業
を
は
ら
ひ
給
は
ん
事
ま
し
ま
さ
ゞ
ら
ん
や
。
さ
れ
ば
念
佛
を
信
ず
る
人
は
、

た
と
ひ
い
か
な
る
や
ま
ひ
を
う
く
れ
ど
も
、
み
な
こ
れ
宿
業
也
。
こ
れ
よ
り
も
お
も
く
こ
そ
う
く
べ
き
に
、
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
に

（

）
10
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て
、
こ
れ
ほ
ど
も
う
く
る
な
り
と
こ
そ
は
申
す
事
な
れ
。 

（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』〔
以
下
『
浄
真
全
』〕
六
　
四
九
一
―
二
頁
）

　
こ
こ
で
は
「
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
」
つ
ま
り
宿
業
の
定
ま
り
が
あ
っ
て
か
か
る
で
あ
ろ
う
病
は
、
ど
の
よ
う
な
仏
や
神
に
祈
ろ
う
と
も
、

無
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
も
し
そ
の
よ
う
な
祈
り
に
よ
っ
て
病
が
治
り
、
寿
命
が
延
び
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
一
人
と
し
て
病
に
苦
し

み
、
ま
た
死
す
人
は
い
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
願
を
信
ず
る
念
仏
者
に
は
「
転
重
軽
受
」、
つ
ま
り
「
宿
業

の
定
ま
り
が
あ
っ
て
、
重
く
受
け
る
病
を
転
じ
て
、
軽
く
受
け
さ
せ
る
仏
の
は
た
ら
き
」
が
成
り
立
つ
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
「
転
重
軽
受
」
の
具
体
相
を
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
病
に
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
み
な
宿
業
に
応
じ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
以
上

に
重
く
受
け
る
は
ず
の
も
の
を
仏
の
御
力
で
こ
れ
ほ
ど
軽
く
受
け
る
の
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
源
空
は
、
念
仏
を

信
ず
る
人
は
「
転
重
軽
受
」
の
仏
力
の
中
を
生
き
る
故
に
、
ど
の
よ
う
な
病
を
も
「
宿
業
」
と
引
き
受
け
つ
つ
（「
た
と
ひ
い
か
な
る
や

ま
ひ
を
う
く
れ
ど
も
、
み
な
こ
れ
宿
業
也
」）
そ
の
中
を
生
き
抜
い
て
い
く
力
を
た
ま
わ
る
こ
と
（「
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
に
て
、
こ
れ
ほ

ど
も
う
く
る
な
り
」）
を
教
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、『
念
仏
往
生
義
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
へ
の
言
及
箇
所
を
概
観
す
る
。

　
『
念
仏
往
生
義
』
は
、
念
仏
を
修
す
者
の
「
う
た
が
い
」
を
三
種
あ
げ
、
懇
切
に
念
仏
往
生
に
疑
い
な
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
著
作

で
あ
る
。「
念
佛
す
と
も
世
間
の
い
と
な
み
ひ
ま
な
け
れ
ば
、
往
生
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
疑
い
、
ま
た
「
念
佛
す
れ
ど
も
心
猛
利
な
ら

ざ
れ
ば
、
往
生
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
疑
い
に
こ
た
え
て
い
く
中
で
、
念
仏
に
具
す
る
三
心
の
有
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
結
び
の
箇
所
に

次
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
る
。

三
心
と
い
へ
る
は
、
名
は
各
別
な
る
に
ゝ
た
れ
ど
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
た
ゞ
一
向
專
念
と
い
へ
る
事
あ
り
。
一
す
ぢ
に
彌
陀
を

た
の
み
念
佛
を
修
し
て
、
餘
の
事
を
ま
じ
へ
ざ
る
也
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
壽
命
の
長
短
と
い
ひ
、
果
報
の
深
淺
と
い
ひ
、
宿
業
に
こ
た

へ
た
る
事
を
し
ら
ず
し
て
、
い
た
づ
ら
に
佛
・
神
に
い
の
ら
ん
よ
り
も
、
一
す
ぢ
に
彌
陀
を
た
の
み
て
ふ
た
心
な
け
れ
ば
、
不
定
業

を
ば
彌
陀
も
轉
じ
給
へ
り
、
決
定
業
を
ば
來
迎
し
給
ふ
べ
し
。 

（『
浄
真
全
』
六
　
六
五
三
頁
）
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こ
こ
で
は
先
の
二
つ
の
疑
い
に
対
し
、
念
仏
に
具
す
る
三
心
と
は
「
一
向
専
念
」
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
と
お
さ
え
、「
一
向
専
念
」

と
は
、
一
す
じ
に
弥
陀
を
た
の
み
念
仏
し
て
余
行
を
ま
じ
え
な
い
こ
と
だ
と
示
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
寿
命
の
長
短
や
、
苦
楽
等
の
果

報
の
境
遇
に
深
浅
の
違
い
が
あ
る
の
は
宿
業
に
応
じ
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
い
た
ず
ら
に
仏
や
神
に
祈
る
の

で
は
な
く
、
一
す
じ
に
弥
陀
を
た
の
み
二
心
な
け
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
不
定
業
を
転
じ
な
さ
り
、
決
定
業
、
つ
ま
り
専
修
念
仏
の
も
の
に

来
迎
な
さ
る
の
で
あ
る
。
源
空
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
世
間
の
い
と
な
み
の
た
め
暇
な
き
も
の
も
、
ま
た
心
に
常
に
猛
利
の
心
な
き
も

の
も
、
余
行
を
ま
じ
え
ず
、
た
だ
一
す
じ
に
弥
陀
を
た
の
み
念
仏
す
る
こ
と
を
勧
め
、
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
念
仏
往
生
に
疑
い
な
い
こ
と

を
確
言
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
二
つ
の
法
語
の
意
義
を
粗
々
と
尋
ね
た
が
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
的
意
義
を
少
し
く
考
察
し

た
い
。

　
源
空
は
、（
治
癒
が
難
し
い
）
病
、
寿
命
の
長
短
、
苦
楽
等
の
果
報
の
深
浅
は
、「
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
」
あ
る
い
は
「
宿
業
に
こ
た
へ

た
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
今
生
の
業
を
超
え
て
は
た
ら
く
「
宿
業
」
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
今
生
を
安
穏
に
生
き
た
い
と

い
う
思
い
の
中
で
、
治
癒
し
が
た
い
病
、
寿
命
の
終
わ
り
、
様
々
な
苦
悩
の
境
遇
に
出
遭
う
と
き
、
そ
の
苦
し
み
が
な
く
な
る
こ
と
を
私

た
ち
は
仏
神
に
祈
ろ
う
と
す
る
。
二
つ
の
法
語
に
お
い
て
源
空
は
、
宿
業
に
言
及
し
な
が
ら
、
同
時
に
仏
神
へ
の
祈
り
に
ふ
れ
、
そ
れ
が

「
い
た
ず
ら
」
つ
ま
り
役
に
立
た
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
明
言
す
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
如
何
と
も
し
が
た
い
苦
境
の
中
で
、

仏
神
に
祈
る
「
い
た
ず
ら
」
な
心
が
い
か
に
深
い
か
を
反
照
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
深
い
「
い
た
ず
ら
」
な
心

を
有
す
る
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
源
空
は
本
願
を
た
の
み
、
信
ず
る
こ
と
を
慇
懃
に
勧
め
て
い
る
。
つ
ま
り
本
願
念
仏
の
教
え
と
は
、
阿

弥
陀
仏
の
「
転
重
軽
受
」
の
力
の
中
に
「
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
」
生
き
る
身
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
境
遇
を
も
受
け

止
め
、
生
き
抜
い
て
い
く
あ
り
方
を
開
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
明
か
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
源
空
に
お
い
て
宿
業
は
、
人
間
の

生
の
厳
粛
な
あ
り
方
を
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
切
実
に
仏
神
に
祈
ろ
う
と
も
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
身
を
生
き
る
者
と
し
て
明
示
し
つ
つ
、
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て
、
こ
れ
ほ
ど
も
う
く
る
な
り
と
こ
そ
は
申
す
事
な
れ
。 
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浄
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下
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こ
こ
で
は
「
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
」
つ
ま
り
宿
業
の
定
ま
り
が
あ
っ
て
か
か
る
で
あ
ろ
う
病
は
、
ど
の
よ
う
な
仏
や
神
に
祈
ろ
う
と
も
、

無
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
も
し
そ
の
よ
う
な
祈
り
に
よ
っ
て
病
が
治
り
、
寿
命
が
延
び
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
一
人
と
し
て
病
に
苦
し

み
、
ま
た
死
す
人
は
い
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
願
を
信
ず
る
念
仏
者
に
は
「
転
重
軽
受
」、
つ
ま
り
「
宿
業

の
定
ま
り
が
あ
っ
て
、
重
く
受
け
る
病
を
転
じ
て
、
軽
く
受
け
さ
せ
る
仏
の
は
た
ら
き
」
が
成
り
立
つ
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
「
転
重
軽
受
」
の
具
体
相
を
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
病
に
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
み
な
宿
業
に
応
じ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
以
上

に
重
く
受
け
る
は
ず
の
も
の
を
仏
の
御
力
で
こ
れ
ほ
ど
軽
く
受
け
る
の
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
源
空
は
、
念
仏
を

信
ず
る
人
は
「
転
重
軽
受
」
の
仏
力
の
中
を
生
き
る
故
に
、
ど
の
よ
う
な
病
を
も
「
宿
業
」
と
引
き
受
け
つ
つ
（「
た
と
ひ
い
か
な
る
や

ま
ひ
を
う
く
れ
ど
も
、
み
な
こ
れ
宿
業
也
」）
そ
の
中
を
生
き
抜
い
て
い
く
力
を
た
ま
わ
る
こ
と
（「
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
に
て
、
こ
れ
ほ

ど
も
う
く
る
な
り
」）
を
教
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、『
念
仏
往
生
義
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
へ
の
言
及
箇
所
を
概
観
す
る
。

　
『
念
仏
往
生
義
』
は
、
念
仏
を
修
す
者
の
「
う
た
が
い
」
を
三
種
あ
げ
、
懇
切
に
念
仏
往
生
に
疑
い
な
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
著
作

