
観

想

と

観

見

安 

田 

理 

深 

「観
」
と
い
う
字
が
二
度
使
わ
れ
て
あ
る
。
そ
の
、
「観
」
と
い
う
字
で
『
願
生
偈
』

の
正
説
分
が
、
「観
」
と
い
う
字
の
内
容
と
し
て 

述
べ
ら
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
願
成
就
の
、
こ
れ
は
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、

一
つ
の
形
で 

す
ね
。
実
体
的
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
我
々
は
浄
土
と
い
う
も
の
を
簡
単
に
考
え
る
ん
だ
け
ど
、
純
粋
な
世
界 

と
い
う
こ
と
を
一
語
で
表
わ
し
て
い
る
ん
で
す
。
内
面
に
超
え
と
る
世
界
で
あ
り
ま
す
。
外
に
そ
う
い
う
浄
土
を
探
し
て
も
ど
こ
に
も
な 

い
。
そ
れ
も-

つ
の
言
い
方
で
あ
っ
て
、
本
来
ど
こ
に
も
な
い
け
ど
、
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
が
言
う
か
ら
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う 

の
で
あ
っ
て
、
人
間
に
よ
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
と
し
て
な
い
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
か
え
っ
て' 

も
の
と
し
て
は 

初
め
か
ら
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
も
あ
る
。

初
め
か
ら
あ
る
。
世
界
の
中
に
我
々
は
お
る
ん
だ
け
ど
、
見
え
な
い
の
だ
。
見
え
な
い
だ
け
な
ん
で
す
。
本
来
あ
る
世
界
を
自
然
の
浄 

土
と
い
う
わ
け
で
す
。
無
為
自
然
の
浄
土
と
い
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
本
来
あ
る
世
界
。
見
え
な
い
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
見
る
ま
な 

こ
、
浄
土
を
見
る
眼
を
、

一
心
と
し
て
開
く
。
浄
土
を
見
る
ま
な
こ
が
一
心
。
浄
土
と
い
う
の
は
一
つ
の
世
界
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、
世 

間
。
二
種
清
浄
世
間
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
三
種
荘
厳
と
い
う
内
容
を
持
っ
て
お
る
ん
で
す
け
ど
、
三
種
荘
厳
と
い
う
も
の
は
、
や
っ 

ぱ
り
そ
こ
に
我
々
の
願
い
が
、
人
間
の
願
い
が
満
足
す
る
と
。
人
間
の
願
い
が
満
足
す
る
と
い
う
意
味
は
、
人
間
の
思
い
通
り
に
な
る
と
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い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
人
間
の
願
い
が
撤
回
さ
れ
る
。
人
間
の
願
い
が
満
足
さ
れ
る
と
い
う
意
味
は
、
か
え
っ
て
人
間
の
願
い
が
消
え 

て
し
ま
う
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
地
獄
に
堕
ち
て
も
後
悔
せ
ん
と
い
う
こ
と
が
『
歎
異
抄
』
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
の
は
、
 

喜
ん
で
地
獄
に
堕
ち
て
い
け
る
。
地
獄
に
堕
ち
な
い
よ
う
な
願
い
と
い
う
こ
と
が
撤
回
さ
れ
る
。
普
通
の
人
が
地
獄
に
堕
ち
な
い
よ
う
に 

願
っ
て
信
仰
を
求
め
る
。
そ
れ
は
欲
で
す
ね
。
地
獄
に
堕
ち
て
も
後
悔
せ
ん
と
い
う
、
我
が
身
な
ん
か
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
、つ
い
う
所
に 

我
が
願
い
を
捨
て
て
し
ま
う
。
助
け
て
ほ
し
い
な
ん
て
い
う
厚
か
ま
し
い
願
い
を
撤
回
し
ま
す
。
如
来
の
お
心
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
て 

み
れ
ば
、
我
が
身
が
救
わ
れ
た
い
と
い
う
よ
う
な
厚
か
ま
し
い
願
い
は
消
え
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ 

が
実
は
、
如
来
の
願
と
い
う
も
の
が
、
人
間
の
願
に
応
え
て
い
る
。
つ
ま
り' 

本
当
の
人
間
の
願
と
い
う
も
の
が
、
如
来
の
願
と
し
て
応 

え
ら
れ
と
る
。
そ
れ
が
願
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
我
々
の
願
い
が
願
い
通
り
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
も
う
不
平
も 

起
こ
す
余
地
が
な
い
。
不
平
不
満
を
起
こ
す
余
地
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
世
界
を
、
三
種
荘
厳
の
世
界
と
言
う
の
で
す
。
 

そ
の
世
界
と
い
う
意
味
を
、
『
浄
土
論
』
、
天
親
菩
薩
は
二
種
の
清
浄
世
間
と
、
「
世
間
」
と
い
う
こ
と
で
表
わ
し
て
お
り
ま
す
。
世
界 

と
い
っ
て
も
、
世
間
と
い
う
意
味
の
世
界
だ
。
世
間
と
い
う
意
味
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
と
言
う
と
、
世
間
と
い
う
の
は
生
活
と
い
う
意 

味
な
ん
で
す
。
世
界
と
い
っ
て
も
、
た
だ
感
じ
て
い
る
世
界
で
は
な
し
に
、
生
活
す
る
世
界
。

浄
土
と
い
う
も
の
は
、
浄
土
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
よ
う
な
思
想
の
宗
教
、
そ
れ
は
仏
教
の
伝
統
に
は
な
い
疑
問 

な
ん
で
す
。
神
が
あ
る
か
な
い
か
、
浄
土
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
疑
問
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト 

教
で
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
う
い
う
疑
問
に
応
え
よ
う
と
し
て
非
常
に
苦
労
し
て
お
る
ん
で
す
け
ど' 

キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
と
い
う 

の
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
仏
教
で
は
、
い
ま
だ
に
仏
が
あ
る
か
な
い
か
、
浄
土
が
あ
る
か
な
い
か
、
そ
う
い
う
疑
問
は
出
し
た
こ
と
が 

な
い
。
た
だ
生
ま
れ
る
か
、
生
ま
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
問
題
じ
ゃ
な
い
。
生
ま 

れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
出
来
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
生
活
を
生
み
出 

す
の
で
す
。
生
活
で
す
。
新
し
い
生
活
が
見
出
さ
れ
る
時
、
浄
土
に
往
く
。
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信
仰
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
言
う
と
、
新
し
い
生
活
が
見
出
さ
れ
る
。
古
い
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、
新
し
い
世
界
が
見
出 

さ
れ
る
。
死
ん
で
か
ら
先
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
現
に
生
き
て
い
る
身
に
お
い
て
新
し
い
生
活
が
開
け
て
く
る
。
こ
う
い
う
の
を
浄
土 

往
生
と
言
う
わ
け
で
す
。
死
ん
で
か
ら
先
に
ど
こ
か
へ
行
く
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
無
駄
な
、
当
て
に
な
ら
な
い
約
束
を
し
て
い
る
意 

味
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
こ
の
現
生
に
お
い
て
新
し
い
生
活
を
開
く
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
古
い
言
葉
で
浄
土
往
生
と
い
っ
て
も
、
 

願
生
浄
土
と
い
っ
て
も
よ
く
分
か
ら
ん
か
ら
、
今
の
言
葉
に
直
す
。
今
の
言
葉
と
い
っ
て
も
、
古
い
言
葉
を
な
し
に
し
た
の
で
は
な
い
ん 

だ
ね
。
全
然
古
い
言
葉
を
捨
て
て
、
新
し
い
言
葉
を
創
る
と
。
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
考
え
を
や
め
て
、
私
の
考
え
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
に 

な
る
と
、
そ
ん
な
も
の
で
は
教
学
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
。
仏
法
を
棄
て
て
安
田
の
考
え
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
じ
や
仏
教
学
に
は
な
り
は 

し
ま
せ
ん
。
安
田
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
い
。
安
田
で
あ
ろ
う
が
、
曽
我
で
あ
ろ
う
が
、
人
間
の
考
え
と
い
う
の
は
教
学
に
な
る
も
の
じ
ゃ
な 

い
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
古
い
所
に
新
し
い
意
味
を
見
出
す
。
如
来
の
中
に
人
間
と
い
う
も
の
の
新
し
い
意
味
を
、
こ
れ
ま
で
の
人
間
観
で 

は
な
い
人
間
観
と
い
う
の
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
、つ
い
う
意
味
で
す
。
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
話
は
、
仏
法
の
外
の
話
だ
。
も 

の
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
よ
り
も
、
ど
う
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
る
か
な
い
か
じ
ゃ
な
い
。
あ
る
も
の
を
ど
う
見
る
の
か 

と
い
う
問
題
で
す
。

だ
か
ら
、
僕
は
浄
土
往
生
と
い
う
言
葉
は
、
古
い
言
葉
に
即
し
て
言
え
ば
、
「観
彼
世
界
」
。
逆
に
す
れ
ば
世
界
観
。
観
世
界
を
逆
に
す 

れ
ば
世
界
観
。
世
界
観
を
持
つ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
浄
土
往
生
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
世
界
観
を
開
く
と
い
う
意
味
で 

す
。
何
の
世
界
観
か
と
言
う
と
、
唯
物
論
的
世
界
観
で
も
な
い
し
、
観
念
的
世
界
観
で
も
な
い
し
、

一
心
の
世
界
だ
。
信
心
の
世
界
観
。
 

そ
う
い
う
も
の
を
こ
こ
で
明
ら
か
に
す
る
。

信
心
を
得
る
と
い
っ
て
も
、
普
通
の
人
は
分
か
ら
ん
の
と
違
う
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
普
通
は
得
る
と
い
う
の
は
物
を
得
る
と
思
う
ん
で 

す
。
財
産
を
得
る
と
か
、
金
を
得
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
も
の
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
仏
教
に
は
な
い
ん
で
す
。
も
の
は
得
る
と
か
得
ん 

