
無
上
仏
と
阿
弥
陀
仏

!

入
出
二
門
偈
の
源
泉
——

安 

田 

理 

深 

寿
命
無
量
・
光
明
無
量
と
あ
る
が
、
こ
の
寿
命
は
法
身
で
す
。
光
明
は
法
身
の
働
き
で
す
。
法
身
は
体
で
す
。
法
身
は
体
で
あ
っ
て
、
 

そ
の
体
に
対
し
て
法
身
の
身
体
が
あ
る
。
「虚
無
之
身
・
無
極
之
体
」
と
、
こ
う
い
う
。
自

然(

じ
ね
ん)

の
身
体
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
い 

う
意
味
が
一
つ
に
は
あ
る
。
そ
の
身
体
と
い
う
の
が
、
は
た
ら
き
か
ら
い
え
ば
光
明
と
い
う
。
光
は
は
た
ら
き
で
す
。
身
(

し
ん)

と
い 

う
の
は
法
身
の
身
で
あ
る
。
広
い
意
味
で' 

色
身
に
区
別
し
て
法
身
と
い
う
。
色
身
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
つ
ま
り
普
通
で
い
う
身
体
で 

す
。
肉
体
の
こ
と
で
す
。

「虚
無
・
無
極
の
身
体
」
と
い
う
の
は
法
身
で
す
。
だ
け
ど
、

い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
こ
の
「身
」
と
い
う 

字
は
や
は
り
物
で
は
な
い
の
で
、
は
た
ら
き
な
の
で
す
。
物
で
は
な
い
。

だ
か
ら
し
て
、
例
え
ば
色
身
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
眼
根
と
い
う
。
「根
(

こ
ん)

」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
根
(

こ
ん)

と 

い
う
の
は
「根
(

ね)

」
と
い
う
字
で
す
。
善
根
と
か
い
う
場
合
は
「
ね
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
「身
根
」
と
い
う
の
は
「身
の
根
」
と 

い
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
は
た
ら
き
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
眼
根
は

「
見
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
は
た 

ら
き
が
あ
る
。
「
聞
く
」
と

か

「嗅
ぐ
」
と
か
、

そ
う
い
う
は
た
ら
き
を
集
め
て
身
体
と
い
う
。

だ
か
ら
眼
球
は
目
玉
で
あ
る
が
、
眼
根 

は
目
玉
で
な
い
。

目
玉
は
、
か
え
っ
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

見
ら
れ
た
も
の
は
「根
(

こ
ん)

」
と
言
わ
ず
、
境
(

き
ょ
う)

と
い
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う
、
「
さ
か
い
」
と
い
う
。

眼
球
と
い
う
の
は
根
で
は
な
い
、

む
し
ろ
境
で
あ
る
。
だ
か
ら
眼
球
が
見
る
わ
け
で
な
い
。
目
玉
が
見
る
わ 

け
で
な
い
が
、
眼
球
で
見
る
わ
け
で
あ
る
。
耳
で
見
る
わ
け
で
な
く
、
眼
球
で
見
る
が
、
眼
球
が
見
る
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
見
る 

と
い
う
こ
と
は
、
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
わ
か
ら
な
い
。
見
る
と
い
う
は
た
ら
き
は
見
え
な
い
。
だ
か
ら
眼
球
と
い
う
見
る
と
い
う
は
た 

ら
き
の
起
こ
る
場
所
の
名
前
を
と
っ
て
眼
根
と
い
う
。
い
い
で
す
か
。
眼
根
と
い
っ
て
も
眼
球
と
い
う
意
味
で
は
な
い
、
見
る
と
い
う
機 

能
を
い
う
の
で
あ
る
。

昔
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
い
が
、
今
日
の
科
学
で
は
細
胞
と
い
う
こ
と
を
い
う
。

細
胞
も
は
た
ら
き
で
す
。

「
見
え
る
」
と
い 

う
細
胞
の
は
た
ら
き
が
、
眼
球
に
集
中
し
て
い
る
。
鼻
と
い
う
所
に
は
嗅
ぐ
と
い
う
機
能
が
あ
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
説
明
で
す
け
れ
ど
も
。
 

と
に
か
く
、

い
ず
れ
に
し
て
も
物
で
な
い
、
身
体
と
い
う
の
は
、
は
た
ら
き
な
の
で
す
。

し
か
し
見
る
と
い
う
の
は
心
が
見
る
の
で
は
な
い
か
と' 