で
あ
る
。「
念
佛
す
と
も
世
間
の
い
と
な
み
ひ
ま
な
け
れ
ば
、
往
生
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
疑
い
、
ま
た
「
念
佛
す
れ
ど
も
心
猛
利
な
ら

ざ
れ
ば
、
往
生
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
疑
い
に
こ
た
え
て
い
く
中
で
、
念
仏
に
具
す
る
三
心
の
有
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
結
び
の
箇
所
に

次
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
る
。

三
心
と
い
へ
る
は
、
名
は
各
別
な
る
に
ゝ
た
れ
ど
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
た
ゞ
一
向
專
念
と
い
へ
る
事
あ
り
。
一
す
ぢ
に
彌
陀
を

た
の
み
念
佛
を
修
し
て
、
餘
の
事
を
ま
じ
へ
ざ
る
也
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
壽
命
の
長
短
と
い
ひ
、
果
報
の
深
淺
と
い
ひ
、
宿
業
に
こ
た

へ
た
る
事
を
し
ら
ず
し
て
、
い
た
づ
ら
に
佛
・
神
に
い
の
ら
ん
よ
り
も
、
一
す
ぢ
に
彌
陀
を
た
の
み
て
ふ
た
心
な
け
れ
ば
、
不
定
業

を
ば
彌
陀
も
轉
じ
給
へ
り
、
決
定
業
を
ば
來
迎
し
給
ふ
べ
し
。 

（『
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』
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六
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）
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こ
こ
で
は
先
の
二
つ
の
疑
い
に
対
し
、
念
仏
に
具
す
る
三
心
と
は
「
一
向
専
念
」
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
と
お
さ
え
、「
一
向
専
念
」

と
は
、
一
す
じ
に
弥
陀
を
た
の
み
念
仏
し
て
余
行
を
ま
じ
え
な
い
こ
と
だ
と
示
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
寿
命
の
長
短
や
、
苦
楽
等
の
果

報
の
境
遇
に
深
浅
の
違
い
が
あ
る
の
は
宿
業
に
応
じ
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
い
た
ず
ら
に
仏
や
神
に
祈
る
の

で
は
な
く
、
一
す
じ
に
弥
陀
を
た
の
み
二
心
な
け
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
不
定
業
を
転
じ
な
さ
り
、
決
定
業
、
つ
ま
り
専
修
念
仏
の
も
の
に

来
迎
な
さ
る
の
で
あ
る
。
源
空
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
世
間
の
い
と
な
み
の
た
め
暇
な
き
も
の
も
、
ま
た
心
に
常
に
猛
利
の
心
な
き
も

の
も
、
余
行
を
ま
じ
え
ず
、
た
だ
一
す
じ
に
弥
陀
を
た
の
み
念
仏
す
る
こ
と
を
勧
め
、
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
念
仏
往
生
に
疑
い
な
い
こ
と

を
確
言
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
二
つ
の
法
語
の
意
義
を
粗
々
と
尋
ね
た
が
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
的
意
義
を
少
し
く
考
察
し

た
い
。

　
源
空
は
、（
治
癒
が
難
し
い
）
病
、
寿
命
の
長
短
、
苦
楽
等
の
果
報
の
深
浅
は
、「
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
」
あ
る
い
は
「
宿
業
に
こ
た
へ

た
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
今
生
の
業
を
超
え
て
は
た
ら
く
「
宿
業
」
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
今
生
を
安
穏
に
生
き
た
い
と

い
う
思
い
の
中
で
、
治
癒
し
が
た
い
病
、
寿
命
の
終
わ
り
、
様
々
な
苦
悩
の
境
遇
に
出
遭
う
と
き
、
そ
の
苦
し
み
が
な
く
な
る
こ
と
を
私

た
ち
は
仏
神
に
祈
ろ
う
と
す
る
。
二
つ
の
法
語
に
お
い
て
源
空
は
、
宿
業
に
言
及
し
な
が
ら
、
同
時
に
仏
神
へ
の
祈
り
に
ふ
れ
、
そ
れ
が

「
い
た
ず
ら
」
つ
ま
り
役
に
立
た
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
明
言
す
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
如
何
と
も
し
が
た
い
苦
境
の
中
で
、

仏
神
に
祈
る
「
い
た
ず
ら
」
な
心
が
い
か
に
深
い
か
を
反
照
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
深
い
「
い
た
ず
ら
」
な
心

を
有
す
る
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
源
空
は
本
願
を
た
の
み
、
信
ず
る
こ
と
を
慇
懃
に
勧
め
て
い
る
。
つ
ま
り
本
願
念
仏
の
教
え
と
は
、
阿

弥
陀
仏
の
「
転
重
軽
受
」
の
力
の
中
に
「
宿
業
か
ぎ
り
あ
り
て
」
生
き
る
身
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
境
遇
を
も
受
け

止
め
、
生
き
抜
い
て
い
く
あ
り
方
を
開
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
明
か
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
源
空
に
お
い
て
宿
業
は
、
人
間
の

生
の
厳
粛
な
あ
り
方
を
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
切
実
に
仏
神
に
祈
ろ
う
と
も
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
身
を
生
き
る
者
と
し
て
明
示
し
つ
つ
、
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そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
専
修
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
の
意
義
の
大
き
さ
を
明
ら
か
に
す
る
契
機
と
な
る
言
葉
だ
と
い
え

よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
源
空
は
宿
業
と
本
願
の
教
え
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
で
は
、
源
空
を
師
と
す
る
聖
覚
・
隆
寛
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
く
の
か
、
次
に
見
て
い
き
た
い
。

三
、
聖
覚
・
隆
寛
に
お
け
る
宿
業
・
宿
善
の
意
義

　
で
は
、
次
に
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
意
義
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
唯
信
鈔
』
は
、
聖
覚
五
五
歳
の
時
、
承

久
三
年
（
一
二
二
一
）、
八
月
十
四
日
に
書
き
終
え
ら
れ
た
こ
と
が
親
鸞
書
写
の
『
唯
信
鈔
』
奥
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
、
師

源
空
の
教
え
、
と
く
に
そ
の
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
相
応
ず
る
内
容
を
有
し
な
が
ら
、
専
修
念
仏
の
教
え
の
要
を
仮
名
書
き
で
簡

潔
に
記
し
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
書
に
宿
業
と
い
う
表
現
が
記
さ
れ
る
の
は
、「
五
逆
往
生
」
に
関
わ
る
次
の
問
答
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
ま
た
人
の
い
は
く
、
五
逆
の
罪
人
、
十
念
に
よ
り
て
往
生
す
と
い
ふ
は
、
宿
善
に
よ
る
な
り
。
わ
れ
ら
宿
善
を
そ
な
え
た

ら
む
こ
と
か
た
し
、
い
か
で
か
往
生
す
る
こ
と
を
え
む
や
と
。

　
こ
れ
ま
た
、
痴
闇
に
ま
ど
え
る
ゆ
へ
に
、
い
た
づ
ら
に
こ
の
う
た
が
ひ
を
な
す
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
宿
善
の
あ
つ
き
も
の
は
、
今
生

も
善
根
を
修
し
悪
業
を
お
そ
る
。
宿
善
す
く
な
き
も
の
は
、
今
生
に
悪
業
を
こ
の
み
善
根
を
つ
く
ら
ず
。
宿
業
の
善
悪
は
、
今
生
の

あ
り
さ
ま
に
て
あ
き
ら
か
に
し
り
ぬ
べ
し
。
し
か
る
に
、
善
心
な
し
。
は
か
り
し
り
ぬ
、
宿
善
す
く
な
し
と
い
ふ
こ
と
を
。
わ
れ
ら
、

罪
業
お
も
し
と
い
ふ
と
も
、
五
逆
お
ば
つ
く
ら
ず
。
善
根
す
く
な
し
と
い
ゑ
ど
も
、
ふ
か
く
本
願
を
信
ぜ
り
。
逆
者
の
十
念
す
ら
宿

善
に
よ
る
な
り
、
い
は
む
や
、
尽
形
の
称
念
む
し
ろ
宿
善
に
よ
ら
ざ
ら
む
や
。
な
に
の
ゆ
へ
に
か
、
逆
者
の
十
念
お
ば
宿
善
と
お
も

ひ
、
わ
れ
ら
が
一
生
の
称
念
お
ば
宿
善
あ
さ
し
と
お
も
ふ
べ
き
や
。
…
（
以
下
略
） 

（『
定
親
全
』
第
六
巻
写
伝
篇
2

　
六
六
―
七
頁
）

　
こ
こ
で
の
問
い
は
、『
観
経
』
下
下
品
に
説
か
れ
る
五
逆
の
者
が
十
念
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
は
宿
善
に
よ
る
の
で
あ
り
、
宿
善
を
具

（
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え
て
い
る
こ
と
が
難
し
い
わ
れ
ら
は
往
生
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
聖
覚
の
応
答
は
非
常
に

厳
し
い
表
現
で
な
さ
れ
る
が
、
要
点
の
み
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
五
逆
者
の
十
念
が
宿
善
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
五
逆
を
つ
く
ら
な
い
者

の
、
一
生
を
通
し
て
の
念
仏
が
あ
さ
い
宿
善
と
な
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
聖
覚
は
宿
業
の
善
悪
は
「
今
生
の
あ

り
さ
ま
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
つ
ま
り
善
心
す
な
わ
ち
仏
道
を
歩
む
清
浄
な
る
心
が
な
い
と
い
う
今
生
の

事
実
に
よ
っ
て
、
宿
善
が
少
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
る
べ
き
な
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
踏
ま
え
「
わ
れ
ら
、
罪
業
お

も
し
」
と
明
言
し
た
う
え
で
、
そ
の
わ
れ
ら
に
対
し
誓
わ
れ
た
本
願
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
の
で
き
た
「
宿
善
」
こ
そ
心
に
と
ど
め

る
べ
き
で
あ
る
と
展
開
す
る
。
こ
の
聖
覚
に
お
け
る
宿
業
と
念
仏
の
教
え
へ
の
言
及
は
、
五
逆
の
有
無
、
宿
善
の
あ
つ
さ
、
少
な
さ
は
念