と
か
い
う
も
の
で
は
な
い
。
我
々
が
得
る
の
は
、
金
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
金
に
対
す
る
煩
悩
を
得
る
と
い
う
こ
と
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が
あ
る
。
金
は
天
下
の
回
り
も
の
と
言
う
て
、
人
の
懐
に
あ
る
か
、
私
の
懐
に
移
っ
て
く
る
か
の
話
な
ん
で
す
。
人
の
懐
か
ら
私
の
懐
に 

場
所
が
変
わ
っ
た
だ
け
だ
。
そ
ん
な
も
の
に
得
る
も
得
ん
も
な
い
。
た
だ
そ
の
、
我
々
が
言
え
る
の
は
何
か
と
言
う
と
、
煩
悩
で
す
。
金 

じ
ゃ
な
い
。
金
に
対
す
る
煩
悩
を
得
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
忘
れ
ら
れ
な
い
。
金
は
落
と
す
と
い
う
こ
と
は
あ
る
け
ど
、
煩
悩
を
落
と
し 

た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
金
を
落
と
し
た
途
端
に
、
煩
悩
ま
で
落
ち
て
く
れ
な
け
れ
ば
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
金
は
と
う
に
な
く
な
っ 

と
る
の
に
、
金
が
惜
し
い
と
い
う
心
は
永
遠
不
滅
だ
。
つ
い
て
ま
わ
っ
て
お
る
。
だ
か
ら
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
品
物
に
つ
い
て
得
る
と 

い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
。

信
心
獲
得
と
い
う
。
や
っ
ぱ
り
何
か
そ
こ
に
、
煩
悩
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
言
う
け
ど' 

煩
悩
と
い
う
こ
と
は
自
覚
で
し
ょ
う
。
曠
劫 

已
来
の
時
間
を
計
算
し
て
み
た
人
は
ま
だ
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
人
は
曠
劫
已
来
迷
っ
て
お
る
。
た
と
え
一
時
間
の
迷
い
で
も
、
そ
の
迷 

い
の
性
質
は
曠
劫
已
来
だ
。
曠
劫
已
来
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
曠
劫
已
来
と
い
う
の
は
、
誰
か
は
迷
う
け
ど
、
誰
か
は
迷
わ 

な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
お
お
よ
そ
人
間
で
あ
る
限
り
の
迷
い
な
ん
で
す
。

人
間
の
迷
い
を
自
分
に
迷
う
。
だ
か
ら
自
分
が
眼
を
開
く
時
に
、
ま
た
人
間
も
眼
を
開
く
。
そ
れ
が
仏
教
の
考
え
で
す
ね
。
釈
尊
が
成 

道
さ
れ
た
時
に
、
山
河
大
地
、
山
川
草
木
が
同
時
に
成
道
し
た
。
釈
尊
が
悟
り
を
開
か
れ
た
時
に
世
界
が
同
時
に
悟
り
を
開
い
た
。
悟
り 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
自
分
が
今
言
っ
た
よ
う
に
個
人
的
経
験
、
心
的
経
験
と
い
う
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
信
心
み
た
い
な
こ
と
も 

そ
う
で
す
。
だ
か
ら
我
々
が
、
信
心
と
言
う
の
も
、

一
つ
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
何
か
、
も
の 

を
貰
っ
た
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
く
て
、
も
の
に
関
係
の
な
い
自
覚
が
開
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
す
る
と
そ
こ
に
、
世
界
が
見
直 

さ
れ
て
く
る
ん
で
す
。
全
く
、
本
当
に
夢
に
も
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
が
、
浄
土
こ
そ
夢
に
も
見
な
い
こ
と
で
す
。
金
子
先
生
は 

夢
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
好
き
で
、
「夢
の
如
く
ほ
の
か
に
見
え
た
も
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
表
現
さ
れ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
金
子 

先
生
の
こ
と
だ
か
ら
、
私
の
口
を
挟
む
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
も
一
つ
の
金
子
先
生
の
ご
意
見
で
あ
っ
て
、
私
が
ど
う
こ 

う
言
う
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
浄
土
と
い
う
の
は
夢
の
よ
う
な
世
界
で
は
な
し
に
、
夢
が
覚
め
た
世
界
。
や
っ
ぱ
り
夢
見
る
の
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は
人
間
の
心
で
す
。
浄
土
と
い
う
の
は
夢
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
夢
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、
仏
に
な
ら
な
け
れ
ば
分 

か
ら
ん
世
界
だ
。
凡
夫
の
ま
ま
で
浄
土
を
見
る
な
ん
て
こ
と
は
、
夢
に
見
た
こ
と
だ
。
浄
土
そ
の
も
の
は
仏
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
浄
土
を 

見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
か
ら
、
仏
の
悟
り
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
だ
け
れ
ど
、
凡
夫
に
は
仏
の
悟
り
を
、
悟
り
の
ま
ま
で
い
た
だ 

け
な
い
ん
で
す
。
さ
つ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
凡
夫
に
あ
っ
て
、
仏
の
悟
り
を
開
く
と
い
う
場
合
は
、
信
心
と
い
う
形
に
な
る
。
信
心
と
し 

て
、
仏
の
智
慧
を
い
た
だ
く
。
身
は
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
仏
の
世
界
を
見
る
。
仏
の
心
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
信
心
と
し
て
た
ま
わ
る
。
 

仏
の
知
見
を
開
く
。
だ
か
ら
信
心
の
智
慧
と
言
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。

信
心
は
智
慧
な
ん
だ
。
感
情
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
我
々
の
有
り
難
い
と
か
そ
ん
な
想
い
じ
ゃ
な
い
。
智
慧
な
ん
だ
。
自
覚
の
智
慧
な 

ん
だ
。
そ
の
自
覚
の
智
慧
と
い
う
も
の
を
開
く
な
ら
ば
、
そ
れ
が
初
め
て
有
碍
の
世
界
に
無
碍
に
生
き
て
い
け
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
二
と 

二
を
加
え
れ
ば
四
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
ソ
ロ
バ
ン
を
超
え
て
生
き
て
い
け
る
。
越
す
に
越
さ
れ
ぬ
大
井
川
と
い
う
の
で
は
な
い
。
渡
れ 

る
よ
う
に
な
っ
て
渡
る
の
で
は
な
い
。
渡
れ
ぬ
ま
ま
に
渡
る
。
渡
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
渡
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
渡
れ
ん
ま
ま
に
渡
る
、
そ
れ 

が
無
碍
だ
。
無
碍
の
、
そ
う
い
う
一
つ
の
生
活
だ
。
そ
う
い
う
生
活
が
開
け
て
く
る
。
浄
土
は
何
か
も
の
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
活 

で
す
。
新
し
い
生
活
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
生
活
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
信
心
を
開
く
。
信
心
の
世
界
観
だ
。
新
し
い
世
界
観
と
い 

う
も
の
が
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
古
い
古
典
の
中
に
新
し
い
意
味
を
見
出
し
て
く
る
。
古
い
も
の
を 

棄
て
て
、
私
が
我
流
に
新
し
い
解
釈
を
加
え
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
古
い
言
葉
の
中
に
、
非
常
に
新
し
い
意
味
と
い
う
も
の
が
見
出
さ 

れ
て
く
る
。

「観
世
界
」
を

「
世
界
観
」
と
逆
に
す
れ
ば
い
い
。
「
観
」
と
い
う
の
は
何
か
と
言
う
と
、

一
心
が
見
え
る
の
だ
。
「
観
」
の
主
体
は
何 

か
。
観
ず
る
、
観
ず
る
と
言
う
け
ど
、
観
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
浄
土
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
観
ず
る
も
の
は
何
か
と
。
こ
れ
が
、

一
心
が
観
ず 

る
ん
で
す
。
願
か
ら
生
ま
れ
た
一
心
が
、
願
を
観
ず
る
。
願
か
ら
生
ま
れ
た
一
心
で
あ
る
が
故
に
、
願
を
観
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
願
か 

ら
生
ま
れ
て
こ
な
い
よ
う
な
ー
心
な
ら
、
願
の
世
界
を
観
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
内
観
は
出
来
な
い
、
外
観
し
て
い
る
だ
け
だ
。
噂
を
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し
て
い
る
だ
け
だ
。
浄
土
の
噂
を
ね
。
浄
土
の
噂
と
い
う
と
話
だ
。
話
じ
ゃ
腹
は
ふ
く
れ
な
い
。
障
話
し
と
っ
て
も
で
す
。
信
仰
と
い
う 

の
は
そ
う
い
う
も
の
で' 

分
か
っ
た
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
を
生
き
る
の
を
信
仰
と
い
う
。
本
願
を
信
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の 

本
願
に
生
き
と
る
と
い
う
こ
と
だ
。
生
き
と
る
と
い
う
の
が
生
活
だ
。
本
願
と
言
っ
た
ら
生
活
の
原
理
だ
。
そ
れ
を
生
き
ず
に
、
本
願
の 

話
し
と
る
と
い
う
の
は
噂
話
だ
。
坊
主
の
話
と
い
う
も
の
が
本
当
に
活
き
て
こ
な
い
の
は
そ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
。
な
ん
ぼ
有
り
難
い
話 

で
も
噂
じ
ゃ
腹
は
ふ
く
れ
ん
。
本
当
の
も
の
が
言
え
な
い
。
噂
で
満
足
し
と
る
。
そ
れ
で
も
腹
は
減
っ
て
く
る
か
ら
、
時
々
注
射
す
る
。
 

信
仰
に
足
が
生
え
な
い
の
で
す
。
あ
っ
ち
行
っ
て
話
し
を
聞
い
た
り
、
こ
っ
ち
行
っ
て
話
を
聞
い
た
り
、
そ
う
い
う
よ
う
な
具
合
で
ウ
ロ 

ウ
ロ
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
足
が
生
え
な
い
の
で
す
。
曽
我
先
生
と
か
、
金
子
先
生
と
か
、
そ
う
い
う
偉
い
人
の
話
を
聞
く
か 

ら
偉
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
の
後
を
追
っ
か
け
て
い
る
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
曽
我
先
生
や
金
子
先
生
を 

背
負
っ
て
立
つ
よ
う
な
足
が
生
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
曽
我
先
生
の
口
真
似
を
し
と
る
だ
け
で
は
信
じ
た
と
い
う
意
味
は
な
か
ろ
う
。
ロ
真 