こ
う
言
わ
れ
る
が
そ
う
で
は
な
い
。
見
る
の
は
身
体
で
あ
る
。
見
る
と
い
う 

身
体
に
よ
っ
て' 

色
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
心
が
起
き
る
の
で
す
。
色
の
知
覚
と
い
う
よ
う
な
心
が
起
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例 

で
す
。
こ
の
場
合
は
、
別
に
こ
う
い
う
普
通
の
色
身
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
色
身
は
宿
業
の
感
じ
た
も
の
で
す
。
業
報
の 

身
で
す
。
色
身
と
い
う
も
の
は
、
業
報
、
主
観
の
身
で
す
。
今
は
法
身
で
す
。
だ
か
ら
、
お
釈
迦
様
で
も
色
身
は
入
滅
し
た
け
れ
ど
も
、
 

法
身
は
常
住
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
身
は
入
滅
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
入
滅
す
る
の
は
色
身
で
す
。
常
住
法
身
と
い
う
。

っ 

ま
り
、
色
身
の
入
滅
に
則
し
て
常
住
の
法
身
と
い
う
も
の
に
、
色
身
の
入
滅
を
縁
と
し
て
実
は
常
住
法
身
に
目
覚
め
る
と
。
例
え
ば
、
曾 

我
先
生
は
も
う
亡
く
な
っ
た
。
二
、
三
年
前
に
曾
我
先
生
の
色
身
は
な
く
な
っ
た
。
で
は
い
ま
曾
我
先
生
は
滅
亡
し
た
の
か
と
い
う
と
、
 

そ
う
で
は
な
い
。
い
ま
活
動
の
最
中
な
の
だ
。
曾
我
先
生
の
活
動
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
だ
。
そ
れ
が
法
身
だ
。
曾
我
先
生
の
あ
き
ら
か 

に
さ
れ
た
教
学
と
い
う
の
は
、
曾
我
先
生
の
法
身
だ
。
親
鸞
聖
人
も
亡
く
な
ら
れ
た
。
親
鸞
聖
人
の
色
身
は
な
く
な
っ
て' 

大
谷
本
廟
が 

起
こ
さ
れ
た
。
だ
け
ど
、
そ
こ
か
ら
法
身
の
親
鸞
が
始
ま
る
。
法
身
の
親
鸞
で
す
。
そ
れ
は
現
在
、
親
鸞
教
学
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る 

最
中
な
の
で
す
。
こ
れ
は
人
類
の
歴
史
の
あ
る
限
り
は
た
ら
く
の
だ
。
こ
れ
か
ら
が
大
き
い
の
で
す
よ' 

は
た
ら
き
は
。
生
き
て
い
る
間
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は
短
い
。

西
本
願
寺
で
は
「
西
大
谷
」
に

「大
谷
本
廟
」
と
い
う
額
が
掛
か
っ
て
い
る
。
す
る
と
廟
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
死
ん
だ
場
所 

を
廟
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
東
本
願
寺
で
は
東
本
願
寺
の
山
門
に
「
大
谷
本
廟
」
と
い
う
額
が
掛
か
っ
て
い
る
。
す

る

と

「
西
本
願
寺
の 

人
々
は
死
ん
だ
と
こ
ろ
を
廟
だ
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
東
本
願
寺
の
教
学
か
ら
い
う
と
、
・廟
と
い
う
の
は
死
ん
だ
場
所
で
は
な
い
、
法
身 

の
は
た
ら
く
場
所
を
廟
と
い
う
」
そ
う
い
っ
て
曾
我
先
生
が
自
慢
す
る
。
あ
の
人
は
東
本
願
寺
の
人
で
す
か
ら
自
慢
す
る
。
そ
ん
な
事
が 

あ
る
か
な
あ
と
、
僕
は
山
門
の
前
を
通
る
時
も
一
向
に
そ
ん
な
額
な
ど
見
た
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も
。
え
ら
い
所
を
注
意
し
て
見
て
い
る 

も
の
だ
な
あ
と
、
感
心
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
……

(

笑)

釈
尊
で
も
、
親
鸞
聖
人
で
も
、
近
い
と
こ
ろ
で
は
曾
我
先
生
で
も
、
色
身
は
入
滅
す
る
け
れ
ど
も
法
身
は
常
住
で
あ
る
。
色
身
の
入
滅 

し
た
記
録
を
『
涅
槃
経
』
と
い
う
。
そ

の

『
涅
槃
経
』
に
小
乗
の
『
涅
槃
経
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は

『
遊
行
経
』
と
い
う
名 

前
で
残
っ
て
お
り
ま
す
。
遊

行
(

ゆ
ぎ
ょ
う)