仏
往
生
の
道
に
お
い
て
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
「
逆
者
の
十
念
お
ば
宿
善
と
お
も
ひ
、
わ
れ
ら
が
一

生
の
称
念
お
ば
宿
善
あ
さ
し
と
お
も
ふ
」
こ
と
こ
そ
、
い
た
ず
ら
な
問
い
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
唯
信
鈔
』
に
お
け
る
「
宿
業
」・「
宿
善
」
理
解
に
思
想
的
に
連
な
る
法
語
と
し
て
、
も
う
一
つ
確
か
め
て
お
き
た
い
言
葉
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
聖
覚
と
と
も
に
「
よ
き
ひ
と
〴
〵
」
と
仰
ぐ
隆
寛
の
著
作
で
あ
る
『
極
楽
浄
土
宗
義
』
の
文
で
あ
る
。
こ
の
書
は

隆
寛
七
三
歳
、
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
の
撰
述
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
『
唯
信
鈔
』
よ
り
一
年
早
く
著
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三

巻
本
で
あ
る
が
、
中
巻
、
下
巻
が
伝
え
ら
れ
、
現
在
上
巻
は
失
わ
れ
て
お
り
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
『
極
楽
浄
土
宗
義
』
巻
中
の
テ
ー
マ
は
「
往
生
の
機
」
で
あ
り
、
そ
の
冒
頭
に
は
「
一
に
は
報
土
往
生
の
機
、
二
に
は
辺
地
往
生
の
機

な
り
」
と
記
さ
れ
る
。
巻
中
全
体
が
、
こ
の
往
生
の
二
機
の
内
実
を
明
か
す
巻
で
あ
る
が
、
次
の
文
は
「
報
土
往
生
の
機
」
に
関
す
る
問

答
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

問
ふ
、
本
土
往
生
の
人
に
就
て
宿
善
の
有
無
を
論
ず
べ
き
や
。
答
ふ
、
一
宗
の
意
は
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
問
ふ
、
聖
道
浄
土
其
の
談
異

な
り
と
雖
も
、
宿
善
の
有
無
に
お
い
て
は
皆
以
て
一
同
な
る
べ
し
。
是
の
故
に
大
経
に
云
く
、
も
し
人
善
本
無
け
れ
ば
此
の
経
を
聞

く
こ
と
を
得
ず
、
宿
世
に
諸
仏
を
見
る
も
の
即
ち
能
く
此
の
事
を
信
ず
。
此
等
の
文
理
、
如
何
が
和
会
す
べ
き
や
。
答
ふ
、
聖
道
教

（

）
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（

）
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そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
専
修
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
の
意
義
の
大
き
さ
を
明
ら
か
に
す
る
契
機
と
な
る
言
葉
だ
と
い
え

よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
源
空
は
宿
業
と
本
願
の
教
え
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
で
は
、
源
空
を
師
と
す
る
聖
覚
・
隆
寛
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
く
の
か
、
次
に
見
て
い
き
た
い
。

三
、
聖
覚
・
隆
寛
に
お
け
る
宿
業
・
宿
善
の
意
義

　
で
は
、
次
に
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
意
義
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
唯
信
鈔
』
は
、
聖
覚
五
五
歳
の
時
、
承

久
三
年
（
一
二
二
一
）、
八
月
十
四
日
に
書
き
終
え
ら
れ
た
こ
と
が
親
鸞
書
写
の
『
唯
信
鈔
』
奥
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
、
師

源
空
の
教
え
、
と
く
に
そ
の
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
相
応
ず
る
内
容
を
有
し
な
が
ら
、
専
修
念
仏
の
教
え
の
要
を
仮
名
書
き
で
簡

潔
に
記
し
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
書
に
宿
業
と
い
う
表
現
が
記
さ
れ
る
の
は
、「
五
逆
往
生
」
に
関
わ
る
次
の
問
答
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
ま
た
人
の
い
は
く
、
五
逆
の
罪
人
、
十
念
に
よ
り
て
往
生
す
と
い
ふ
は
、
宿
善
に
よ
る
な
り
。
わ
れ
ら
宿
善
を
そ
な
え
た

ら
む
こ
と
か
た
し
、
い
か
で
か
往
生
す
る
こ
と
を
え
む
や
と
。

　
こ
れ
ま
た
、
痴
闇
に
ま
ど
え
る
ゆ
へ
に
、
い
た
づ
ら
に
こ
の
う
た
が
ひ
を
な
す
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
宿
善
の
あ
つ
き
も
の
は
、
今
生

も
善
根
を
修
し
悪
業
を
お
そ
る
。
宿
善
す
く
な
き
も
の
は
、
今
生
に
悪
業
を
こ
の
み
善
根
を
つ
く
ら
ず
。
宿
業
の
善
悪
は
、
今
生
の

あ
り
さ
ま
に
て
あ
き
ら
か
に
し
り
ぬ
べ
し
。
し
か
る
に
、
善
心
な
し
。
は
か
り
し
り
ぬ
、
宿
善
す
く
な
し
と
い
ふ
こ
と
を
。
わ
れ
ら
、

罪
業
お
も
し
と
い
ふ
と
も
、
五
逆
お
ば
つ
く
ら
ず
。
善
根
す
く
な
し
と
い
ゑ
ど
も
、
ふ
か
く
本
願
を
信
ぜ
り
。
逆
者
の
十
念
す
ら
宿

善
に
よ
る
な
り
、
い
は
む
や
、
尽
形
の
称
念
む
し
ろ
宿
善
に
よ
ら
ざ
ら
む
や
。
な
に
の
ゆ
へ
に
か
、
逆
者
の
十
念
お
ば
宿
善
と
お
も

ひ
、
わ
れ
ら
が
一
生
の
称
念
お
ば
宿
善
あ
さ
し
と
お
も
ふ
べ
き
や
。
…
（
以
下
略
） 

（『
定
親
全
』
第
六
巻
写
伝
篇
2

　
六
六
―
七
頁
）

　
こ
こ
で
の
問
い
は
、『
観
経
』
下
下
品
に
説
か
れ
る
五
逆
の
者
が
十
念
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
は
宿
善
に
よ
る
の
で
あ
り
、
宿
善
を
具
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え
て
い
る
こ
と
が
難
し
い
わ
れ
ら
は
往
生
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
聖
覚
の
応
答
は
非
常
に

厳
し
い
表
現
で
な
さ
れ
る
が
、
要
点
の
み
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
五
逆
者
の
十
念
が
宿
善
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
五
逆
を
つ
く
ら
な
い
者

の
、
一
生
を
通
し
て
の
念
仏
が
あ
さ
い
宿
善
と
な
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
聖
覚
は
宿
業
の
善
悪
は
「
今
生
の
あ

り
さ
ま
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
つ
ま
り
善
心
す
な
わ
ち
仏
道
を
歩
む
清
浄
な
る
心
が
な
い
と
い
う
今
生
の

事
実
に
よ
っ
て
、
宿
善
が
少
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
る
べ
き
な
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
踏
ま
え
「
わ
れ
ら
、
罪
業
お

も
し
」
と
明
言
し
た
う
え
で
、
そ
の
わ
れ
ら
に
対
し
誓
わ
れ
た
本
願
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
の
で
き
た
「
宿
善
」
こ
そ
心
に
と
ど
め

る
べ
き
で
あ
る
と
展
開
す
る
。
こ
の
聖
覚
に
お
け
る
宿
業
と
念
仏
の
教
え
へ
の
言
及
は
、
五
逆
の
有
無
、
宿
善
の
あ
つ
さ
、
少
な
さ
は
念

仏
往
生
の
道
に
お
い
て
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
「
逆
者
の
十
念
お
ば
宿
善
と
お
も
ひ
、
わ
れ
ら
が
一

生
の
称
念
お
ば
宿
善
あ
さ
し
と
お
も
ふ
」
こ
と
こ
そ
、
い
た
ず
ら
な
問
い
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
唯
信
鈔
』
に
お
け
る
「
宿
業
」・「
宿
善
」
理
解
に
思
想
的
に
連
な
る
法
語
と
し
て
、
も
う
一
つ
確
か
め
て
お
き
た
い
言
葉
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
聖
覚
と
と
も
に
「
よ
き
ひ
と
〴
〵
」
と
仰
ぐ
隆
寛
の
著
作
で
あ
る
『
極
楽
浄
土
宗
義
』
の
文
で
あ
る
。
こ
の
書
は

隆
寛
七
三
歳
、
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
の
撰
述
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
『
唯
信
鈔
』
よ
り
一
年
早
く
著
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三

巻
本
で
あ
る
が
、
中
巻
、
下
巻
が
伝
え
ら
れ
、
現
在
上
巻
は
失
わ
れ
て
お
り
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
『
極
楽
浄
土
宗
義
』
巻
中
の
テ
ー
マ
は
「
往
生
の
機
」
で
あ
り
、
そ
の
冒
頭
に
は
「
一
に
は
報
土
往
生
の
機
、
二
に
は
辺
地
往
生
の
機

な
り
」
と
記
さ
れ
る
。
巻
中
全
体
が
、
こ
の
往
生
の
二
機
の
内
実
を
明
か
す
巻
で
あ
る
が
、
次
の
文
は
「
報
土
往
生
の
機
」
に
関
す
る
問

答
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

問
ふ
、
本
土
往
生
の
人
に
就
て
宿
善
の
有
無
を
論
ず
べ
き
や
。
答
ふ
、
一
宗
の
意
は
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
問
ふ
、
聖
道
浄
土
其
の
談
異

な
り
と
雖
も
、
宿
善
の
有
無
に
お
い
て
は
皆
以
て
一
同
な
る
べ
し
。
是
の
故
に
大
経
に
云
く
、
も
し
人
善
本
無
け
れ
ば
此
の
経
を
聞

く
こ
と
を
得
ず
、
宿
世
に
諸
仏
を
見
る
も
の
即
ち
能
く
此
の
事
を
信
ず
。
此
等
の
文
理
、
如
何
が
和
会
す
べ
き
や
。
答
ふ
、
聖
道
教