似
を
し
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
の
こ
と
を
言
っ
た
ら
口
真
似
も
出
来
ん
。
間
違
え
て
口
真
似
を
し
と
る
だ
け
の
こ
と
だ
ね
。
 

そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
こ
こ
か
ら
「観
」
と
い
う
字
が
出
て
き
た
。
こ
れ
は
内
観
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
外
観
じ
ゃ
な
い
。
 

本
願
の
外
か
ら
本
願
を
観
察
し
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
時
に
「観
」
と
い
う
字
は
、
『観
無
量
寿
経
』
に

も

「
観
」
と
い
う
字
が
使
わ 

れ
て
お
る
し
、
『浄
土
論
』
に

も

「観
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
見
え
る
の
で
す
け
れ
ど' 

曇
鸞
大
師
な 

ん
か
は
そ
ん
な
よ
う
に
考
え
た
の
で
す
。
『観
無
量
寿
経
』
の

「観
」
も
、
『浄
土
論
』
の

「観
」
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『浄
土
論
』 

と
い
う
も
の
は
三
経
一
論
で
あ
る
。
こ
う
考
え
と
る
け
ど
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
親
鸞
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
曇
鸞
大
師
の
そ
う
い
う
解
釈 

は
ま
だ
ず
さ
ん
な
ん
で
す
。
区
別
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
『観
無
量
寿
経
』
の

「観
」
も
、
『
浄
土
論
』
の

「観
」
も
一
っ
と
考
え
て
い 

る
の
で
す
か
ら
、
教
学
が
ず
さ
ん
で
す
。
だ

か

ら

「観
」
と
言
っ
て
も
、
『観
無
量
寿
経
』
の

「観
」
は

「観
想
」
と
い
う
も
の
で
す
。
 

次
に
何
々
を
想
せ
よ
と
い
う
「観
想
」
で
す
。
『浄
土
論
』
の
方
は
「
観
見
」
で
す
。
「
願
見
弥
陀
仏
」
と
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
「
願 

見
弥
陀
仏
」
。
『
願
生
偈
』
は

「我
作
論
説
偈
」
と
結
ん
で
あ
る
。
「我
論
を
作
り
、
偈
を
説
き
て
、
願
わ
く
は
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
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普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
。
」
と
、
願
見

，
願
生
で
す
。
願
と
い
う
字
が
付
い
て
い
る
け
ど
、
阿
弥
陀
仏
を
見
る
。
そ 

れ
で
、
阿
弥
陀
仏
の
国
に
生
ま
れ
た
い
と
願
ず
る
。
願
生
，
願
見
。
安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
を
見
ん
が
た
め 

で
あ
る
。
仏
を
見
る
。
仏
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
仏
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
平
等
に' 

仏
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
安
楽 

浄
土
に
往
生
す
れ
ば
、
そ
の
往
生
を
通
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
衆
生
が
皆
阿
弥
陀
仏
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
出
来
る 

ん
だ
。

普
通
の
考
え
で
言
う
と
、
阿
弥
陀
さ
ん
と
い
う
も
の
が~

人
い
る
と
考
え
る
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
阿
弥
陀
仏
に
な 

る
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
法
蔵
菩
薩
と
し
て
生
ま
れ
た
。
法
蔵
菩
薩
が
一
人
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
法
蔵
菩
薩
が
本
願
を
起
こ
し
て
、
本
願 

成
就
し
て' 

法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
に
な
ら
れ
た
と
い
う
物
語
は
、
物
語
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
誰
の
物
語
か
と
言
う
た
ら
、
我
ら
衆 

生
の
物
語
な
ん
だ
。
我
ら
衆
生
を
明
ら
か
に
す
る
物
語
。
我
ら
衆
生
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
噂
に
な
る
で
し
ょ
う
。
お
と
ぎ
話
じ 

や
な
い
か
。
そ
こ

に
「
願
見
弥
陀
仏
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
願
見
弥
陀
仏
」
。
「見
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

「観
」
と
い
う
の
と
見
る
と
い
う
こ
と
と
は
ち
よ
っ
と
違
う
ん
だ
。
つ
ま
り
「
観
」
と
い
う
と
、
現
前
と
い
う
、
現
れ
る
と
い
う
意
味 

が
あ
る
。
「観
」
と
い
う
と
、
現
れ
る
。
仏
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
心
に
仏
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
い
う
意
味
だ
。
結 

局
こ
れ
は
、
「
観
」
も

「
見
」
も
、
「
現
」
で
す
。
だ
か
ら
現
見
と
い
う
。
現
見
と
い
う
言
葉
が
一
つ
に
は
あ
る
ん
で
す
。
現
見
す
る
と
い 

う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
仏
と
い
う
も
の
を
見
る
と
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
仏
の
眼
を
い
た
だ
く
。
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
の
眼 

を
い
た
だ
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏
と
し
て
見
え
る
。
仏
様
と
い
う
も
の
が
特
に
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
仏
の
眼
を
開
く
と
い
う
こ
と 

は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏
と
し
て
拝
ま
れ
る
。
こ
、つ
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
本
当
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
信 

心
の
智
慧
な
ん
だ
。
信
心
は
智
慧
な
ん
だ
。
感
情
と
か
、
体
験
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
智
慧
な
ん
だ
。
『観 

経
』
で
は
、
そ
う
い
う
字
で
使
わ
れ
ず
、
「
想
」
と
い
う
字
を
使
っ
て
あ
る
。
観
想
す
る
と
言
う
。
何
か
観
と
い
う
こ
と
の
、
本
当
の
観\ 

観
見
と
い
う
も
の
が
よ
う
分
か
ら
ん
。
だ
か
ら
し
て
、
観
を
通
し
て
、
見
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
第
七
華
座
観
と
い
う
。
第
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七
華
座
観
と
い
う
の
が
、
『観
無
量
寿
経
』
の
眼
目
な
ん
で
す
。
第
七
華
座
観
に
く
る
と
、
初
め
て
そ
こ
に
、
第
七
華
座
観
ま
で
も
、
第 

七
華
座
観
か
ら
後
も
、
皆

「想
」
と
い
う
字
で
一
貫
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
華
座
観
の
所
だ
け
に
「
見
」
と
い
う
字
が
出
て
く
る
。
想
を 

通
し
て
見
が
開
け
て
く
る
。
こ
の
見
を
無
生
法
忍
と
い
う
。
つ
ま
り
、
悟
り
で
す
。
信
心
に
悟
り
の
智
慧
が
開
け
て
く
る
。
智
慧
と
い
っ 

て
も
、
仏
教
の
智
慧
と
い
う
意
味
は
算
術
の
知
恵
と
か
、
そ
ん
な
よ
う
な
知
恵
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
論
理
的
に
二
を
引
く
と
い
う
意
味
じ 

や
な
い
ん
で
す
。
仏
教
の
智
慧
と
い
う
の
は
、
承
認
と
い
う
意
味
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
承
認
す
る
こ
と
だ
。
世
間
の
知
恵
は
そ
う
で
は 

な
い
ん
だ
。
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
で
す
。
判
断
を
確
立
す
る
こ
と
で
す
。
判
断
に
よ
っ
て
概
念
を
作
る
こ
と
が
世
間
の
学
問
で
い
う
認 

識
と
い
う
や
つ
だ
。
そ
う
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
承
認
す
る
こ
と
だ
。
何
か
も
の
を
作
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
あ
る
も
の
を
作
る 

こ
と
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
、
あ
る
も
の
を
承
認
す
る
ん
だ
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
「観
彼
世
界
相
」
の

「観
」
と
い
う
意
味
は
、
諦
観
す
る
と
い
う
、
こ
れ
は
諦
か
に
観
る
と
い
う
意
味
だ
ね
。
観 

る
と
い
う
ん
で
す
け
ど
、
実
際
に
見
え
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
諦
か
に
観
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
つ
ま
り
諦
ら
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

見
え
る
ん
だ
。
諦
か
に
観
る
ん
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
意
味
な
ん
で
す
ね
。
諦
め
た
と
言
う
と
、
世
間
の
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
や 

め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
諦
め
た
と
言
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、
我
々
の
分
別
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
や
め
て
し
ま
う
ん
で
あ
る
。
人
間 

の
分
別
に
サ
ヨ
ナ
ラ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
本
願
に
ふ
れ
た
か
ら
や
。
ふ
れ
ず
に
サ
ヨ
ナ
ラ
を
言
う
か
ら
絶
望
に
な
っ 

て
し
ま
う
。
世
間
で
諦
め
る
と
い
う
の
は
、
絶
望
し
た
と
い
う
事
で
し
ょ
う
。
絶
望
し
た
け
ど
、
人
間
は
絶
望
出
来
な
い
の
で
す
。
人
間 

が
絶
望
出
来
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど
、
「え
え
く
そ
い
ま
い
ま
し
い
」
と
言
っ
て
、
そ
う
い
ま
い
ま
し
い
と
言
う
だ
け
で
絶
望
せ
ん
の
で 

す
よ
。
出
来
ん
の
で
す
。
仏
の
智
慧
と
い
う
も
の
に
触
れ
て
で
す
ね
、
仏
の
智
慧
を
た
ま
わ
っ
て
大
地
に
還
る
。
そ
の
時
に
初
め
て
、
喜 

ん
で
自
分
の
考
え
に
絶
望
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
曠
劫
已
来
、
自
分
の
考
え
を
自
分
に
し
て
お
っ
た
ん
だ
。
そ
う
い
う
も
の
に
サ
ヨ
ナ
ラ 

を
告
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
自
分
と
し
て
お
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
自
分
だ
と
思
っ
て
お
っ
た
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
あ 

っ
て
、
自
分
を
迷
わ
し
て
お
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
自
分
の
考
え
が
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
自
分
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を
迷
わ
し
て
お
っ
た
。
そ
の
思
い
か
ら
離
れ
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
観
念
論
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
観
念
を
破
る
所
に
生
活
が
生 

ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
自
分
の
思
い
を
自
分
だ
と
思
っ
て
お
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
思
い
に
絶
え
ず
一
喜
一
憂
し
て
来
て
い
る
。
調
子
が 