と
い
う
の
は
「遊
び
」
と

「
行
く
」
と
い
う
字
で
「遊
行
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
晚 

年
釈
尊
が
自
ら
旅
行
す
る
旅
行
記
で
す
。
最
後
の
旅
行
を
記
録
し
た
も
の
を
『
遊
行
経
』
と
い
う
。
最
後
は
娑
羅
双
樹
の
間
で
入
滅
さ
れ 

た
と
い
う
。

そ
れ
ま
で
に
至
る
仏
陀
の
一
つ
の
旅
行
記
で
す
。

そ
れ
を

『
遊
行
経
』
と
い
う
。

小
乗
、

つ
ま
り
阿
含
の
『
涅
槃
経
』
で 

す
。
そ
れ
に
応
じ
て
今
度
は
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
と
い
う
の
が
あ
る
、
『
大
般
涅
槃
経
』
で
す
。
『
教
行
信
証
』
に
引
い
て
あ
る
の
は
大
乗 

の

『
涅
槃
経
』
で
す
。
こ
れ
は
今
言
っ
た
よ
う
に
、
小

乗

の

『
涅
槃
経
』
は
色
身
の
入
滅
に
至
る
ま
で
の
記
録
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大 

乗

の

『
涅
槃
経
』
は
、
法
身
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
『
涅
槃
経
』
だ
。
涅
槃
と
い
う
の
が
、
だ
い
た
い
法
身
の
徳
な
の
だ
。
永
遠
不
滅
の 

大
涅
槃
は
法
身
の
涅
槃
の
徳
で
あ
る
。
色
身
の
涅
槃
で
な
い
、
法
身
の
涅
槃
と
い
う
、
大

乗
の
『
涅
槃
経
』
は
そ
う
い
う
こ
と
を
主
題
と 

す
る
経
典
だ
。
そ
の
中
間
に
な
る
よ
う
な
経
典
に
、
『
遊
行
経
』
と
い
う
お
経
が
あ
る
。
「
遺
経
」
、

こ
れ
は
釈
尊
の
遺
言
で
す
。

遺
経
と 

い
う
。
そ
れ
を
記
し
た
経
典
、
経
典
の
こ
と
は
経
典
史
学
と
い
う
学
問
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
か
僕
は 

知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。(

そ
れ
に
は
「
如
是
我
聞
」
は
な
い
。)
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し
か
し
そ
の
中
に
、
仕
方
な
し
に
の
た
れ
死
に
し
て
い
く
、
ま
だ
生
き
た
い
の
に
死
ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
仏
様
に
は
「
死
」
と 

い
う
こ
と
は
な
い
。

「
仏
様
が
死
亡
し
た
」
と
言
う
け
れ
ど
、

死
亡
す
る
と
い
う
こ
と
は
凡
夫
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
釈
尊
に
は
死
亡 

と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
凡
夫
の
目
か
ら
見
て
死
亡
と
い
う
。
入
滅
と
い
う
。
入
滅
と
い
う
の
は
死
亡
と
か
終
わ
っ
た
と
い
う
意
味
で 

は
な
い
。
「
ま
だ
生
き
て
い
た
い
け
れ
ど
も
や
む
を
え
ず
死
ぬ
」
と
い
う
の
は
業
道
自
然
で
あ
る
。

仏
陀
は
、

覚
り
は
、
業
を
超
越
し
て 

い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
入
滅
す
る
と
言
う
の
は
、
仕
事
が
終
わ
っ
た
、
成
す
べ
き
事
は
成
し
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
始
め 

に
鹿
野
苑
に
お
い
て
阿
若
惰
陳
如
等
の
五
人
の
比
丘
を
済
度
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
須
跋(

ス
バ
ド
ラ)

を
済
度
し
た
。
だ
け
ど
、
度 

す
べ
き
因
縁
の
あ
る
も
の
は
悉
く
度
し
終
わ
っ
た
と
い
う
が
、
ま
だ
済
度
さ
れ
な
い
者
が
た
く
さ
ん
い
る
で
は
な
い
か
と
言
う
。
そ
の
た 

め
に
自
分
は
律(

ヴ
ィ
ナ
ヤ0

1
1
3
3
^
)

と

法
(

ダ
ル
マ&

ー
ー
ミ
ョ
巴
と
を
残
し
た
。
ヴ
ィ
ナ
ヤ
と
ダ
ル
マ
を
残
し
た
。

度
す
べ
き
因
縁 

が
熟
し
た
も
の
は
悉
く
度
し
た
。
今
も
度
せ
ざ
る
も
の
は
無
量
に
あ
る
け
ど
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
度
せ
ら
れ
る
よ
う
な
律
と
か
法
と
か
を 