（

）
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（

）
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と
は
自
力
得
脱
の
故
に
宿
善
無
き
も
の
は
、
信
ぜ
ず
、
行
ぜ
ず
。
も
し
信
無
し
、
行
無
き
も
の
は
惑
を
断
ぜ
ず
、
理
を
証
せ
ざ
る
な

り
。
浄
土
宗
は
偏
に
弥
陀
の
願
力
に
乗
じ
て
来
迎
を
蒙
む
る
時
、
無
生
忍
を
得
、
報
土
の
境
に
入
る
。
是
の
故
に
一
宗
の
正
意
は
、

宿
善
を
以
て
要
と
せ
ず
。
…
（
以
下
略
） 

（『
隆
寛
律
師
全
集
』
第
一
巻
　
九
二
―
三
頁
　
原
漢
文
）

　
こ
こ
で
は
、
本
土
（「
辺
地
」
の
対
、「
報
土
」
を
あ
わ
ら
す
言
葉
）
往
生
の
人
に
つ
い
て
、
宿
善
の
有
無
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
か
と
い

う
問
い
に
対
し
、
浄
土
宗
の
意
に
お
い
て
は
宿
善
の
有
無
を
論
じ
る
必
要
は
な
く
、
問
題
と
な
ら
な
い
と
端
的
に
答
え
て
お
り
、
非
常
に

重
要
な
確
か
め
が
ま
ず
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
問
い
が
続
き
、
聖
道
と
浄
土
の
違
い
は
あ
る
が
、
宿
善
の
有
無
に
お
い
て
は
同
一
の
は

ず
で
あ
り
、『
大
経
』
の
「
も
し
人
善
本
無
け
れ
ば
此
の
経
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
、
宿
世
に
諸
仏
を
見
る
も
の
即
ち
能
く
此
の
事
を
信

ず
。」
と
の
経
言
と
、
宿
善
の
有
無
を
論
じ
な
い
こ
と
が
、
い
か
に
調
和
す
る
の
か
、
と
疑
問
が
呈
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
聖
道

教
、
つ
ま
り
自
力
得
脱
の
教
え
と
は
異
な
り
、
浄
土
宗
は
「
偏
に
弥
陀
の
願
力
に
乗
じ
て
」
成
り
立
つ
道
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
、
そ
れ

ゆ
え
に
浄
土
宗
の
「
正
意
は
、
宿
善
を
以
て
要
と
せ
ず
」
と
明
確
に
言
い
切
る
の
で
あ
る
。
こ
の
隆
寛
の
言
葉
に
親
鸞
が
ふ
れ
て
い
た
か

を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
源
空
門
下
の
先
輩
で
あ
っ
た
隆
寛
に
よ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
明
確
に
本
願
念
仏
の
教
え
に
お
い
て
宿
善

の
有
無
は
関
係
な
く
、
そ
こ
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
形
で
他
力
の
仏
道
の
得
道
を
明
示
す
る
理
解
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
聖
覚
、
隆
寛
は
、
と
も
に
念
仏
の
教
え
に
お
け
る
「
宿
業
の
善
悪
」
あ
る
い
は
「
宿
善
の
有
無
」
に
つ
い
て
究
明
し
、「
宿

業
」
の
善
悪
や
有
無
は
問
題
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
だ
わ
る
心
の
底
に
あ
る
も
の
は
、
本
願
念
仏
の
教
え
に
対
す
る
疑
い
あ
る
い

は
不
知
で
あ
り
、
弥
陀
の
本
願
を
信
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
性
の
中
に
そ
の
問
い
の
質
を
明
確
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
宿

業
」・「
宿
善
」
の
意
義
の
究
明
は
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
の
意
義
と
深
く
共
鳴
し
つ
つ
、
師
・
源
空
か
ら
は
じ
ま
る
本
願
念
仏
の
仏

道
と
宿
業
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
思
想
的
な
系
譜
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（

）
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四
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
意
義
　

　
『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
は
、
罪
悪
深
き
者
を
助
け
る
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
か
ら
悪
を
お
そ
れ
な
い
の
は
「
本
願
ぼ

こ
り
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
往
生
で
き
な
い
と
い
う
異
義
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
こ
の
異
義
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
次
の
言
葉

の
中
に
、「
宿
業
」
の
語
が
、
ま
ず
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
こ
の
条
、
本
願
を
う
た
が
ふ
、
善
悪
の
宿
業
を
こ
ゝ
ろ
え
ざ
る
な
り
。 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
〇
頁
）

　
つ
ま
り
こ
の
異
義
の
核
心
は
、
本
願
を
う
た
が
う
こ
と
、
善
悪
の
宿
業
を
知
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
と
端
的
に
指
摘
す
る
。

先
述
し
た
源
空
、
聖
覚
と
同
じ
く
本
願
の
教
え
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
宿
業
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、『
歎
異
抄
』
は
宿
業
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

　
　
よ
き
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
善
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
、
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
ゝ
も
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
へ
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
〇
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
人
間
に
お
け
る
善
心
も
悪
事
も
す
べ
て
宿
業
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
い
わ
ば
「
宿
業
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
あ
り

方
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
に
お
け
る
「
善
悪
」
は
、
倫
理
道
徳
の
範
疇
で
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
苦
し
み
と
い
う
結

果
を
う
み
だ
す
も
の
を
悪
、
苦
し
み
を
超
え
楽
を
も
た
ら
す
も
の
を
善
と
す
る
。
同
時
に
苦
し
み
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
因
は
、
自
ら

の
「
外
」
で
は
な
く
、
自
身
の
「
内
」
つ
ま
り
煩
悩
と
そ
れ
に
基
づ
く
身
口
意
の
業
に
こ
そ
あ
る
と
仏
教
は
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
う

す
る
と
、
こ
こ
で
の
「
善
悪
」
お
よ
び
「
宿
業
」
は
、
迷
い
、
苦
し
み
の
あ
り
方
を
く
り
返
し
つ
づ
け
て
い
く
人
間
存
在
と
の
関
わ
り
の

中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
源
空
に
お
い
て
は
、
病
、
寿
命
の
長
短
、
果
報
の
浅
深
と
い
う
か
な
り

限
定
さ
れ
た
具
体
相
の
中
で
宿
業
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
聖
覚
、
隆
寛
に
お
い
て
は
、「
宿
業

0

0

の
善
悪
」
や
「
宿
善

0

0

の
有

無
」
が
課
題
の
中
心
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
『
歎
異
抄
』
が
課
題
と
す
る
の
は
、「
善
悪

0

0

の
宿
業
」
つ
ま
り
人
間
に
お
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と
は
自
力
得
脱
の
故
に
宿
善
無
き
も
の
は
、
信
ぜ
ず
、
行
ぜ
ず
。
も
し
信
無
し
、
行
無
き
も
の
は
惑
を
断
ぜ
ず
、
理
を
証
せ
ざ
る
な

り
。
浄
土
宗
は
偏
に
弥
陀
の
願
力
に
乗
じ
て
来
迎
を
蒙
む
る
時
、
無
生
忍
を
得
、
報
土
の
境
に
入
る
。
是
の
故
に
一
宗
の
正
意
は
、

宿
善
を
以
て
要
と
せ
ず
。
…
（
以
下
略
） 

（『
隆
寛
律
師
全
集
』
第
一
巻
　
九
二
―
三
頁
　
原
漢
文
）

　
こ
こ
で
は
、
本
土
（「
辺
地
」
の
対
、「
報
土
」
を
あ
わ
ら
す
言
葉
）
往
生
の
人
に
つ
い
て
、
宿
善
の
有
無
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
か
と
い

う
問
い
に
対
し
、
浄
土
宗
の
意
に
お
い
て
は
宿
善
の
有
無
を
論
じ
る
必
要
は
な
く
、
問
題
と
な
ら
な
い
と
端
的
に
答
え
て
お
り
、
非
常
に

重
要
な
確
か
め
が
ま
ず
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
問
い
が
続
き
、
聖
道
と
浄
土
の
違
い
は
あ
る
が
、
宿
善
の
有
無
に
お
い
て
は
同
一
の
は

ず
で
あ
り
、『
大
経
』
の
「
も
し
人
善
本
無
け
れ
ば
此
の
経
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
、
宿
世
に
諸
仏
を
見
る
も
の
即
ち
能
く
此
の
事
を
信

ず
。」
と
の
経
言
と
、
宿
善
の
有
無
を
論
じ
な
い
こ
と
が
、
い
か
に
調
和
す
る
の
か
、
と
疑
問
が
呈
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
聖
道

教
、
つ
ま
り
自
力
得
脱
の
教
え
と
は
異
な
り
、
浄
土
宗
は
「
偏
に
弥
陀
の
願
力
に
乗
じ
て
」
成
り
立
つ
道
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
、
そ
れ

ゆ
え
に
浄
土
宗
の
「
正
意
は
、
宿
善
を
以
て
要
と
せ
ず
」
と
明
確
に
言
い
切
る
の
で
あ
る
。
こ
の
隆
寛
の
言
葉
に
親
鸞
が
ふ
れ
て
い
た
か

を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
源
空
門
下
の
先
輩
で
あ
っ
た
隆
寛
に
よ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
明
確
に
本
願
念
仏
の
教
え
に
お
い
て
宿
善

の
有
無
は
関
係
な
く
、
そ
こ
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
形
で
他
力
の
仏
道
の
得
道
を
明
示
す
る
理
解
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
聖
覚
、
隆
寛
は
、
と
も
に
念
仏
の
教
え
に
お
け
る
「
宿
業
の
善
悪
」
あ
る
い
は
「
宿
善
の
有
無
」
に
つ
い
て
究
明
し
、「
宿

業
」
の
善
悪
や
有
無
は
問
題
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
だ
わ
る
心
の
底
に
あ
る
も
の
は
、
本
願
念
仏
の
教
え
に
対
す
る
疑
い
あ
る
い

は
不
知
で
あ
り
、
弥
陀
の
本
願
を
信
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
性
の
中
に
そ
の
問
い
の
質
を
明
確
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
宿