よ
け
れ
ば
喜
び
、
調
子
が
悪
け
れ
ば
絶
望
す
る
。
そ
う
い
う
若
存
若
亡
の
信
仰
に
生
き
て
お
っ
た
ん
だ
。
そ
う
い
う
思
い
に
絶
望
す
る
。
 

そ
う
い
う
よ
う
な' 

生
活
が
始
ま
る
と
い
う
意
味
で
す
か
ね
。
こ
れ
が
大
事
な
所
で
す
。

信
心
と
い
う
の
は
、
信
心
生
活
な
ん
で
す
。
生
活
を
開
く
よ
う
な
認
識
だ
。
も
の
が
分
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
知
恵
じ
ゃ
な
い 

悟
っ
た
智
慧
、
悟
り
の
智
慧
で
す
。
分
別
を
棄
て
る
智
慧
じ
ゃ
な
い
。
分
別
の
消
え
た
智
慧
だ
。
つ
ま
り
、
裸
に
な
っ
た
智
慧
で
す
。
分 

別
の
着
物
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
裸
に
な
っ
た
智
慧
で
す
。
そ
う
い
う
事
で
す
。
そ
れ
が
初
め
て
、
大
地
の
人
間
に
な
っ
た
ん
だ
。
そ
う
い
う 

も
の
で
な
い
と
、
仏
教
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
思
う
。
た
だ
生
真
面
目
に
寺
に
参
っ
て
、
そ
し
て
、
主
観
満
足
の
生
活
。
だ
か
ら
、
そ
う 

い
う
事
を
考
え
る
と
、
阿
片
だ
と
い
う
よ
う
な
非
難
も
出
て
く
る
。
阿
片
だ
と
い
う
の
は
、
信
仰
と
い
う
の
は
酔
う
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い 

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
智
慧
と
い
う
意
味
に
す
る
と
、
信
仰
と
い
う
の
は
酔
う
智
慧
だ
と
い
う
。
恍
惚
の
信
仰
じ
ゃ
な
し
に
、
自
覚
の
信 

仰
と
い
う
の
は
そ
こ
か
ら
で
す
。
自
覚
と
い
う
の
は
悟
り
で
す
。
悟
り
の
智
慧
と
い
う
の
だ
。
凡
夫
に
仏
の
悟
り
を
た
ま
わ
る
ん
で
す
。
 

仏
の
悟
り
を
、
悟
り
と
い
う
形
で
は
凡
夫
は
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
信
心
と
し
て
仏
の
悟
り
を
た
ま
わ
る
。
そ
れ
を
、
『観
無
量 

寿
経
』
で
は
無
生
法
忍
と
い
う
。
だ
か
ら
し
て
、
『観
無
量
寿
経
』
で
は
、
「
想
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
方
便
で
す
。

『観
無
量
寿
経
』
は
方
便
の
教
え
だ
。
そ
の
方
便
を
通
し
て
真
実
を
表
わ
し
て
お
る
。
そ
の
真
実
が
ど
こ
に
表
わ
れ
と
る
か
と
い
う
の 

は
華
座
観
に
表
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
韋
提
希
夫
人
が
、
こ
こ
で
信
心
を
決
定
し
た
ん
だ
。
空
中
住
立
の
仏
を
見
た
。
「立
つ
」
と
い
う 

字
が
使
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
空
中
に
立
っ
た
仏
を
拝
ん
だ
。
立
つ
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
立
つ
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
た
す
け
ん
と 

お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
如
来
に
ふ
れ
た
ん
だ
。
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
と
は
、
空
中
住
立
の
仏
と
い
う
の
は
つ
ま
り
欲
生
心 

の
象
徴
な
ん
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
、
韋
提
希
夫
人
の
方
も
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
と
が
出
来
た
ん
だ
。
「た
つ
」
と
い
う
具
合
に
。
 

つ
ま
り
信
心
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
た
だ
見
て
お
る
の
は
観
想
や
、
観
念
な
ん
で
す
。
立
ち
上
が
る
所
に
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
た
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だ
考
え
と
っ
て
も
生
活
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
信
仰
を
味
わ
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
だ
。
味
わ
え
る
信
仰
で
す
。
そ
ん
な
も
の
は
隠
居
の 

信
仰
だ
と
思
う
。
信
心
が
、
隠
居
の
信
心
な
ん
で
す
。
こ
、つ
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
言
っ
た
よ
う
に
三
種
荘
厳
の
世
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
す
ご
い
満
足
の
世
界
を
よ
く
見
る
と
、
願
生
と
い
う
ふ
う 

に
使
っ
て
あ
る
み
た
い
で
す
け
ど
、
願
と
い
う
字
、
願
見
弥
陀
仏
と
い
う
ふ
う
に
使
っ
て
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
願
と
い
う
も
の
は
、
 

分
か
れ
て
見
る
と
、
三
種
荘
厳
に
即
し
て
三
種
の
願
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
願
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い 

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
願
と
い
う
も
の
に
人
間
の
願
い
と
か
、
要
求
と
か
い
う
も
の
を
、
完
全
に
言
い
表
わ
す
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
三 

種
の
願
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
一
番
最
後
か
ら
言
う
と
、
菩
薩
の
願
が
あ
る
。
「
我
願
皆
往
生
」
と
い
っ
て
菩
薩
が
往
生
す
る
。
菩 

薩
の
願
生
や
。
菩
薩
の
所
に
も
願
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、
菩
薩
の
衆
生
を
教
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
願
で
す
。
衆
生
を
教
化
す
る
、
衆 

生
を
助
け
た
い
と
。
そ
れ
で
、
そ
の
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
衆
生
を
助
け
た
い
と
い
う
意
味
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど 

も
、
ま
た
自
分
も
成
仏
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
自
利
利
他
円
満
と
い
う
の
が
仏
の
願
で
し
ょ
う
。
た
だ
衆
生
を
助
け
た
い
と
い
う 

だ
け
じ
ゃ
な
い
。
衆
生
を
助
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
も
仏
に
な
る
。
衆
生
を
助
け
る
。
衆
生
が
皆
仏
に
な
る
。

一
切
衆
生
が
皆
仏
に 

な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
仏
に
自
分
も
な
り
た
い
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

一
人
の
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が 

皆
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
い
う
、
阿
弥
陀
仏
に
な
り
た
い
。
こ
、つ
い
う
意
味
だ
ね
。
こ
、つ
い
う
も
の
が
出
て
こ
ん
と
、
ど
う
も
い
か
ん
で
す 

わ
ね
。
衆
生
を
助
け
た
い
だ
け
の
願
で
は
そ
の
願
が
満
足
せ
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
衆
生
を
助
け
た
い
と
い
う
願
だ
け
で
助
け
ら
れ 

る
と
い
う
ん
じ
ゃ
助
か
ら
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
。
い
つ
ま
で
も
何
か
、
如
来
に
恩
を
着
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
お
情
け
で
助
か
る
と
い
う 

こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
ど
う
も
そ
れ
じ
ゃ
あ
我
々
と
い
う
の
は
満
足
出
来
な
い
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
仏
が
仏
に
な
り
た
い
。
そ
れ 

が
根
底
に
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
が
四
十
ハ
願
を
起
こ
し
て
、
そ
れ
か
ら
重
誓
の
願
で
も
う
一
遍
そ
の
本
願
を
繰
り
返
し
て
、
そ
の
要
点
を
述 

べ
て
あ
る
。
重
誓
の
偈
と
い
う
偈
文
が
あ
り
ま
す
。
或
い
は
三
誓
の
偈
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
四
十
八
願
を
、
三
種
、
三
誓
に
、
三
つ 

の
願
に
要
約
し
て
述
べ
て
あ
る
。
そ
の
三
つ
の
願
と
い
う
も
の
が
一
番
初
め
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
四
十
八
願
全
体
を
満
足
し
た
い
と
い
う
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願
で
す
、
総
願
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
こ
の
四
十
八
願
に
よ
っ
て
仏
と
な
り
た
い
。
他
の
願
に
よ
っ
て
仏
と
な
り 

た
く
は
な
い
。
こ
の
四
十
八
願
を
満
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
に
な
り
た
い
。
た
だ
漠
然
と
仏
に
な
り
た
い
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
こ 

の
四
十
八
願
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
よ
う
な
仏
と
な
り
た
い
。
だ
か
ら
し
て
、
「
我
建
超
誓
願 

必
至
無
上
道
」
、
必
ず
無
上
道
に
至
ら
ん 

と
。
「
我
建
超
誓
願
」
、
こ
の
超
世
の
願
に
よ
っ
て
無
上
道
に
至
る
。
無
上
仏
道
を
成
就
し
た
い
と
初
め
に
願
っ
た
ん
だ
。
四
十
八
願
で
成 

仏
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
、
異
訳
の
聖
典
で
す
。
『無
量
寿
如
来
会
』
と
い
う
聖
典
で
見
る
と
「
必
至
無
上
道
」
と
い
う
言
葉
が
、
「無
上
菩 

提
の
因
を
証
す
べ
し
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
ま
す
。
「無
上
菩
提
の
因
を
証
す
べ
し
」
と
。
「無
上
菩
提
を
証
す
べ
し
」
と
い
う
ふ
う
に 

な
っ
て
い
な
い
。
正
依
の
経
言
で
は
、
「無
上
菩
提
を
証
す
べ
し
」
と
な
っ
て
お
る
。
「
必
至
無
上
道
」
と
。
無
上
菩
提
に
至
ら
ん
と
、
無 

上
菩
提
を
証
し
よ
う
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
異

訳
の
『無
量
寿
経
』
を
見
て
み
る
と
、
梵
本
に
そ
う
い
う
違
い 

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど'

「無
上
菩
提
を
証
す
べ
し
」
と
言
わ
ず
に
、
「無
上
菩
提
の
因
を
証
す
べ
し
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う 

に
な
っ
て
い
る
。
非
常
に
目
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
親
鸞
は
非
常
に
深
く
注
意
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
み
る
と
、
そ 

こ
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
『如
来
会
』
の
経
言
を
み
る
と
、
そ
こ
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
い
。
十
一
願
の
所
に
も
無
上
菩
提
の
因
を
建
立 