残
し
た
。
そ
れ
が
法
身
で
す
。

だ
か
ら
、
ま
だ
度
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
け
ど
、
度
せ
ぬ
も
の
も
悲
観
す
る
必
要
は
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
法
身
が
残
し
て
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ 

て
実
行
し
て
行
く
の
だ
と
。

「
汝
ら
が
如
来
の
滅
後
に
お
い
て
律
と
法
と
を
行
じ
る
な
ら
ば
、

展
転
し
て
こ
の
法
を
行
ず
る
な
ら
ば
、
法 

身
は
汝
ら
の
法
に
生
き
る
」
と
言
う
。
法
に
生
き
る
汝
ら
に
、
未
来
に
衆
生
が
法
を
聞
い
て
法
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
法
身
は
永 

遠
に
不
滅
な
の
だ
。
「汝
ら
が
仏
法
に
生
き
て
い
る
。
そ
こ
に
如
来
は
生
き
て
い
る
の
だ
。

常
住
に
ま
し
ま
す
の
だ
」
と
、

こ
う
い
う
よ 

う
な
激
励
を
与
え
て
あ
る
の
が
『
涅
槃
経
』
で
す
。

あ
あ
い
う
と
こ
ろ
に
法
身
と
い
う
こ
と
が
出
て
あ
る
。

「汝
ら
、
色
身
は
滅
ぶ
け
ど 

法
は
残
さ
れ
た
。
お
前
た
ち
、
こ
の
法
を
行
ず
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
如
来
の
法
身
は
永
遠
に
不
滅
な
の
だ
」
と
。
法
身
常
住
で
す
。
 

今
、
「尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
こ
と
は
、
と
に
か
く
法
身
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
仏
の
法
身
だ
。
仏
が
法
を
見
出
す
と
い
う
と
。
 

法
と
い
う
も
の
は
仏
よ
り
前
に
あ
る
、
法
と
い
う
も
の
は
、
仏
の
発
明
品
で
な
い
。
仏
が
覚
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
覚
ら
れ
た
法
に 

よ
っ
て
覚
っ
た
者
が
仏
に
な
る
。
仏
に
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
法
に
よ
っ
て
仏
に
さ
れ
る
の
で
す
。
仏
が
法
を
造
る
の
で
は
な
い
。
仏
が
覚
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&

と
い
う
と
、
覚
ら
れ
た
法
が
覚
っ
た
人
の
上
に
成
就
し
て
く
る
。
そ
う
し
て
そ
の
人
を
仏
に
位
づ
け
る6

だ
か
ら
法
か
ら
仏
が
生
れ
た
。
 

法
か
ら
仏
陀
が
生
れ
て
、
そ
の
生
れ
た
仏
陀
に
よ
っ
て
法
が
は
た
ら
く
の
で
す
。
覚
ら
れ
た
法
が
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
法
と
い 

う
も
の
は
、
法
を
覚
る
と
い
う
と
、
そ
の
法
が
覚
っ
た
人
を
通
し
て
は
た
ら
く
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
点
で
す
、
簡
単
だ
け
れ 

ど
も
。

今
日
の
話
だ
け
で
は
簡
単
に
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
教
学
と
い
う
の
を
考
え
る
と
、
仏
教
学
と
い
う
の
は
、
人
間
を
超
え
た
よ
う
な 

も
の
、
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト(
絶
対
的
3
^
0

ヨ
芹)

な
も
の
、
超
越
し
た
よ
う
な
も
の
を
立
て
な
い
。
神
と
い
う
も
の
を
立
て
な
い' 

仏
教 

で
は
。
「
神
を
持
っ
て
く
る
の
も
一
つ
で
は
な
い
か
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
う
で
は
な
い
。

神
は
人
間
の
外
か
ら
来
る 

も
の
。
別
に
悪
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
風
土
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
か' 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
神
と
い
う
も
の
を 

立
て
る
。
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
風
土
も
あ
る
。
神
に
よ
っ
て
宗
教
と
い
う
も
の
は
起
こ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
イ
ン
ド
と 

い
う
の
は
別
に
神
を
立
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
神
を
立
て
ず
に
宗
教
と
い
う
の
が
起
こ
る
。
宗
教
の
道
と
い
う
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
 