業
」・「
宿
善
」
の
意
義
の
究
明
は
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
の
意
義
と
深
く
共
鳴
し
つ
つ
、
師
・
源
空
か
ら
は
じ
ま
る
本
願
念
仏
の
仏

道
と
宿
業
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
思
想
的
な
系
譜
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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四
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
意
義
　

　
『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
は
、
罪
悪
深
き
者
を
助
け
る
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
か
ら
悪
を
お
そ
れ
な
い
の
は
「
本
願
ぼ

こ
り
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
往
生
で
き
な
い
と
い
う
異
義
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
こ
の
異
義
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
次
の
言
葉

の
中
に
、「
宿
業
」
の
語
が
、
ま
ず
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
こ
の
条
、
本
願
を
う
た
が
ふ
、
善
悪
の
宿
業
を
こ
ゝ
ろ
え
ざ
る
な
り
。 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
〇
頁
）

　
つ
ま
り
こ
の
異
義
の
核
心
は
、
本
願
を
う
た
が
う
こ
と
、
善
悪
の
宿
業
を
知
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
と
端
的
に
指
摘
す
る
。

先
述
し
た
源
空
、
聖
覚
と
同
じ
く
本
願
の
教
え
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
宿
業
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、『
歎
異
抄
』
は
宿
業
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

　
　
よ
き
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
善
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
、
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
ゝ
も
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
へ
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
〇
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
人
間
に
お
け
る
善
心
も
悪
事
も
す
べ
て
宿
業
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
い
わ
ば
「
宿
業
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
あ
り

方
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
に
お
け
る
「
善
悪
」
は
、
倫
理
道
徳
の
範
疇
で
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
苦
し
み
と
い
う
結

果
を
う
み
だ
す
も
の
を
悪
、
苦
し
み
を
超
え
楽
を
も
た
ら
す
も
の
を
善
と
す
る
。
同
時
に
苦
し
み
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
因
は
、
自
ら

の
「
外
」
で
は
な
く
、
自
身
の
「
内
」
つ
ま
り
煩
悩
と
そ
れ
に
基
づ
く
身
口
意
の
業
に
こ
そ
あ
る
と
仏
教
は
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
う

す
る
と
、
こ
こ
で
の
「
善
悪
」
お
よ
び
「
宿
業
」
は
、
迷
い
、
苦
し
み
の
あ
り
方
を
く
り
返
し
つ
づ
け
て
い
く
人
間
存
在
と
の
関
わ
り
の

中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
源
空
に
お
い
て
は
、
病
、
寿
命
の
長
短
、
果
報
の
浅
深
と
い
う
か
な
り

限
定
さ
れ
た
具
体
相
の
中
で
宿
業
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
聖
覚
、
隆
寛
に
お
い
て
は
、「
宿
業

0

0

の
善
悪
」
や
「
宿
善

0

0

の
有

無
」
が
課
題
の
中
心
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
『
歎
異
抄
』
が
課
題
と
す
る
の
は
、「
善
悪

0

0

の
宿
業
」
つ
ま
り
人
間
に
お
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け
る
ど
の
よ
う
な
「
善
悪
」
も
「
宿
業
」
に
よ
る
と
い
う
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業

へ
の
視
座
の
特
徴
的
な
点
が
あ
る
と
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
『
歎
異
抄
』
は
、
親
鸞
の
「
お
ほ
せ
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

故
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
卯
毛
・
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
、
つ
く
る
つ
み
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
し
る
べ

し
と
さ
ふ
ら
ひ
き
。 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
〇
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
私
た
ち
が
つ
く
る
罪
悪
は
、
宿
業
の
は
た
ら
き
で
な
い
も
の
は
何
一
つ
な
い
と
述
べ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
理
解
の
特
徴
は
、
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
所
に
あ
る
が
、

そ
れ
は
個
々
の
人
間
の
現
実
（
卯
毛
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
、
つ
く
る
つ
み
）
を
徹
底
し
て
見
つ
め
て
い
く
中
に
、「
宿
業

存
在
」（
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
）
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
普
遍
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
歎
異
抄
』

の
言
説
は
、『
観
経
疏
』
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
宿
業
」
へ
の
視
座
と
い
う
点
で
『
観
経
疏
』
の
「
宿
業
」
理
解
が
問
い
か

け
る
内
容
と
共
鳴
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
宿
業
と
は
、
そ
も
そ
も
現
在
の
意
識
に
お
い
て
経
験
、
認
識
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
「
宿
」（
過
去
）
を
問
題
に
し
て
い
る
以
上
、
現
在
の
意
識
に
お
い
て
そ
の
限
界
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
質
の
事
柄
で
あ
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
宿
業
と
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
自
ら
の
「
知
」
の
中
に
納
め
尽
く
し
た
い
と
い
う
自
我
の
執
心
を
否
定
し
破
り
つ
つ
、
不
可
知

な
る
「
宿
業
」
の
中
で
生
き
る
自
ら
の
あ
り
方
を
自
覚
す
る
こ
と
を
迫
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
あ
り
方
を
宿
業
存
在
と
し
て
、

そ
の
不
可
知
性
ま
で
含
め
て
、
私
た
ち
に
開
示
す
る
は
た
ら
き
を
有
す
る
の
が
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
意
義
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
に
表
現
さ
れ
る
「
宿
業
」
に
関
す
る
も
う
一
箇
所
の
内
容
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

願
に
ほ
こ
り
て
つ
く
ら
ん
つ
み
も
宿
業
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
。
さ
れ
ば
よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
ひ

と
へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
れ
ば
こ
そ
、
他
力
に
て
は
さ
ふ
ら
へ
。 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
三
―
四
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
第
一
三
章
が
課
題
と
す
る
異
義
に
関
わ
っ
て
、
本
願
の
教
え
に
ほ
こ
っ
て
つ
く
る
罪
も
ま
た
、
宿
業
の
も
よ
お
し
に
よ
る
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も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
願
の
教
え
に
ふ
れ
て
い
る
者
も
、
は
か
り
知
れ
な
い
時
を
重
ね
て
生
死
・
迷
い
の
苦
を
う
み

だ
し
続
け
て
き
た
惑
・
業
の
は
た
ら
き
の
中
に
生
き
る
宿
業
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
切
の
例
外
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
宿
業
存
在
で
あ
る
わ
れ
ら
が
、
こ
の
身
に
お
け
る
「
善
悪
」
と
そ
の
業
報
へ
の
執
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
し

て
宿
業
の
身
を
引
き
受
け
つ
つ
、
ひ
と
え
に
本
願
を
み
ず
か
ら
の
よ
り
所
と
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
他
力
の
仏
道
で
あ
る
と
教
示
す
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
が
明
ら
か
に
す
る
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
自
覚
と
そ
の
存
在
を
救
い
と
げ
よ

う
と
す
る
本
願
の
関
わ
り
は
、『
歎
異
抄
』
の
後
序
に
「
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
と
し
て
記
さ
れ
る
言
葉
と
、
相
応
ず
る
も
の
と
し
て
理
解
す

べ
き
も
の
と
な
る
。

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
〳
〵
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身

に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
三
七
頁
）

と
い
う
述
懐
は
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
我
（「
一
人
」）
に
い
た
る
ま
で
の
は
か
り
し
れ
な
い
、
業
の
は
た
ら
き
、
業
の
歴
史
そ
の
も
の
と
し

て
の
「
身
」
の
自
覚
で
あ
る
と
と
も
に
、
宿
業
存
在
と
し
て
無
数
の
苦
し
み
を
う
み
だ
し
続
け
、
生
死
の
苦
海
に
沈
み
込
ん
で
き
た
わ
れ

ら
を
こ
そ
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」
へ
の
謝
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
三
章
に
お
け
る
宿
業
の
身
の
究
明
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
わ
れ
ら
の
身
そ
の
も
の
を
普
遍
的
に
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
本
願
の
は
た
ら

き
に
遇
い
、
そ
の
道
を
歩
む
も
の
と
な
れ
と
よ
び
か
け
る
教
言
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
と
は
、
一
切
衆
生
を
斉
し
く
同
じ
く
苦
し
み
、
迷
い
の
あ
り
方
か
ら
超
え
さ
せ
て
い
く
弥
陀

の
本
願
が
生
き
て
は
た
ら
く
そ
の
機
の
普
遍
的
な
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
言
葉
で
あ
る
と
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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け
る
ど
の
よ
う
な
「
善
悪
」
も
「
宿
業
」
に
よ
る
と
い
う
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業

へ
の
視
座
の
特
徴
的
な
点
が
あ
る
と
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
『
歎
異
抄
』
は
、
親
鸞
の
「
お
ほ
せ
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

故
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
卯
毛
・
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
、
つ
く
る
つ
み
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
し
る
べ

し
と
さ
ふ
ら
ひ
き
。 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
〇
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
私
た
ち
が
つ
く
る
罪
悪
は
、
宿
業
の
は
た
ら
き
で
な
い
も
の
は
何
一
つ
な
い
と
述
べ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
理
解
の
特
徴
は
、
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
所
に
あ
る
が
、

そ
れ
は
個
々
の
人
間
の
現
実
（
卯
毛
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
、
つ
く
る
つ
み
）
を
徹
底
し
て
見
つ
め
て
い
く
中
に
、「
宿
業

存
在
」（
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
）
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
普
遍
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
歎
異
抄
』

の
言
説
は
、『
観
経
疏
』
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
宿
業
」
へ
の
視
座
と
い
う
点
で
『
観
経
疏
』
の
「
宿
業
」
理
解
が
問
い
か

け
る
内
容
と
共
鳴
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
宿
業
と
は
、
そ
も
そ
も
現
在
の
意
識
に
お
い
て
経
験
、
認
識
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
「
宿
」（
過
去
）
を
問
題
に
し
て
い
る
以
上
、
現
在
の
意
識
に
お
い
て
そ
の
限
界
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
質
の
事
柄
で
あ
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
宿
業
と
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
自
ら
の
「
知
」
の
中
に
納
め
尽
く
し
た
い
と
い
う
自
我
の
執
心
を
否
定
し
破
り
つ
つ
、
不
可
知

な
る
「
宿
業
」
の
中
で
生
き
る
自
ら
の
あ
り
方
を
自
覚
す
る
こ
と
を
迫
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
あ
り
方
を
宿
業
存
在
と
し
て
、