す
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
て
み
る
と
無
上
菩
提
は
仏
の
悟
り
で
す
け
ど
、
無
上
菩
提
の
因
と
い
っ
た
ら
、
こ
れ 

は
信
心
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
無
上
菩
提
は
仏
で
す
け
れ
ど
も
、
無
上
菩
提
の
因
と
い
っ
た
ら
、
仏
に
な
る
因
。
無
上
菩
提
の
因
。
無
上
菩 

提
の
因
は
無
上
菩
提
心
で
す
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
四
十
八
願
と
い
う
も
の
は
法
蔵
菩
薩
の
信
心
だ
。
法
蔵
菩
薩
が
、
自
分
の
信
心 

を
徹
底
し
て
い
る
。
こ
、つ
い
う
意
味
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
と
る
ん
だ
。
こ
こ
ら
を
よ
く
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
我
々
は
、
法
蔵 

菩
薩
が
本
願
を
起
こ
し
て
、
そ
の
本
願
の
お
か
げ
で
我
々
が
信
心
を
起
こ
す
と
考
え
て
お
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
い
う
と
、
 

神
話
と
い
う
話
が
活
き
て
こ
ん
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
話
で
本
当
に
信
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う 

か
。
本
願
の
噂
く
ら
い
で
信
心
を
得
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
所
を
よ
く
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。
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こ
れ
は
法
蔵
菩
薩
が
信
心
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
仏
の
物
語
で
は
な
く
て
、
我
々
の
物
語
。
法
蔵
菩
薩
は
阿 

弥
陀
仏
の
譬
え
で
は
な
い
。
我
々
の
象
徴
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
視
点
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
障
話
で
な
い
と
い
う 

意
味
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
そ
の
法
蔵
菩
薩
と
か
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
い
方
は
、
何
か
自
分
と
無
関
係
に
言
え
ば
、
法
蔵
菩 

薩
と
い
う
の
も
話
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
も
話
で
す
。
初
め
は
法
蔵
菩
薩
、
終
り
は
阿
弥
陀
仏
と
終
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
噂
話
と
変
わ
ら 

な
い
ん
で
す
。
娑
婆
に
生
き
て
、
現
実
に
悩
ん
で
い
る
人
間
に
無
関
係
な
話
だ
っ
た
ら
噂
話
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り 

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
本
当
の
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
仏
法
な
ん
で
し
ょ
う
。
法
蔵
菩
薩
の
噂
話
を
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い. 

仏
法
を
表
わ
し
て
お
る
。
仏
法
と
い
う
の
は
仏
の
法
と
い
う
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
に
す
る
法
で
す
。
仏
た
ら
し
め
る
法
で
す
。
そ 

の
仏
法
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
と
い
う
も
の
に
依
っ
て
み
る
と
、
そ
れ

は

「南
無
阿
弥
陀
仏
」 

で
あ
る
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
仏
法
で
す
ね
。
だ

か

ら

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
こ
と
な
ん
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀 

仏
」
の
意
味
を
表
す
一
つ
の
物
語
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
た
ら
、
こ
れ
は
誰
も
文
句
の
言
い
よ
う
が
な
い
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の 

物
語
。
だ
か
ら
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
因
位
の
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
果
上
の
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
。
だ

か

ら

「南 

無
阿
弥
陀
仏
」
の
本
願
を
起
こ
し
て
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
成
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
も
の
を
持
つ 

と
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
は
仏
法
の
信
心
で
す
か
ら
、
人
間
を
廻
転
し
、
人
間
の
眼
を
開
い
て
、
人
間
を
本
来
の
、
人
間
に
還 

す
よ
う
な
真
理
。
そ
れ
が
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
。
仏
法
で
す
。

私
が
言
う
の
は
少
し
面
倒
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
私
は
、
ど
う
も
キ
リ
ス
ト
教
と
か
、
他
の
宗
教
と
仏
教
と
の
区
別
を
ど
う
し
た
ら 

い
い
か
と
い
う
こ
と
を
色
々
考
え
て
み
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
昔
か
ら
考
え
て
い
る
ん
で
す
が' 

そ
れ
が
上
手
く
自
分
が
頷
く
所
ま
で
な
か 

な
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
こ
に
、
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
思
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
法
と
い
う
こ 

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
か
ん
。
法
だ
。
法
と
い
う
こ
と
を
我
々
皆
使
っ
と
る
け
ど
、
よ
う
分
か
っ
て
使
っ
と
ら
ん
の
で
す
。
そ
れ
は
無 

理
も
な
い
話
で
あ
っ
て
、
仏
教
で
は
法
と
い
う
こ
と
が
無
限
に
、
色
々
に
使
わ
れ
る
ん
で
す
。
万
法
唯
識
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
で
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し
よ
う
。
森
羅
万
象
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
法
と
言
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
使
い
方
を
す
る
と
、
あ
ま
り
広
す
ぎ
て
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ 

と
に
な
る
。
そ
う
い
う
所
か
ら
注
意
す
る
と
、
曽
我
先
生
が
よ
く
「
お
み
の
り
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
「
お
み
の
り
」
。
 

若
い
時
に
言
っ
て
お
ら
れ
た
か
、
ち
ょ
っ
と
記
憶
に
な
い
で
す
け
ど
、
晩
年
に
な
っ
て
、
非
常
に
円
熟
さ
れ
て
か
ら
で
し
ょ
う
か
ね
。
 

火
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
火
と
い
う
も
の
の
法
性
は
、
火
と
い
う
も
の
の
本
質
は
何
で
あ
る
か
。
火
の
法
は
な
ん
だ
と
い
う
。
火 

は
も
の
を
焼
く
と
い
う
。
焼
く
と
い
う
こ
と
が
後
か
ら
で
は
な
い
ん
だ
。
自
分
が
焼
く
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
火
が
焼
く
と
い
う 

働
き
を
輸
入
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。
本
来
、
火
自
身
と
し
て
焼
く
と
い
う
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
火
の
法
だ
と
い
う
ふ
う
な
言 

い
方
で
す
。
法
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
意
味
を
表
わ
す
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
簡
単
な
意
味
な
ん
で
す
よ
。
面
倒
な
意
味
じ
ゃ
な
い
。 

だ
か
ら
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
さ
せ
て
い
る
の
も
法
だ
け
ど
、
今
我
々
が
大
事
な
の
は
、
救
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と 

を
言
う
間
に
、
今
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
仏
に
す
る
と
い
う
法
が
欲
し
い
ん
だ
。
そ
れ
を

「
お
み
の
り
」
と
い
う
。
 

そ
う
し
て
み
る
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
以
外
の
こ
と
は
、
定
散
二
善
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
我
々
が
法
に
し
た
ん
だ
。
認
知
じ
ゃ
な
い
。
 

我
々
が
加
え
た
ん
だ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
は
本
願
に
よ
っ
て
、
我
々
が
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
本
願
に
よ
っ
て
そ
う
さ
れ
る
。
本
願
に
よ 

っ
て
自
然
に
法
と
さ
れ
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
以
外
と
い
う
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
い
ろ
い
ろ
数
が
あ
っ
て
も
努
力
だ
。
仏
に
な
る
努
力 

だ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
以
外
に
法
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
努
力
し
か
な
い
。
外
か
ら
加
え
る
ん
だ
か
ら
努
力
は
法
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
 

念
仏
を
、
我
々
が
仏
に
な
る
よ
う
に
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
我
々
で
は
な
い
。
本
来
の
仏
法
な
ん
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
、
「
聖
意
惻
り
難
し
」 

と
い
う
。
我
々
が
は
か
ろ
う
て
、
そ
う
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
初
め
か
ら
そ
う
だ
け
れ
ど' 

初
め
か
ら
そ
う
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
う 

さ
れ
て
お
る
と
い
う
御
は
か
ら
い
、
は
か
ら
い
に
「
御
」
と
言
う
字
が
付
く
。
仏
の
法
が
働
く
。
こ
の
意
義
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
ね
。
 

だ
か
ら
そ
う
い
う
法
に
目
覚
め
た
所
に
仏
に
さ
れ
た
。
仏
に
す
る
法
に
よ
っ
て
仏
に
さ
れ
た
。
さ
れ
た
の
を
信
心
と
い
う
。
努
力
じ
ゃ 

信
心
が
成
り
立
た
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
初
め
て
、
信
心
が
成
り
立
っ
て
く
る
。
自
分
の
作
っ
た
信
心
で
は
な
い
。
南
無
阿
弥 

陀
仏
に
よ
っ
て
初
め
て
信
心
が
成
り
立
っ
て
く
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
離
れ
る
と
信
心
が
成
り
立
ち
ょ
う
が
な
い
。
「信
じ
と
る
」
と
い
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う
の
は
、
た
だ
頑
張
っ
て
お
る
だ
け
だ
。
頑
張
っ
て
お
る
こ
と
は
得
た
が
っ
て
お
る
こ
と
だ
。
み
ん
な
力
は
入
れ
て
お
る
ん
だ
け
れ
ど
も 

い
い
加
減
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。

仏
様
の
本
願
を
押
さ
え
た
仕
事
と
い
う
の
は
、
我
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
助
か
る
と
い
う
。
こ
れ
は
宗
教
の
大
事
業
で
し
ょ
う
。
超
世
の 

大
事
業
で
す
。
ほ
と
け
が
仏
に
な
る
。

一
切
衆
生
が
仏
に
な
る
と
い
う
の
は
大
事
業
で
す
。
大
事
業
と
い
う
意
味
は
世
間
に
入
ら
ん
と
い 

う
意
味
だ
。
だ
か
ら
世
間
の
眼
で
見
る
と
い
う
と
、
仏
法
の
眼
と
い
う
の
は
目
に
見
え
ん
の
で
す
。
大
事
業
だ
か
ら
。
あ
ま
り
大
き
い
か 

ら
目
に
見
え
ん
。
世
間
か
ら
見
る
と
何
か
け
ち
く
さ
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
と
る
、
世
間
の
眼
で
仏
法
と
い
う
も
の
を
見
る
と
、
何
も
し 

と
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
方
が
見
え
る
の
で
あ
っ
て' 