け
れ
ど
も
、
仏
教
以
外
の
教
え
と
い
う
も
の
は
全
部
神
と
い
う
も
の
を
立
て
る
の
で
は
な
い
の
か
と
思
う
。
神
も
い
ろ
い
ろ
、
深
い
神 

も
あ
り
浅
い
神
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も' 

イ
ス
ラ
ム
教
で
も
ユ
ダ
ヤ
教
で
も
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
日
本
の
よ
う
な
多
神
教
で
も
、
 

お
宮
の
神
さ
ん
で
も' 

す
べ
て
神
を
立
て
る
。
人
間
以
上
の
力
を
何
か
求
め
る
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
世
間
の
常
識
に
応
じ
て
仏
教
の
方
で
も
曇
鸞
大
師
な
ど
は
他
力
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
世
間
の
人
情
と
い
う 

も
の
に
応
じ
て
、
他
力
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
他
力
と
い
う
の
は
ち
よ
っ
と
誤
解
を
起
こ
す
。
釈
尊
が
言
わ
れ
た 

『
涅
槃
経
』
に

は

「
他
に
依
る
な
」
「法
に
依
れ
」
と
、
あ
る
い
は
「
自
ら
に
依
れ
」
と
言
わ
れ
る
。
「
自
ら
」
と
い
う
の
は
自
覚
だ'

こ 

う
い
う
法
に
依
っ
て
自
分
を
明
ら
か
に
す
る
。
自
覚
を
与
え
る
。
自
覚
の
上
に
こ
の
法
が
輝
い
て
く
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
に
依
っ
て
は 

な
ら
な
い
と
、

『
涅
槃
経
』
に
厳
密
に
教
え
て
あ
る
。
そ
う
い
う
の
が
仏
教
の
た
て
前
で
は
な
い
の
か
。

他
力
な
ど
言
わ
な
い
の
が
仏
教 

の
た
て
前
で
は
な
い
の
か
。
他
力
と
言
う
の
は
、

曇
鸞
大
師
だ
け
で
す
。

『浄
土
論
』
は
利
他
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
自
利
利
他
と
い
う
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こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
他
力
と
は
言
わ
な
い
。
曇
鸞
大
師
が
人
情
に
応
じ
て
啓
蒙
的
に
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
曾
我
先
生
は
そ 

れ
は
俗
語
と
言
う
、
「俗
語
で
教
え
ら
れ
た
」
と
。

だ
か
ら
、

そ
う
い
う
言
葉
で
、
俗
語
な
ど
で
、
教
学
を
建
て
る
と
か
え
っ
て
教
学
が 

混
乱
す
る
場
合
が
あ
る
。

確
か
に
今
日
で
は
、

他
力
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
利
益
よ
り
も
害
毒
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

「
お
他
力
中
毒
」
と
い 

う
中
毒
に
変
っ
て
い
る
。
「
依
頼
心
」
と'

「
本
願
他
力
の
依
頼
心
」
と
、
「
依
頼
心
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
。
新
聞
社
が
そ
う
言
っ
て 

い
る
と
腹
を
立
て
る
け
れ
ど
も
、
腹
を
立
て
る
方
が
そ
う
い
う
具
合
に
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
が
新
聞
記
者
に
う
つ
る
の
で
す
。
坊 

さ
ん
も
信
者
も
「
他
力
と
い
う
は
依
頼
心
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
世
間
の
方
も
依
頼
心
と
い
う
こ
と
と
思
う
。

だ
か
ら
、

「
依 

頼
心
で
は
な
い
」
と
い
う
人
に
「
で
は
、(

他
力
は)

ど
う
な
の
だ
」
と
聞
い
て
み
る
と
答
え
ら
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
神
を
立
て
る
の
で
は
な
い
。
人
間
に
超
越
的
な
神
と
い
う
も
の
も
立
て
な
い
。
神
を
立
て
た
学
問
、
そ
う
い
う
の
を
神
学
と 

い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
学
問
を
神
学
と
い
う
。
「
テ
オ
ロ
ギ
ー
」(

ー
ー
ー

の
〇
〇
ほ6)

と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
。

神
の
学
問
。

「
テ
オ
」
と
い
う 

の
が
神
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
う
い
う
の
に
反
対
し
て
西
洋
の
歴
史
学
か
ら
、
テ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
の
は
過
去
の
学
問
だ
、
将
来
の
哲 

学
と
い
う
の
は
神
の
学
問
で
な
い
「
人
間
」
の
学
問
だ
。
そ
う
い
っ
て
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
」
9

111 :
コ
〇
マ
〇
〇
虫①)

と
い
う
言
葉
が
出
る
ー 

人
間
学
と
い
う
。
神
学
を
や
め
て
人
間
学
と
い
う
の
が
将
来
の
学
問
だ
。
今
言
っ
た
よ
う
に
仏
教
は
神
学
で
な
い
、
テ
オ
ロ
ギ
ー
で
な
い. 