そ
の
不
可
知
性
ま
で
含
め
て
、
私
た
ち
に
開
示
す
る
は
た
ら
き
を
有
す
る
の
が
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
意
義
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
に
表
現
さ
れ
る
「
宿
業
」
に
関
す
る
も
う
一
箇
所
の
内
容
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

願
に
ほ
こ
り
て
つ
く
ら
ん
つ
み
も
宿
業
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
。
さ
れ
ば
よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
ひ

と
へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
れ
ば
こ
そ
、
他
力
に
て
は
さ
ふ
ら
へ
。 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
二
三
―
四
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
第
一
三
章
が
課
題
と
す
る
異
義
に
関
わ
っ
て
、
本
願
の
教
え
に
ほ
こ
っ
て
つ
く
る
罪
も
ま
た
、
宿
業
の
も
よ
お
し
に
よ
る
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も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
願
の
教
え
に
ふ
れ
て
い
る
者
も
、
は
か
り
知
れ
な
い
時
を
重
ね
て
生
死
・
迷
い
の
苦
を
う
み

だ
し
続
け
て
き
た
惑
・
業
の
は
た
ら
き
の
中
に
生
き
る
宿
業
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
切
の
例
外
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
宿
業
存
在
で
あ
る
わ
れ
ら
が
、
こ
の
身
に
お
け
る
「
善
悪
」
と
そ
の
業
報
へ
の
執
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
し

て
宿
業
の
身
を
引
き
受
け
つ
つ
、
ひ
と
え
に
本
願
を
み
ず
か
ら
の
よ
り
所
と
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
他
力
の
仏
道
で
あ
る
と
教
示
す
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
が
明
ら
か
に
す
る
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
自
覚
と
そ
の
存
在
を
救
い
と
げ
よ

う
と
す
る
本
願
の
関
わ
り
は
、『
歎
異
抄
』
の
後
序
に
「
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
と
し
て
記
さ
れ
る
言
葉
と
、
相
応
ず
る
も
の
と
し
て
理
解
す

べ
き
も
の
と
な
る
。

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
〳
〵
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身

に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ 

（『
定
親
全
』
第
四
巻
言
行
篇
1

　
三
七
頁
）

と
い
う
述
懐
は
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
我
（「
一
人
」）
に
い
た
る
ま
で
の
は
か
り
し
れ
な
い
、
業
の
は
た
ら
き
、
業
の
歴
史
そ
の
も
の
と
し

て
の
「
身
」
の
自
覚
で
あ
る
と
と
も
に
、
宿
業
存
在
と
し
て
無
数
の
苦
し
み
を
う
み
だ
し
続
け
、
生
死
の
苦
海
に
沈
み
込
ん
で
き
た
わ
れ

ら
を
こ
そ
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」
へ
の
謝
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
三
章
に
お
け
る
宿
業
の
身
の
究
明
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
わ
れ
ら
の
身
そ
の
も
の
を
普
遍
的
に
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
本
願
の
は
た
ら

き
に
遇
い
、
そ
の
道
を
歩
む
も
の
と
な
れ
と
よ
び
か
け
る
教
言
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
と
は
、
一
切
衆
生
を
斉
し
く
同
じ
く
苦
し
み
、
迷
い
の
あ
り
方
か
ら
超
え
さ
せ
て
い
く
弥
陀

の
本
願
が
生
き
て
は
た
ら
く
そ
の
機
の
普
遍
的
な
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
言
葉
で
あ
る
と
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
拙
論
の
問
題
意
識
は
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
は
『
歎
異
抄
』
以
前
の
「
宿
業
」
理
解
と
、
い
か
な
る
連
関
が
あ
る
の
か
を

思
想
的
に
明
確
に
し
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
が
ど
の
よ
う
に
人
間
の
存
在
性
、
課
題
性
を
明
る
み
に
出
し
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
の
考
察
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
中
で
展
開
し
た
拙
論
の
内
容
を
最
後
に
ま
と
め
て
、
結
び
と
し
た
い
。

一
、『
観
経
疏
』
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
は
、
韋
提
希
に
お
け
る
釈
尊
に
対
す
る
問
い
を
「
宿
業
の
因
縁
」
へ
の
問
い
と
し
て
明
確
に

位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
宿
業
へ
の
問
い
を
ど
の
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
問
う
の
か
と
い
う
視
座
の
明
確
化
の
重
要
性
を
教
示
す
る
も

の
と
し
て
究
明
し
た
。

二
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
は
、「
宿
業
に
か
ぎ
り
あ
り
て
」
あ
る
い
は
「
宿
業
に
こ
た
へ
」
て
お
こ
る
病
、
寿
命
の
長
短
や
果

報
の
深
浅
の
相
違
に
関
わ
っ
て
、
神
仏
に
祈
る
こ
と
は
「
い
た
ず
ら
」
つ
ま
り
役
に
立
た
な
い
こ
と
で
あ
る
と
明
確
に
示
し
つ
つ
、

「
宿
業
に
か
ぎ
り
」
あ
る
身
を
生
き
る
わ
れ
ら
に
お
い
て
、
本
願
を
信
ず
る
人
に
は
た
ら
く
「
転
重
軽
受
」
の
仏
力
を
教
え
、
そ
の
身

を
生
き
抜
く
あ
り
方
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
聖
覚
お
よ
び
隆
寛
に
お
い
て
は
、
本
願
念
仏
の
教
え
に
お
け
る
「
宿
業
の
善
悪
」
お
よ
び
「
宿
善
の
有
無
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、

畢
竟
、「
宿
業
の
善
悪
」
に
お
け
る
個
々
の
違
い
や
「
宿
善
の
有
無
」
を
一
切
問
う
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
形
で
本
願
念

仏
の
教
え
が
わ
れ
ら
に
実
現
す
る
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

四
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
の
特
徴
は
、
ま
ず
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
上

で
、
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
明
確
化
は
一
切
衆
生
を
斉
し
く
同
じ
く
苦
し
み
、
迷
い
の
在
り
方
か
ら
超
え
さ
せ
て
い
く
弥
陀
の
本

願
が
は
た
ら
く
そ
の
機
の
内
実
が
普
遍
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　
以
上
、
宿
業
の
思
想
的
な
意
義
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
課
題
は
少
な
く
な
い
が
、「
宿
業
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
究
明
は
、「
誓
願
一
仏
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乗
」
の
具
体
性
を
最
も
鋭
く
問
い
か
け
る
人
間
観
と
し
て
、
私
た
ち
に
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
教
え
ら
れ
た
。
親
鸞
が
開
顕
す

る
「
誓
願
一
仏
乗
」
の
い
の
ち
は
、
ど
こ
ま
で
現
実
の
衆
生
の
す
が
た
と
そ
の
苦
悩
に
向
き
合
い
う
る
の
か
、
さ
ら
に
は
、
ど
こ
ま
で
リ

ア
ル
に
衆
生
の
課
題
の
核
心
を
抉
剔
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
摂
取
不
捨
」
の
本
願
を
よ
り
所
に
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
義
と
そ
の
具
体
性

を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
所
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
聞
思
し
つ
づ
け
て
い
く
と
い
う
課
題
を
自
身
に
確
か
め
て
、

拙
論
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

註

「
宿
業
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
数
存
在
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
代
表
的
な
研
究
成
果
と
し
て
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
編

『
真
宗
の
教
学
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
』
第
一
巻
、
第
二
巻
（
東
本
願
寺
出
版
部
）
お
よ
び
西
田
真
因
著
『
真
宗
宿
業
論
』（
法
蔵
館
）
を
あ
げ
て

お
き
た
い
。

『
定
親
全
』
第
三
巻
　
書
簡
篇
　
一
〇
七
頁

こ
の
視
点
で
の
先
達
の
究
明
に
、
安
冨
信
哉
「
宿
業
―
そ
の
論
理
と
倫
理
」（『
真
宗
の
教
学
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
』
第
二
巻
所
収
）
が
あ
る
。

善
導
は
『
観
経
疏
』
に
「
宿
業
」
の
語
を
も
う
一
箇
所
、「
定
善
義
」
勢
至
観
に
お
い
て
用
い
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、『
観
経
』
第
十
一
・
勢

至
観
に
お
け
る
「
有
縁
の
衆
生
」
と
い
う
経
言
を
、
善
導
が
「
与
勢
志
宿
業
有
縁
者
」（『
定
親
全
』
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
一
五
五
頁
）
と
解
釈

し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
但
、
こ
こ
に
は
「
宿
業
」
の
語
は
出
る
が
、
そ
の
意
義
を
言
及
す
る
表
現
が
な
い
た
め
、
拙
論
で
は
取
り
上
げ
て
い
な

い
。『

観
経
疏
』
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
専
修
寺
蔵
・
親
鸞
加
点
本
と
伝
え
ら
れ
る
本
を
底
本
と
し
て
い
る
『
定
親
全
』
に

拠
る
。
ま
た
書
き
下
し
に
際
し
て
は
影
印
本
『
高
田
専
修
寺
本
　
善
導
大
師
五
部
九
巻
』
Ⅰ
を
参
照
し
て
、
送
り
仮
名
等
は
適
宜
筆
者
が
補
っ
た
。

『
真
聖
全
』
一
　
五
〇
頁
　
原
漢
文

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
拙
論
で
は
十
分
な
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
以
下
、
先
達
の
三
つ
の
理
解
を
記
し
て
お
く
。

①
証
空
『
観
門
要
義
鈔
』

（

）
1

（

）
2

（

）
3

（

）
4

（

）
5

（

）
6

（

）
7
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お
　
わ
　
り
　
に

　
拙
論
の
問
題
意
識
は
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
は
『
歎
異
抄
』
以
前
の
「
宿
業
」
理
解
と
、
い
か
な
る
連
関
が
あ
る
の
か
を

思
想
的
に
明
確
に
し
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
が
ど
の
よ
う
に
人
間
の
存
在
性
、
課
題
性
を
明
る
み
に
出
し
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
の
考
察
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
中
で
展
開
し
た
拙
論
の
内
容
を
最
後
に
ま
と
め
て
、
結
び
と
し
た
い
。