別
に
見
る
ほ
う
が
見
え
な
い
だ
け
の 

話
だ
。
そ
う
い
う
所
も
ま
た
、
見
え
る
よ
う
に
努
力
し
て
世
間
に
媚
び
る
必
要
は
な
い
。
世
間
に
見
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に 

な
る
と' 

そ
れ
は
宗
教
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
仕
事
に
な
る
〇
だ
か
ら
何
か
会
を
開
い
た
り' 

運
動
を
起
こ
し
た
り' 

わ
し
も
負
け
ん
と
い
う
こ
と 

を
言
っ
て
み
た
り
、
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
ん
と
言
っ
て
み
た
り
、
い
ろ
い
ろ
苦
労
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
商
売
で
は
な
い
か
ね
。
何
も
せ
ず 

に
よ
う
お
ら
ん
。
人
間
は
何
も
せ
ず
に
よ
う
お
ら
ん
よ
う
な
腹
は
で
き
な
い
の
だ
。
何
か
す
ま
ん
よ
う
な
気
が
起
き
る
。
そ
ん
な
も
ん
だ
。 

昔
、
禅
宗
の
臨
済
と
い
う
人
が
お
っ
た
ん
で
す
。
こ
こ
か
ら
臨
済
宗
が
始
ま
っ
た
ん
で
す
。
無
為
の
真
人
と
い
う
。
無
為
、
何
も
せ
ん 

と
い
う
。
そ
れ
を
真
の
人
と
い
う
。
何
か
す
る
の
が
人
間
じ
ゃ
な
い
。
何
も
せ
ず
に
お
る
の
が
人
間
と
い
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を 

言
っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
僕
は
法
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
大
偉
業
は
、
仏
様
の
本
願
を
抱
え
た
と
い
う
そ
う
い
う
大
偉
業
は
、
法 

と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
れ
た
と
い
う
所
に
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
が
本
願
を
抱
え
た
と
か
、
釈
尊
が
世
に 

出
興
さ
れ
た
と
い
う
意
義
は
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
法
を
興
こ
さ
れ
た
。
こ
れ
が
大
き
な
こ
と
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
法
を
、
 

本
来
の
法
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
う
い
う
意
味
だ
。
だ
か
ら
そ
の
法
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
れ
た
と
き
に
、
仏
の
仕
事
は 

済
ん
だ
ん
で
す
。
だ
か
ら
仏
は
直
接
に
自
分
の
手
で
衆
生
を
救
っ
て
や
る
な
ん
て
こ
と
は
さ
れ
な
い
の
だ
。
法
を
与
え
ら
れ
た
。
仏
と
な 

る
こ
と
の
で
き
る
法
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
こ
で
仏
の
役
割
は
済
ん
で
い
る
。
む
し
ろ
法
が
な
い
な
ら
、
今
日
は
こ
の
人
を
救
っ
た
。
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明
日
は
彼
を
救
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ん
ぼ
仏
様
で
も
忙
し
く
て
か
な
わ
ん
。
そ
う
で
し
ょ
う
。

一
人
の
人
間
と
い
う
も
の
が
救
わ 

れ
る
に
は
暇
が
か
か
る
ん
で
す
。
死
ぬ
る
ま
で
ぐ
ら
い
包
ん
で
く
れ
る
と
い
い
ん
だ
。
死
ん
で
も
救
わ
れ
な
い
の
だ
。
ま
た
生
ま
れ
変
わ 

っ
て
き
て
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
息
が
長
い
の
で
す
。
皆
、
最
後
ま
で
に
は
ど
う
か
し
て
や
る
。
計
画
が
大
き
い
の
で
す
。
全
世
界
の
衆 

生
が
皆
仏
に
な
る
ま
で
と
い
う
計
画
を
立
て
た
。
気
が
長
い
ん
で
す
。
今
月
中
と
か
、
目
の
黒
い
う
ち
と
か
、
生
き
と
る
間
と
か
、
そ
ん 

な
こ
と
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
暇
が
か
か
る
。
だ
か
ら
、
法
と
い
う
も
の
を
出
す
と. 

手
間
が
か
か
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
皆
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
道
が
開
く
。
法
が
あ
れ
ば
ね
。
仏
様
が
直
接
救 

う
と
い
う
と
、
救
わ
れ
る
人
だ
け
が
救
わ
れ
る
だ
け
だ
。
法
と
い
う
も
の
が
与
え
て
あ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
そ 

れ
に
よ
っ
て
救
い
に
あ
ず
か
る
道
が
開
け
て
く
る
。
こ
こ
が
大
事
な
の
だ
。

僕
は
こ
の
法
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
せ
ん
か
ら
、
神
様
と
い
う
も
の
を
立
て
る
ん
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
。
法
が
は 

っ
き
り
わ
か
ら
ん
も
の
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
助
け
て
も
ら
う
も
の
を
立
て
る
。
最
後
に
は
天
皇
と
い
う
よ
う
な
神
様
を
作
っ
て
し
ま
う
。
 

人
造
宗
教
が
起
こ
る
。
だ
か
ら
仏
法
の
特
色
と
い
う
の
は' 

何
も
立
て
な
い
と
い
う
の
に
仏
教
の
特
色
が
あ
る
の
で
す
。
助
け
て
も
ら
う 

も
の
を
立
て
な
い
と
い
う
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
仏
教
は
初
め
か
ら
他
力
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
他
か
ら
助
け
て
も
ら
う
と
い
う
ん 

じ
ゃ
な
い
。
法
に
依
る
。
他
力
と
い
う
こ
と
も
誤
解
す
る
と
、
依
頼
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
法
が
見
つ
か
っ
た
ら
依
頼
せ
ん
で
い
い 

と
い
う
。
何
も
依
頼
せ
ん
よ
う
な
信
仰
を
確
立
す
る
。
そ
れ
が
法
な
ん
だ
。
仏
教
に
は
神
様
み
た
い
な
も
の
を
立
て
な
い
の
は
、
法
が
あ 

る
か
ら
で
す
ね
。
逆
に
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
仏
教
以
外
の
宗
教
が
神
様
を
立
て
る
の
は
、
法
が
分
か
ら
ん
か
ら
だ
。
だ
か
ら
し
て
法
を
明 

ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
所
に
、
仏
様
が
、
仕
事
を
終
わ
っ
て
仏
に
な
っ
た
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
仕
事
が
終
わ
っ
た
と
い
う
意
味
だ
ろ 

う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
し
て' 

仕
事
が
終
わ
っ
て
隠
居
し
て
い
る
阿
弥
陀
様
に
、
も
っ
と
助
け
て
く
れ
と
言
う
、
ひ
と
は
た
ら
き
し
て
く 

れ
と
言
う
の
は
無
理
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
そ
れ
だ
か
ら
真
宗
で
は
仏
像
を
祠
ら
ん
。
多
少
妥
協
し
て
仏
様
を
祠
っ
て
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
 

本
当
い
っ
た
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
が
仏
様
だ
。
仏
様
の
名
が
本
当
に
仏
様
な
ん
で
す
。
仏
の
名
が
法
身
な
ん
で
す
。
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自
由
自
在
に
娑
婆
と
い
う
も
の
を
、
娑
婆
の
中
に
ど
ん
な
所
で
も
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
な
仏
様
。
そ
う
で
し
ょ
う
、

い
つ
ど
こ
で
も 

南
無
阿
弥
陀
仏
が
出
る
の
だ
。
準
備
し
て
出
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
準
備
は
い
ら
な
い
の
で
す
。
善
人
悪
人
区
別
な
し
に
、
念
仏
と
い 

う
も
の
に
触
れ
る
。

仏
様
に
と
っ
て
も
法
で
す
。
我
ら
衆
生
に
と
っ
て
も
、
仏
様
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
法
に
救
わ
れ
る
ん
だ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
真 

理
に
救
わ
れ
る
。
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
真
理
に
適
う
こ
と
だ
。
我
々
の
欲
望
に
適
う
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
欲
望
な
ん
か
起
こ
し 

て
お
る
の
は
真
理
が
わ
か
ら
ん
か
ら
だ
。
欲
望
に
こ
た
え
た
ら
迷
信
に
な
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
人
間
の
欲
望
に
こ
た
え
た
ら
現
世
利
益 

だ
。
何
か
人
間
の
欲
望
に
こ
た
え
る
こ
と
が
信
仰
だ
と
思
う
け
れ
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
本
当
に
苦
し
け
れ
ば
、
本
当
に
悩
み
が
深
け
れ 

ば
そ
こ
が
自
覚
の
縁
に
な
る
け
れ
ど
、
い
い
加
減
な
救
い
と
い
う
も
の
を
与
え
る
と
い
う
と
、
助
か
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
と
い
う
と
ー 

本
当
の
宗
教
に
目
覚
め
る
縁
を
失
わ
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
か
え
っ
て
本
当
に
真
剣
に
悩
む
と
い
う
ほ
う
が
、
 

信
仰
の
縁
に
近
い
の
で
す
。
悩
ま
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
危
な
い
こ
と
だ
。
悩
み
が
本
当
に
な
る
と
い
う
の
が
、
煩
悩
の
悩
み
で 

は
な
し
に
、
本
当
の
純
粋
な
悩
み
に
な
る
と
、
そ
の
悩
み
が
そ
の
ま
ま
本
当
の
救
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

苦
悩
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
外
部
か
ら
の
苦
し
み
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ヨ
&:
2.
片!

I

と
い
う
と
、
共
に
、
苦
し
み
を 

共
に
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
摂
取
不
捨
、
「
摂
し
て
自
体
と
な
し
て
、
安
危
を
共
同
す
る
」
。
安
危
と
い
う
の
は
運
命
だ
。

一
切
衆
生
を 

摂
取
し
て
、

一
切
衆
生
と
運
命
を
共
に
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が' 

共
同
安
危
。
こ
れ
が
つ
ま
り1
〇11
；
1
2，̂

3〇
き
二
2，̂
1
1

と
い
う
こ
と 

を
象
徴
し
て
あ
る
の
が
法
蔵
菩
薩
。
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
な
ん
だ
。
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
皆
が
知
っ
て
い
る
形
で
い
う
の
が
キ
リ
ス 

ト
の
十
字
架
と
い
う
も
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
、
難
を
受
け
る
。1
2.す

！!