「
そ
れ
な
ら
人
間
学
か
」
と' 

こ
う
い
う
よ
う
に
す
ぐ
判
断
す
る
け
れ
ど
も
そ
う
で
も
な
い
。
仏
教
が
テ
オ
ロ
ギ
ー
で
な
い
こ
と
は' 

こ 

れ
ま
で
で
よ
い
が
、
「
人
間
学
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
大
事
で
す
。

人
間
に
触
れ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
が
立
場
で
は
な
い
。
第
一
、
そ
の
人
間
と
い
う
も
の
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
学
と
ー 

番
最
初
に
言
っ
た
の
は
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い
う
人
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
間
と
い
う
意
味
が
深
ま
っ
て
き
た
。

一
面
に
は
マ
ル
ク 

ス
と
い
う
人
が
い
る
。
こ
れ
が
人
間
と
い
う
も
の
を
考
え
て
、
非
常
に
深
く
変
え
た
。
人
間
を
称
え
た
の
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
す
け 

れ
ど
も
、
そ
の
人
間
の
内
容
だ
。

個
人
的
な
主
観
的
な
人
間
で
な
し
に'

「
欲
望
の
塊
」
と
い
う
簡
単
な
こ
と
で
な
し
に
、
始
め
は
人
間
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は
理
性
だ
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。
近
代
精
神
と
い
う
。
中
世
は
神
が
中
心
だ
け
ど
、
近
代
に
な
る
と
人
間
が
中
心
で
あ
る
。
人
間
は
何 

か
と
い
う
と
人
間
の
人
間
で
あ
る
本
性
は
理
性
で
あ
る
。
そ
の
理
性
に
お
い
て
人
間
を
説
く
、
そ
の
最
後
の
人
を
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
。
そ 

れ
が
破
れ
て
き
た
。
理
性
が
行
き
詰
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い
う
人
が
出
て
き
て
人
間
と
い
う
事
を
言
い
出
し
た
の 

だ
。
そ
の
解
釈
が
や
は
り
何
か
個
人
的
な
立
場
を
脱
し
切
れ
な
い
の
で
、

マ
ル
ク
ス
が
出
て
き
て
個
人
を
超
え
て
人
間
を
み
る
。
人
間
と 

い
う
も
の
は
歴
史
的
現
実
、
 

歴
史
的
社
会
的
な
存
在
な
の
だ
。
人
間
は
個
人
を
超
え
て
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
精
神
分
析
と
い
う 

学
問
、

精
神
病
理
学
と
い
う
学
問
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
ま
た
人
間
の
考
え
を
変
え
た
の
で
す
。

こ
れ
は
フ
ロ
イ
ド
で
す
。

フ
ロ
イ
ド 

の
方
は' 

無
意
識
の
世
界
に
還
っ
て
、
人
間
を
底
に
超
え
た
。

マ
ル
ク
ス
は
人
間
を
外
に
超
え
て' 

フ
ロ
イ
ド
は
底
に
超
え
て
人
間
を
見 

る
。学

問
は
、
こ
う
い
う
よ
う
な
状
態
に
今
日
あ
る
の
で
す
。
仏
教
学
は
だ
い
た
い
ど
れ
に
入
る
の
か
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
神 

と
い
う
よ
う
な
、
人
間
が
人
間
以
外
の
も
の
か
ら
人
間
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
僕
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
を
超 

え
て
見
る
と
い
う
見
方
が
出
来
る
。

「
超
え
て
見
る
」' 

そ
れ
が
果
た
し
て
本
当
に
超
え
た
も
の
か
と
い
う
の
が
疑
問
が
残
る
が
、
「
超
え 

て
見
る
」
と
い
う
一
つ
の
方
向
が
現
代
に
起
こ
る
。
仏
教
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
今
に
始
ま
っ
た
事
で
は
な 

い
。
本
来
に
還
っ
て
、
超
え
る
と
い
う
か
、
本
(

も
と)

に
還
っ
て
人
間
を
見
る
と
い
う
の
が
仏
教
で
あ
る
。
人
間
を
無
視
し
た
の
で
な 

い
、
人
間
を
か
え
っ
て
本
来
の
人
間
に
呼
び
返
し
て
い
く
の
が
仏
教
で
あ
る
。
人
間
を
神
に
す
る
の
で
な
い
。
人
間
を
本
来
の
人
間
に
呼 