一
、『
観
経
疏
』
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
は
、
韋
提
希
に
お
け
る
釈
尊
に
対
す
る
問
い
を
「
宿
業
の
因
縁
」
へ
の
問
い
と
し
て
明
確
に

位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
宿
業
へ
の
問
い
を
ど
の
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
問
う
の
か
と
い
う
視
座
の
明
確
化
の
重
要
性
を
教
示
す
る
も

の
と
し
て
究
明
し
た
。

二
、
源
空
に
お
け
る
宿
業
へ
の
言
及
は
、「
宿
業
に
か
ぎ
り
あ
り
て
」
あ
る
い
は
「
宿
業
に
こ
た
へ
」
て
お
こ
る
病
、
寿
命
の
長
短
や
果

報
の
深
浅
の
相
違
に
関
わ
っ
て
、
神
仏
に
祈
る
こ
と
は
「
い
た
ず
ら
」
つ
ま
り
役
に
立
た
な
い
こ
と
で
あ
る
と
明
確
に
示
し
つ
つ
、

「
宿
業
に
か
ぎ
り
」
あ
る
身
を
生
き
る
わ
れ
ら
に
お
い
て
、
本
願
を
信
ず
る
人
に
は
た
ら
く
「
転
重
軽
受
」
の
仏
力
を
教
え
、
そ
の
身

を
生
き
抜
く
あ
り
方
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
聖
覚
お
よ
び
隆
寛
に
お
い
て
は
、
本
願
念
仏
の
教
え
に
お
け
る
「
宿
業
の
善
悪
」
お
よ
び
「
宿
善
の
有
無
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、

畢
竟
、「
宿
業
の
善
悪
」
に
お
け
る
個
々
の
違
い
や
「
宿
善
の
有
無
」
を
一
切
問
う
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
形
で
本
願
念

仏
の
教
え
が
わ
れ
ら
に
実
現
す
る
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

四
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
宿
業
の
特
徴
は
、
ま
ず
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
上

で
、
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
明
確
化
は
一
切
衆
生
を
斉
し
く
同
じ
く
苦
し
み
、
迷
い
の
在
り
方
か
ら
超
え
さ
せ
て
い
く
弥
陀
の
本

願
が
は
た
ら
く
そ
の
機
の
内
実
が
普
遍
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　
以
上
、
宿
業
の
思
想
的
な
意
義
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
課
題
は
少
な
く
な
い
が
、「
宿
業
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
究
明
は
、「
誓
願
一
仏
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乗
」
の
具
体
性
を
最
も
鋭
く
問
い
か
け
る
人
間
観
と
し
て
、
私
た
ち
に
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
教
え
ら
れ
た
。
親
鸞
が
開
顕
す

る
「
誓
願
一
仏
乗
」
の
い
の
ち
は
、
ど
こ
ま
で
現
実
の
衆
生
の
す
が
た
と
そ
の
苦
悩
に
向
き
合
い
う
る
の
か
、
さ
ら
に
は
、
ど
こ
ま
で
リ

ア
ル
に
衆
生
の
課
題
の
核
心
を
抉
剔
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
摂
取
不
捨
」
の
本
願
を
よ
り
所
に
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
義
と
そ
の
具
体
性

を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
所
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
聞
思
し
つ
づ
け
て
い
く
と
い
う
課
題
を
自
身
に
確
か
め
て
、

拙
論
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

註

「
宿
業
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
数
存
在
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
代
表
的
な
研
究
成
果
と
し
て
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
編

『
真
宗
の
教
学
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
』
第
一
巻
、
第
二
巻
（
東
本
願
寺
出
版
部
）
お
よ
び
西
田
真
因
著
『
真
宗
宿
業
論
』（
法
蔵
館
）
を
あ
げ
て

お
き
た
い
。

『
定
親
全
』
第
三
巻
　
書
簡
篇
　
一
〇
七
頁

こ
の
視
点
で
の
先
達
の
究
明
に
、
安
冨
信
哉
「
宿
業
―
そ
の
論
理
と
倫
理
」（『
真
宗
の
教
学
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
』
第
二
巻
所
収
）
が
あ
る
。

善
導
は
『
観
経
疏
』
に
「
宿
業
」
の
語
を
も
う
一
箇
所
、「
定
善
義
」
勢
至
観
に
お
い
て
用
い
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、『
観
経
』
第
十
一
・
勢

至
観
に
お
け
る
「
有
縁
の
衆
生
」
と
い
う
経
言
を
、
善
導
が
「
与
勢
志
宿
業
有
縁
者
」（『
定
親
全
』
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
一
五
五
頁
）
と
解
釈

し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
但
、
こ
こ
に
は
「
宿
業
」
の
語
は
出
る
が
、
そ
の
意
義
を
言
及
す
る
表
現
が
な
い
た
め
、
拙
論
で
は
取
り
上
げ
て
い
な

い
。『

観
経
疏
』
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
専
修
寺
蔵
・
親
鸞
加
点
本
と
伝
え
ら
れ
る
本
を
底
本
と
し
て
い
る
『
定
親
全
』
に

拠
る
。
ま
た
書
き
下
し
に
際
し
て
は
影
印
本
『
高
田
専
修
寺
本
　
善
導
大
師
五
部
九
巻
』
Ⅰ
を
参
照
し
て
、
送
り
仮
名
等
は
適
宜
筆
者
が
補
っ
た
。

『
真
聖
全
』
一
　
五
〇
頁
　
原
漢
文

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
拙
論
で
は
十
分
な
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
以
下
、
先
達
の
三
つ
の
理
解
を
記
し
て
お
く
。

①
証
空
『
観
門
要
義
鈔
』

（

）
1

（

）
2

（

）
3

（

）
4

（

）
5

（

）
6

（

）
7
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我
自
一
生
已
來
未
曾
造
其
大
罪
等
と
は
、
經
文
に
此
の
言
無
し
と
雖
も
、
意
を
以
て
之
を
尋
ぬ
れ
ば
、
既
に
我
宿
何
罪
と
過
去
を
尋
ぬ

れ
ば
、
今
生
罪
無
し
と
思
ふ
意
明
ら
か
な
り
。
今
大
罪
の
言
を
加
ふ
る
こ
と
は
、
凡
夫
の
小
罪
す
ら
遁
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
大
罪
を
以

て
こ
れ
を
分
別
す
る
な
り
。
問
ふ
て
云
は
く
、
夫
人
父
の
王
の
言
に
隨
ふ
て
闍
世
を
産
み
て
害
を
為
さ
ん
と
欲
し
き
。
此
の
因
縁
に
依

り
て
、
今
害
を
被
む
る
（
と
）
思
ふ
べ
し
。
何
が
故
ぞ
過
去
を
尋
ね
て
、
今
生
の
故
を
知
ら
ず
返
り
て
横
さ
ま
に
來
る
と
思
ふ
や
。
答

へ
て
云
は
く
、
二
義
あ
る
べ
し
。
一
に
は
佛
法
、
王
法
、
其
の
教
へ
異
な
り
。
王
法
は
後
世
を
談
ぜ
ず
。
身
を
立
て
名
を
顯
わ
す
を
要

と
爲
す
れ
ば
王
の
命
に
隨
ふ
を
法
り
と
爲
し
て
、
此
に
逆
れ
ば
過
を
爲
す
。
夫
人
既
に
王
の
命
に
隨
ふ
て
、
産
み
落
し
て
殺
さ
ん
と
せ

し
か
ど
も
、
死
せ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
乳
養
す
る
こ
と
、
更
に
疎
そ
か
な
ら
ず
。
故
に
夫
人
罪
無
し
と
思
ふ
な
り
。
二
に
は
凡
夫
癡
か
に

し
て
因
果
を
辨
へ
ず
。
罪
を
造
り
て
こ
れ
を
知
ら
ず
。
故
に
何
の
因
に
依
り
て
此
の
苦
に
逢
へ
る
ぞ
と
い
う
な
り
。
知
る
べ
し
。

 

（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
五
五
　
一
七
〇
頁
　
原
漢
文
　
傍
線
引
用
者
）

　
証
空
は
、
以
上
の
文
章
か
ら
、
韋
提
希
の
問
い
は
、
今
生
に
罪
を
つ
く
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い

（「
罪
を
造
り
て
こ
れ
を
知
ら
ず
」）
故
に
、「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
い
る
。

②
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
』

我
自
一
生
已
來
等
と
は
問
（
う
）
初
に
は
仙
人
を
殺
し
次
に
闍
世
を
殺
さ
ん
と
欲
し
て
生
む
と
き
地
に
墮
せ
り
。
殺
業
尤
も
重
し
。
何

ぞ
一
生
未
造
大
罪
と
云
わ
ん
。
答
（
う
）
仙
を
殺
し
地
に
墮
す
は
即
ち
王
の
計
な
り
。
夫
人
は
殺
生
の
意
樂
を
起
さ
ず
。
故
に
未
造
と

云
（
う
）。
徑
路
と
は
廣
韻
に
云
く
徑
は
直
な
り
堅
な
り
と
。
是
れ
山
の
直
道
な
り
。
經
に
世
尊
復
有
何
等
因
縁
等
と
は
、
問
（
う
）
世

尊
何
故
ぞ
因
縁
を
答
え
ざ
る
や
。
答
（
う
）
夫
人
始
に
は
二
人
に
怨
み
甚
深
し
と
雖
も
し
か
も
終
に
は
穢
を
厭
う
。
但
し
二
人
を
恨
る

を
即
（
ち
）
厭
穢
の
端
と
す
。
宿
業
を
以
て
要
と
せ
ず
。
是
故
に
佛
答
を
俟
た
ず
（
し
て
）
即
（
ち
）
淨
土
を
請
う
。
佛
既
に
機
を
知

る
故
に
其
答
無
き
な
り
。 

（『
浄
土
宗
全
書
』
第
二
巻
二
五
八
頁
　
原
漢
文
）

　
良
忠
は
、
韋
提
希
は
「
殺
生
の
意
樂
」
を
起
し
て
い
な
い
か
ら
、
大
罪
を
起
し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
今
世
の
業
に
お
い
て
は
い