と
い
う
の
は
受
け
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
苦
し
み 

を
受
け
る
。
罪
な
く
し
て
苦
し
み
を
受
け
る
。
罪
で
苦
し
ん
ど
る
人
類
を
罪
の
な
い
神
が
自
分
自
身
と
し
て
そ
れ
を
受
け
る
。
そ
う
い
う 

意
義
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
し
て
象
徴
さ
れ
て
お
る
。

そ
の1
2
す1

1
,
5

&-
ら
と
い
う
こ
と
を
大
事
に
し
て
お
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
と
法
蔵
苦
薩
の
二
つ
し
か
な
い
と
思
う
。
え
ら
く
大
き
な
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話
を
す
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
と
い
っ
て
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
仏
教
の
中
の
法
蔵
菩
薩
の
本
願
、
そ
れ
は
真
宗
の
信
仰
で
あ
る
。
 

こ
う
い
う
も
の
し
か
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
双
璧
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
法
蔵
菩
薩
と
い
う
如
来
の
因
が
、
そ
う 

い
う
具
合
に
い
っ
と
る
。
キ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
特
定
の
場
所
の
、
ナ
ザ
レ
と
い
う
所
に
生
ま
れ
た
人
間
で
す
。
ナ
ザ
レ
に
生
ま
れ
た
イ 

エ
ス
と
い
う
名
前
の
人
間
を
キ
リ
ス
ト
に
す
る
ん
で
す
ね
。
こ
ち
ら
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
と
釈
迦
と 

言
う
け
れ
ど
、
釈
迦
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
法
蔵
菩
薩
で
な
い
と
だ
め
で
す
。
普
通
は
キ
リ
ス
ト
と
い
う
と
釈
迦
と
な
る
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ 

な
い
。
釈
迦
は
キ
リ
ス
ト
と
言
え
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
特
定
の
人
と
い
う
意
味
で
は
釈
迦
と
同
じ
だ
。
特
定
の
人
だ
と
い
う
と
、
キ
リ 

ス
ト
と
い
う
の
は
唯
一
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
い
う
特
定
の
所
に
お
け
る
特
殊
な
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
。
っ 

ま
り
救
い
主
が
ね
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
仏
教
の
法
蔵
菩
薩
と
い
う
と
誰
で
も
法
蔵
菩
薩
、
誰
で
も
キ
リ
ス
ト
な
ん
だ
。
そ
れ
を
法
と
い
う 

ん
だ
。
あ
る
人
だ
け
し
か
な
い
の
は
法
じ
ゃ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
を
法
に
す
る
ん
だ
。
キ
リ
ス
ト
と
い
う
も
の
が
法
と
い
う
意
味
を
持
っ
て 

き
た
も
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
。
だ
か
ら
法
蔵
菩
薩
と
い
う
人
が
お
っ
た
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
因
位
の
名
前
だ
。
法
蔵
菩
薩
と
い
う 

の
は
因
位
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
な
ん
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
解
釈
に
よ
る
と
、

一
如
法
界
と
い
う
。
別
に
そ
う
い
う
人
が
お 

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
真
実
功
徳
と
『
浄
土
論
』
に
出
て
く
る
。
真
実
功
徳
と
い
う
の
は
浄
土
と
い
う
意
味
も
あ
る
し
、
ま 

た
名
号
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
親
鸞
は
真
実
功
徳
を
名
号
と
し
て
と
っ
て
あ
る
。
そ
の
真
実
功
徳
の
名
号
か
ら
現
わ
れ
て
法
蔵
と
名
告
っ 

た
。
そ
れ
で
本
願
を
建
て
た
。
そ
し
て
本
願
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
ら
れ
た
。
親
鸞
は
そ
う
い
う
説
明
を
し
て
い
ま
す
ね
。
 

方
便
法
身
と
い
う
解
釈
の
所
へ
出
と
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
僕
は
そ
こ
に
、
名
号
か
ら
法
蔵
菩
薩
が
現
れ
、
そ
し
て
本
願
を
起
こ
さ
れ
、
 

そ
し
て
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
言
っ
て
み
れ
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
物
語
な
ん
で
す
。
特
に
そ
う
い
う
人
が
お
っ
た
と
い
う
意
味 

じ
ゃ
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
物
語
な
ん
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
た
物
語
。
阿
弥
陀
仏
を
法
と
し
て
み
れ
ば
、
 

何
も
そ
こ
に
自
分
以
外
の
力
で
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
法
蔵
菩
薩
の
本
願
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
意
味
で
す
か
ら
、
仏 

法
と
い
う
意
味
、
法
に
適
う
と
い
う
意
味
で
す
。
本
願
と
い
う
も
の
は
、
法
に
備
わ
っ
て
い
る
意
味
を
表
わ
す
ん
で
す
。
そ
の
体
は
名
号
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で
あ
る
。
名
号
に
備
わ
っ
て
い
る
意
味
と
し
て
四
十
八
願
と
い
う
も
の
が
備
わ
っ
て
お
る
。
そ
れ
を
物
語
り
と
い
う
形
で
表
わ
し
て
お
る
。
 

だ
か
ら
し
て
名
号
を
以
て
浄
土
を
回
向
し
た
。
名
号
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
で
も
浄
土
に
ふ
れ
る
よ
う
な
法
と
い
う
も
の
を 

建
て
る
。
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
法
に
よ
っ
て
、
浄
土
を
見
る
よ
う
な
眼
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
浄
土
と
い
う
世
界
観
を
開
か
せ
る
。
 

そ
れ
で

「
観
」
と
い
う
字
が
出
て
く
る
。
「観
」
と
い
う
の
は
観
想
じ
ゃ
な
い
。
観
見
な
ん
で
す
。

学
生
で
な
い
人
は
興
味
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
日
本
に
西
田
哲
学
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
田
辺
元
と
い
う
人
が
曽
我
先
生
の
本
を
読 

ん
で
、
『
懺
悔
道
の
哲
学
』
と
い
う
本
を
書
い
た
。
有
名
な
先
生
で
す
け
れ
ど
、
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
曽
我
先
生
に
よ
っ
て' 

晩 

年
に
な
っ
て
か
ら
親
鸞
に
触
れ
た
ん
だ
。
そ
う
い
う
人
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
が
「
観
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
は
面
倒
な
話
で
す
け
ど
、
 

西
田
さ
ん
が
功
利
的
直
感
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
田
辺
さ
ん
が
批
判
し
て
で
す
ね
、
西
田
哲
学
は
観
想
の
哲
学
だ
と
言
う
て
非 

難
し
て
お
ら
れ
た
。
僕
は
そ
れ
は
田
辺
さ
ん
の
考
え
方
は
浅
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
観
と
い
っ
た
ら
観
想
だ
と
思
う
。
観
見
と
い
う 

観
が
あ
る
の
を
知
ら
な
い
の
で
す
。

一
心
の
内
観
と
言
っ
た
ら
こ
れ
は
唯
識
観
な
ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
天
親
菩
薩
は
唯
識
の
論
家
で
す
か 

ら' 

唯
識
観
と
い
う
形
で
阿
弥
陀
仏
の
信
仰
を
明
ら
か
に
し
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
精
神
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
『浄
土
論
』
で
す
。
そ 

こ
に
、
唯
識
観
に
つ
い
て
、
方
便
唯
識
と
正
観
唯
識
、
正
し
く
観
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ

か

ら

「
観
」
と
い
っ
て
も
方
便
の
観
と
、
 

正
観
、
真
性
の
観
と
い
う
こ
と
が
区
別
さ
れ
て
お
る
。
観
の
位
、
観
の
段
階
が
あ
る
。
方
便
観
を
通
し
て
真
観
を
磨
く
。
田
辺
さ
ん
は
方 

便
観
だ
け
が
「
観
」
と
思
っ
て
お
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
、
こ

の

「観
彼
世
界
相
」
と
い
う
の
は
、
妙
観
察
智
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な 

い
で
し
ょ
う
か
。
観
察
と
書
い
て
る
で
し
ょ
う
。
五
念
門
の
中
に
作
願
，
観
察
と
あ
る
。
観
察
と
言
い
ま
し
て
も
妙
観
察
智
で
す
か
ね
。
 

妙
観
察
智
と
い
う
の
は
唯
識
論
の
言
葉
で
す
。
第
六
識
で
す
。
第
六
識
を
、
妙
観
察
智
を
得
る
と
言
う
。
細
か
い
こ
と
は
別
に
し
て
、
言 

葉
だ
け
の
こ
と
で
す
。
『浄
土
論
』
の
観
は
、
「観
」
と
言
っ
て
も
妙
観
察
と
い
う
意
味
で
の
「観
」
な
ん
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
通
し 

て
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
、
ど
ん
な
衆
生
に
も
、
ど
ん
な
場
合
で
も
、

一
つ
の
世
界
観
と
い
う' 

浄
土
の
世
界
観
と
い
う
眼
を
開
か
せ
る
。
こ 

う
い
う
具
合
に
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
そ
う
い
う
こ
と
を
表
し
て
お
る
。
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「
観
」
が
二
重
に
な
っ
て
お
る
。
初
め
は
何
か
世
界
を
観
じ
る
。
そ
れ
か
ら
如
来
の
本
願
を
観
じ
る
。
つ
ま
り
、
二
重
に
な
っ
て
お
る
。
 

さ
つ
き
言
っ
た
よ
う
に
器
世
間
と
、
衆
生
世
間
と
で
す
。
衆
生
世
間
は
仏
も
衆
生
、
菩
薩
も
衆
生
、
菩
薩
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
本
願
か 

ら
言
う
と
二
十
二
願
で
す
。
菩
薩
荘
厳
と
い
う
の
は
本
願
の
上
か
ら
言
う
と
二
十
二
願
だ
。
人
間
に
衆
生
を
教
化
す
る
と
い
う
願
い
が
あ 