び
返
す
。
今
の
人
間
は
人
間
を
失
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
人
間
主
義
で
な
い' 

人
間
主
義
と
い
う
現
代
思
想
に
媚
び
る
の
が
仏
教
学
で
な
い
。
 

人
間
を
呼
び
返
す
、
本
来
に
返
す
と
い
う
意
味
が
仏
教
学
な
の
だ
。

そ
う
い
う
一
つ
の
方
向
を
マ
ル
ク
ス
で
も
フ
ロ
イ
ド
で
も
象
徴
し
て
い
る
。
何
か
、
人
間
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
深
い
、
我
々
が
考
え 

る
よ
り
も
も
っ
と
深
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
け
ど
、
も
っ
と
深
い
も
の
と
い
っ
て
も
手
探
り
す
る
だ
け 

で
、
本
当
に
探
り
当
て
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「本
来
に
帰
る
」
、
そ
れ
が
非
常
に
大
事
な
概
念
で
す
。
本
来
に
帰
る
の
を
、
本
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来
の
根
源
に
本
来
の
姿
と
い
う
の
を
表
わ
す
の
が
法
な
の
で
す
。
仏
法
で
す
。
法
身
と
い
う
法
な
の
で
す
。
こ
れ
が
本
来
な
の
だ
。
法
に 

遇
っ
て
人
間
は
初
め
て
本
来
に
目
覚
め
る
、
そ
れ
を
自
と
い
う
。
自
覚
の
自
と
い
う
。
人
間
を
延
ば
す
の
で
な
い
。
現
代
の
学
問
の
よ
う 

に
、
人
間
学
の
よ
う
に
人
間
を
延
ば
す
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
間
が
神
の
奴
隸
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
も
な
い
。
人
間
を
本
来
の
人
間 

に
呼
び
返
す
。
絶
対
自
由
の
人
間
に
呼
び
返
す
。

つ
ま
り
、
絶
対
の
無
碍
だ
。
い
か
な
る
有
碍
の
中
に
あ
っ
て
も
無
碍
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 

尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
我
々
が
本
来
に
帰
っ
た
姿
な
の
だ
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
本
来
に
帰
っ
た
身
、
法
身
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味 

が
あ
る
。
本
来
に
帰
っ
た
身
と
い
う
の
が
法
身
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
釈
尊
だ
け
が
そ
う
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
釈
尊
が
一
人
出
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
だ
け
が
法
身
で
は
な
か
っ
た
。
釈
尊 

が
一
人
本
来
に
帰
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
に
帰
る
道
が
見
つ
か
っ
た
。
誰
で
も
本
来
に
帰
れ
る
道
が
見
つ
か
っ
た
。
そ

れ

で

「法 

を
聞
け
」
と
、

こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。

法
身
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
言
葉
だ
。

「
法
身
の
光
輪
き
わ
も
な
し
」(
『浄
土
和
讃
』) 

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
法
身
の
は
た
ら
き
を
光
明
と
い
う
。
法
身
と
い
う
の
は
仏
の
こ
と
で
す
。
仏
の
法
身
で
す
。
凡
夫
の
身
は
宿
業
の 

身
で
す
。
法
身
は
仏
の
法
身
で
あ
る
。
仏
と
い
う
の
は
法
に
目
覚
め
た
人
が
仏
で
あ
る
。
法
に
目
覚
め
る
と
、
目
覚
め
た
仏
の
上
に
法
が 

輝
く
。
仏
と
い
う
け
れ
ど
も
、
広
い
言
葉
で
言
え
ば
人
、
凡
夫
も
仏
も
広
い
言
葉
で
言
え
ば
人
、
人
法
。
衆
生
で
も
よ
い
。
決
し
て
凡
夫 

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
凡
夫
も
衆
生
だ
し
、
仏
も
衆
生
だ
。
と
に
か
く
人
と
か
衆
生
と
か
い
う
の
は
段
階
が
あ
る
、
迷
っ
た
と
か
、
覚 

っ
た
と
か
。
自
覚
と
か
不
覚
と
か' 

あ
る
い
は
未
覚
と
か
。
不
覚
と
い
う
よ
り
も' 