わ
れ
な
き
阿
闍
世
か
ら
の
危
害
に
つ
い
て
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

③
深
励
『
観
経
四
帖
疏
講
義
』

「
自
一
生
已
来
」
と
い
う
は
生
れ
て
よ
り
已
来
な
り
。
経
に
我
宿
何
罪
と
あ
り
。
夫
れ
な
れ
ば
韋
提
の
心
我
れ
生
れ
し
よ
り
大
罪
を
造
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れ
る
こ
と
な
し
と
思
う
な
り
。
此
即
凡
夫
女
人
の
情
な
り
。
父
王
に
伴
う
て
仙
人
を
殺
す
こ
と
も
高
樓
よ
り
生
み
落
す
こ
と
も
忘
れ
て

大
罪
は
造
ら
ぬ
こ
と
と
思
う
な
り
。
大
経
に
吉
凶
禍
福
競
各
作
之
無
一
怪
也
と
吉
凶
に
遇
う
は
一
一
罪
の
な
す
処
な
れ
ど
も
そ
れ
を
左

右
思
う
も
の
な
し
と
な
り
。
凡
夫
今
日
の
心
、
実
に
し
か
な
り
。 

（『
観
経
四
帖
疏
講
義
』
二
六
五
頁
）

　
深
励
は
、「
仙
人
を
殺
」
し
「
高
樓
よ
り
生
み
落
す
」
大
罪
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
「
忘
れ
て
大
罪
は
造
ら
ぬ
」

と
思
っ
て
、
宿
業
の
因
縁
を
問
う
て
い
る
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
。

『
定
親
全
』
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
五
四
頁
　
原
漢
文

『
定
親
全
』
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
五
六
頁
　
原
漢
文

『
浄
真
全
』
六
　
四
九
二
頁

「
転
重
軽
受
」
の
思
想
的
展
開
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。

　
神
居
文
彰
「
病
い
の
備
荒
│
転
重
軽
受
に
つ
い
て
│
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
45
（
1
））

　
小
川
法
道
「
転
重
軽
受
の
思
想
史
│
特
に
浄
土
教
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』（
45
））

『
浄
真
全
』
六
　
六
五
〇
頁

同
右

『
定
親
全
』
第
六
巻
写
伝
篇
2

　
　
七
一
頁

『
隆
寛
律
師
全
集
』
第
一
巻
　
一
〇
一
頁
・
一
二
四
頁

『
隆
寛
律
師
全
集
』
第
一
巻
　
七
九
頁
　
原
漢
文

書
き
下
し
に
あ
た
っ
て
は
、
平
井
正
戒
著
『
隆
寛
律
師
の
浄
土
教
附
遺
文
集
』（
金
沢
文
庫
浄
土
宗
典
研
究
会
・
昭
和
一
六
年
）
を
参
照
し
た
。
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我
自
一
生
已
來
未
曾
造
其
大
罪
等
と
は
、
經
文
に
此
の
言
無
し
と
雖
も
、
意
を
以
て
之
を
尋
ぬ
れ
ば
、
既
に
我
宿
何
罪
と
過
去
を
尋
ぬ

れ
ば
、
今
生
罪
無
し
と
思
ふ
意
明
ら
か
な
り
。
今
大
罪
の
言
を
加
ふ
る
こ
と
は
、
凡
夫
の
小
罪
す
ら
遁
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
大
罪
を
以

て
こ
れ
を
分
別
す
る
な
り
。
問
ふ
て
云
は
く
、
夫
人
父
の
王
の
言
に
隨
ふ
て
闍
世
を
産
み
て
害
を
為
さ
ん
と
欲
し
き
。
此
の
因
縁
に
依

り
て
、
今
害
を
被
む
る
（
と
）
思
ふ
べ
し
。
何
が
故
ぞ
過
去
を
尋
ね
て
、
今
生
の
故
を
知
ら
ず
返
り
て
横
さ
ま
に
來
る
と
思
ふ
や
。
答

へ
て
云
は
く
、
二
義
あ
る
べ
し
。
一
に
は
佛
法
、
王
法
、
其
の
教
へ
異
な
り
。
王
法
は
後
世
を
談
ぜ
ず
。
身
を
立
て
名
を
顯
わ
す
を
要

と
爲
す
れ
ば
王
の
命
に
隨
ふ
を
法
り
と
爲
し
て
、
此
に
逆
れ
ば
過
を
爲
す
。
夫
人
既
に
王
の
命
に
隨
ふ
て
、
産
み
落
し
て
殺
さ
ん
と
せ

し
か
ど
も
、
死
せ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
乳
養
す
る
こ
と
、
更
に
疎
そ
か
な
ら
ず
。
故
に
夫
人
罪
無
し
と
思
ふ
な
り
。
二
に
は
凡
夫
癡
か
に

し
て
因
果
を
辨
へ
ず
。
罪
を
造
り
て
こ
れ
を
知
ら
ず
。
故
に
何
の
因
に
依
り
て
此
の
苦
に
逢
へ
る
ぞ
と
い
う
な
り
。
知
る
べ
し
。

 

（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
五
五
　
一
七
〇
頁
　
原
漢
文
　
傍
線
引
用
者
）

　
証
空
は
、
以
上
の
文
章
か
ら
、
韋
提
希
の
問
い
は
、
今
生
に
罪
を
つ
く
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い

（「
罪
を
造
り
て
こ
れ
を
知
ら
ず
」）
故
に
、「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
い
る
。

②
良
忠
『
観
経
疏
伝
通
記
』

我
自
一
生
已
來
等
と
は
問
（
う
）
初
に
は
仙
人
を
殺
し
次
に
闍
世
を
殺
さ
ん
と
欲
し
て
生
む
と
き
地
に
墮
せ
り
。
殺
業
尤
も
重
し
。
何

ぞ
一
生
未
造
大
罪
と
云
わ
ん
。
答
（
う
）
仙
を
殺
し
地
に
墮
す
は
即
ち
王
の
計
な
り
。
夫
人
は
殺
生
の
意
樂
を
起
さ
ず
。
故
に
未
造
と

云
（
う
）。
徑
路
と
は
廣
韻
に
云
く
徑
は
直
な
り
堅
な
り
と
。
是
れ
山
の
直
道
な
り
。
經
に
世
尊
復
有
何
等
因
縁
等
と
は
、
問
（
う
）
世

尊
何
故
ぞ
因
縁
を
答
え
ざ
る
や
。
答
（
う
）
夫
人
始
に
は
二
人
に
怨
み
甚
深
し
と
雖
も
し
か
も
終
に
は
穢
を
厭
う
。
但
し
二
人
を
恨
る

を
即
（
ち
）
厭
穢
の
端
と
す
。
宿
業
を
以
て
要
と
せ
ず
。
是
故
に
佛
答
を
俟
た
ず
（
し
て
）
即
（
ち
）
淨
土
を
請
う
。
佛
既
に
機
を
知

る
故
に
其
答
無
き
な
り
。 

（『
浄
土
宗
全
書
』
第
二
巻
二
五
八
頁
　
原
漢
文
）

　
良
忠
は
、
韋
提
希
は
「
殺
生
の
意
樂
」
を
起
し
て
い
な
い
か
ら
、
大
罪
を
起
し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
今
世
の
業
に
お
い
て
は
い

わ
れ
な
き
阿
闍
世
か
ら
の
危
害
に
つ
い
て
「
宿
業
の
因
縁
」
を
問
う
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

③
深
励
『
観
経
四
帖
疏
講
義
』

「
自
一
生
已
来
」
と
い
う
は
生
れ
て
よ
り
已
来
な
り
。
経
に
我
宿
何
罪
と
あ
り
。
夫
れ
な
れ
ば
韋
提
の
心
我
れ
生
れ
し
よ
り
大
罪
を
造
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れ
る
こ
と
な
し
と
思
う
な
り
。
此
即
凡
夫
女
人
の
情
な
り
。
父
王
に
伴
う
て
仙
人
を
殺
す
こ
と
も
高
樓
よ
り
生
み
落
す
こ
と
も
忘
れ
て

大
罪
は
造
ら
ぬ
こ
と
と
思
う
な
り
。
大
経
に
吉
凶
禍
福
競
各
作
之
無
一
怪
也
と
吉
凶
に
遇
う
は
一
一
罪
の
な
す
処
な
れ
ど
も
そ
れ
を
左

右
思
う
も
の
な
し
と
な
り
。
凡
夫
今
日
の
心
、
実
に
し
か
な
り
。 

（『
観
経
四
帖
疏
講
義
』
二
六
五
頁
）

　
深
励
は
、「
仙
人
を
殺
」
し
「
高
樓
よ
り
生
み
落
す
」
大
罪
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
「
忘
れ
て
大
罪
は
造
ら
ぬ
」

と
思
っ
て
、
宿
業
の
因
縁
を
問
う
て
い
る
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
。

『
定
親
全
』
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
五
四
頁
　
原
漢
文

『
定
親
全
』
第
九
巻
　
加
点
篇
3

　
五
六
頁
　
原
漢
文

『
浄
真
全
』
六
　
四
九
二
頁

「
転
重
軽
受
」
の
思
想
的
展
開
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。

　
神
居
文
彰
「
病
い
の
備
荒
│
転
重
軽
受
に
つ
い
て
│
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
45
（
1
））

　
小
川
法
道
「
転
重
軽
受
の
思
想
史
│
特
に
浄
土
教
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』（
45
））

『
浄
真
全
』
六
　
六
五
〇
頁

同
右

『
定
親
全
』
第
六
巻
写
伝
篇
2

　
　
七
一
頁

『
隆
寛
律
師
全
集
』
第
一
巻
　
一
〇
一
頁
・
一
二
四
頁

『
隆
寛
律
師
全
集
』
第
一
巻
　
七
九
頁
　
原
漢
文

書
き
下
し
に
あ
た
っ
て
は
、
平
井
正
戒
著
『
隆
寛
律
師
の
浄
土
教
附
遺
文
集
』（
金
沢
文
庫
浄
土
宗
典
研
究
会
・
昭
和
一
六
年
）
を
参
照
し
た
。
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