る
ん
で
す
。
ど
う
も
人
間
は
自
分
だ
け
が
救
わ
れ
た
ら
い
い
。
し
か
し
一
番
愛
し
い
も
の
は
自
分
の
身
に
近
い
家
内
と
か
子
供
だ
。
こ
う 

い
う
思
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。
人
の
こ
と
よ
り
も
自
分
の
身
近
な
も
の
に
信
心
を
い
た
だ
い
て
ほ
し
い
と
。
切
な
る
親
の
心
で
す
。
だ
け 

ど
な
か
な
か
そ
う
い
か
ん
わ
け
で
す
。
息
子
ほ
ど
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
ん
で
す
。
だ
け
ど
聞
か
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
が
切
々
な
衆
生
の 

要
求
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
け
ど
そ
の
ま
ま
で
許
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
人
間
は
布 

教
家
に
な
っ
て
し
ま
う
。
布
教
家
と
し
て
息
子
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
す
れ
ば
、
人
を
教
化
し
よ
う
な
ん
て
願
い
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
中
に
満 

足
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
っ
と
言
う
と' 

本
願
に
帰
す
れ
ば
、
自
分
が
自
分
で
わ
ざ
わ
ざ
教
化
す
る
な
ん
て
こ
と
は
い
ら 

な
い
の
だ
。
自
分
で
や
っ
た
教
化
な
ん
て
し
れ
た
も
ん
だ
。
特
定
の
人
の
特
定
の
範
囲
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
本
願
に
乗
ず
れ
ば
、
自
分 

が
そ
こ
に
浄
土
の
菩
薩
の
徳
を
た
ま
わ
る
ん
だ
。
そ
こ
に
人
を
救
い
た
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
も
満
た
さ
れ
る
。
だ
か
ら
浄
土
の
教
化
は 

急
ぎ
念
仏
す
る
こ
と
だ
。
直
接
に
人
を
教
化
す
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
急
ぎ
念
仏
し
て
我
々
お
互
い
が
仏
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
仏 

と
な
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
同
時
に
十
方
に
身
を
現
じ
て
は
た
ら
く
と
い
う
よ
う
な
徳
を
た
ま
わ
る
の
だ
。
そ
う
い
う
自
分
の
布
教
の
要 

求
が
満
足
さ
れ
る
。
自
分
が
個
人
で
布
教
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
し
に
、
そ
う
い
う
よ
う
な
の
は
た
だ
の
理
想
主
義
だ
。
聖 

道
の
慈
悲
と
い
う
も
の
だ
。
そ
う
い
う
の
で
は
な
し
に
、
そ
う
い
う
思
い
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
我
々
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
す
る
。
 

本
願
に
生
き
る
と
い
う
。
本
願
と
い
う
こ
と
の
中
に
我
々
の
、
布
教
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
要
求
を
す
る
の
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
布
教
し 

た
い
と
い
う
要
求
が
そ
こ
に
満
た
さ
れ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
伝
道
の
要
求
、
願
い
と
い
う
も
の
が 

満
た
さ
れ
る
。
伝
道
と
い
う
の
は
お
節
介
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
の
は
二
乗
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だ
。
か
え
っ
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
を
救
う
と
い
う
願
い
は
あ
る
け
れ
ど
で
き
な
い
。
や
っ
て
み
て
も
あ
る
程
度
ま
で
は 

で
き
る
け
ど
も
す
え
と
お
ら
な
い
。
そ
こ
に
安
田
と
い
う
個
人
、
身
分
が
あ
っ
た
ら
で
き
な
い
。
本
願
に
帰
す
れ
ば
、
今
度
は
そ
の
十
方 

世
界
に
身
を
現
じ
る
。

自
分
に
と
っ
て
は
往
相
の
一
っ
で
、
自
分
が
本
願
に
乗
じ
る
と
い
う
こ
と
は
往
相
だ
。
往
相
と
還
相
と
二
つ
や
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な 

い
。
我
々
が
往
相
と
い
う
の
に
乗
ず
れ
ば
、
自
分
以
外
は
全
部
還
相
に
な
る
。
人
が
還
相
す
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
人
の
は
た
ら
き
が 

全
部
還
相
に
な
る
。

自
分
が
善
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
こ
と
だ
け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
。
人
の
善
根
を
喜
ぶ
。
随
喜
す
る
。
喜
捨
と
言 

う
で
し
ょ
う
。
喜
ん
で
捨
て
る
と
い
う
。
つ
ま
り
随
喜
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
自
分
が
善
を
な
す
ん
じ
ゃ
な
い
。
人
の
善
に
随
喜
す
る 

と
い
う
。
そ
れ
は
自
分
が
善
を
な
し
た
よ
り
何
百
万
も
大
き
い
ん
だ
。
自
分
が
こ
つ
こ
つ
善
根
を
積
む
よ
り
も
、
人
の
作
ら
れ
た
善
根
を 

喜
ぶ
。
そ
の
ほ
う
が
徳
は
非
常
に
大
き
い
の
だ
。
だ
か
ら
人
の
善
根
を
喜
べ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
人
間
と
い
う
の
は
、
人
が
困
れ
ば
困
る 

ほ
ど
喜
ん
で
お
る
。
「ざ
ま
あ
み
や
が
れ
」
と
い
う
よ
う
な
調
子
で
す
。
善
に
し
て
も
、
わ
し
が
せ
ん
と
承
知
せ
ん
。
わ
し
が
善
を
や
っ 

た
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
承
知
せ
ん
。
だ
か
ら
有
漏
善
に
な
る
。
善
に
も
相
場
が
入
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
裸
に
な
れ
ば
、
あ
ら 

ゆ
る
人
々
の
善
根
が
我
が
善
根
だ
。
そ
れ
が
還
相
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
菩
薩
の
還
相
回
向
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思 

い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
そ
こ
に
釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
と
書
い
て
あ
る
。
自
ら
の
小
さ
な
力
で
人
を
教
化
し
よ
う
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
 

あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
徳
を
た
ま
わ
る
。
そ
こ
に
布
教
の
、
伝
道
し
て
救
い
た
い
と
い
う
人
間
の
要
求
が
満
足
さ
れ
る
。
 

こ
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
自
分
の
目
標
は
往
相
で
、
浄
土
だ
け
れ
ど
、
自
分
の
背
景
が
全
部
還
相
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
還 

相
が
背
景
だ
。
往
相
は
前
景
だ
。
往
相
と
還
相
は
背
中
と
表
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
 

だ
か
ら
こ
こ
に
は
、
人
間
と
い
う
の
は
わ
し
だ
け
が
救
わ
れ
た
ら
い
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
言
え
な
い
も
の
で
、
皆
が
救
わ
れ
な
け 

れ
ば
自
分
も
救
わ
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
皆
が
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
っ
て
み
て
も
す
え
と
う
ら
ん
。
し
か
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し
如
来
の
本
願
に
帰
す
る
な
ら
、
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
、
自
利
す
る
。
人
は
他
利
す
る
ん
だ
。
自
分
で
利
他
し
よ
う
と
い
う
よ
う
に 

考
え
な
い
。

還
相
回
向
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
翼
賛
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
戦
争
中
に
翼
賛
会
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
え
ら
く
反
動
的 

に
言
わ
れ
た
け
ど
、
そ
の
翼
賛
と
い
う
言
葉
は
、
つ
ま
り
仏
教
の
言
葉
で
す
。
本
願
と
い
う
も
の
に
、
参
加
す
る
と
い
う
。
参
加
と
言
う 

と
、
こ
の
頃
外
国
の
神
学
や
哲
学
に
よ
く
出
て
く
る
ん
だ
け
れ
ど
、
参
加
す
る
。
参
加
と
い
う
意
味
が
、
菩
薩
荘
厳
と
い
う
意
味
な
ん
じ 

や
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
如
来
の
本
願
力
に
参
加
す
る
。
参
加
す
る
と
い
う
形
で
伝
道
の
要
求
が
満
足
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
自 

分
と
し
て
は
一
心
と
い
う
も
の
を
起
こ
す
。
そ
の-

心
に
よ
っ
て
自
分
が
救
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
如
来
の
本
願
に
助
け
ら
れ
る
と 

い
う
の
で
は
な
く
て
、
如
来
の
本
願
に
参
加
す
る
。
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
を
自
分
の
境
遇
で
活
か
す
と
い
う
。
こ
れ
は
も
っ
と
言
え 

ば
布
教
の
、
伝
道
の
要
求
が
満
足
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
、
往
相
の
と
き
の
自
分
は
宿
業
の
身
で
す
け
ど
、
本
願
に
立
つ 

て
み
る
と
い
う
と
、
宿
業
の
身
に
新
し
い
意
味
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
本
分
と
い
う
。
宿
業
は
分
限
、
そ
の
分
限
と
い 

う
も
の
を
信
心
の
眼
に
よ
っ
て
開
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
本
分
と
い
う
意
味
が
出
て
く
る
。
自
分
の
分
を
尽
く
す
。
自
分
の
分
を
尽
く
し 

て
如
来
の
大
き
な
力
に
参
加
す
る
。
だ
か
ら
我
々
は
小
さ
い
よ
う
だ
け
れ
ど
、
自
分
の
与
え
ら
れ
た
境
遇
に
お
い
て
、
本
願
に
参
加
す
る 

と
い
う
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
浄
土
の
菩
薩
と
い
う
よ
う
な
意
義
を
与
え
ら
れ
る
。
人
間
の
眼
か
ら
言
え
ば
、
宿
業
の
身 

で
す
か
ら
自
分
の
で
き
る
こ
と
は
知
れ
た
も
の
だ
け
れ
ど
、
実
は
、
意
味
は
如
来
の
本
願
に
参
加
す
る
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
見
い
だ
さ 

れ
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
を
教
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
意
味
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
に
人
間
は 

加
わ
ら
な
い
と
、
人
間
の
本
当
の
要
求
が
満
足
せ
ん
。
自
分
だ
け
救
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
誰
で
も
救
わ
れ
な
き
ゃ
人
間
も
救
わ
れ
ん
。
 

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
菩
薩
荘
厳
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
開
い
て
出
て
お
る
ん
で
す
。

(

本
稿
は
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
年
十
二
月
ハ
日
午
後
の
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も 

の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
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