未
覚
と
い
う
の
が
本
当
で
し
ょ
う
。
覚
れ
な
い
の
で 

な
い
、
ま
だ
覚
れ
な
い
だ
け
の
話
だ
。
ち
ゃ
ん
と
覚
れ
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
暇
が
か
か
る
と
い
う
だ
け
の
話
で
、
覚 

れ
な
い
と
い
う
の
で
な
い
。
だ
か
ら
、
ご
安
心
が
な
い
と
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
覚
れ
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
不
覚
と
い 

う
よ
り
も
未
覚
、
ま
だ
覚
っ
て
な
い
。
た
だ
の
凡
夫
で
な
い
、
未
来
の
仏
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
釈
尊
は
す
で
に
仏
に
な
っ
て
い
る
だ 

け
な
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
ま
だ
未
来
の
仏
だ
。
だ
か
ら
し
て
、
仏
法
の
中
に
は
全
部
が
仏
に
成
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い 

う
も
の
が
法
と
い
う
。

「仏
仏
相
念
」(
『無
量
寿
経
』)

と
い
う
。

す
で
に
成
っ
た
仏(

ほ
と
け)

と
ま
だ
成
ら
な
い
仏
と
が
、

互
い
に
あ
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い
憶
念
す
る
。
憶
念
さ
れ
る
の
は
す
で
に
成
っ
た
仏
だ
。
憶
念
す
る
の
は
凡
夫
だ
け
れ
ど
、
未
来
の
仏
が
憶
念
す
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な 

関
係
な
の
だ
、
「仏
仏
相
念
」
と
い
う
の
は
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
人
間
の
上
に
は
不
覚
と
か
未
覚
と
か
い
う
区
別
さ
れ
る
段
階
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
の
上
に
は
段
階
は
な
い
。
覚 

っ
た
人
間
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い' 

覚
ら
な
い
人
間
に
も
ち
ゃ
ん
と
法
が
与
え
ら
れ
る
。
人
間
に
先
立
つ
、
法
が
先
立
つ
。
人
に
先
立 

っ
て
法
が
あ
る
。
曾
我
先
生
が
よ
く
言
わ
れ
る
「
本
願
に
先
立
っ
て
名
号
あ
り
」
と
い
う
の
は
そ
れ
な
の
で
す
。
先
に
あ
る
、
人
の
先
に 

あ
る
、
覚
り
に
先
立
っ
て
、
仏
に
先
立
っ
て
、
法
が
あ
る
。
法
を
覚
る
人
間
に
先
立
っ
て
覚
ら
れ
る
法
が
あ
る
。
法
は
仏
が
造
っ
た
の
で 

な
い
。
気
が
つ
か
な
か
っ
た
、
時
機
到
来
し
て
そ
れ
に
眼(

ま
な
こ)

を
開
く
。
眼
を
開
い
た
と
き
に
法
を
造
っ
た
の
で
は
な
い
。
仏
が 

法
を
造
っ
た
の
で
な
い
、
見
出
し
た
の
だ
。
見
出
し
て
み
た
ら
見
出
さ
れ
た
法
は
初
め
か
ら
あ
っ
た
。
覚
る
前
に
も
あ
っ
た
の
だ
と
わ
か 

る
。
覚
っ
て
み
た
ら
覚
ら
な
い
人
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
凡
夫
に
も
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
法
は
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
 

人
は
開
く
。
覚
り
が
開
く
、
開
始
す
る
。
「念
仏
為
本
」
と

か

「念
仏
為
先
」
か
い
う
。
英
語
で
ビ
ギ
ニ
ン
グ

13

吊
5-1
1

3-

也
と
い
う
。
開
始 

す
る
と
い
う
。
法
は
ア
ン
フ
ァ
ン
グ
弐̂

品
と
い
う
。

漢
字
に
も
区
別
が
あ
る
。

始
め
と
初
め
。

初
め
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
覆
わ 

れ
て
い
る
。
法
は
初
め
に
あ
る
。
法
は
覚
り
に
先
立
っ
て
初
め
か
ら
あ
る
。
初
め
か
ら
あ
る
の
が
法
だ
け
れ
ど
も
、
あ
る
け
れ
ど
隠
れ
て 

い
る
。
そ
れ
が
顕
わ
に
さ
れ
る
の
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
が
法
に
目
覚
め
る
と
い
う
と
、
初
め
か
ら
法
が
あ
る
、
初
め
か
ら
あ
っ 

た
法
に
目
覚
め
る
と
い
う
と
、
初
め
か
ら
あ
っ
た
法
が
後
か
ら
目
覚
め
た
人
か
ら
始
ま
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
法
が
輝
い
て
く
る
。
目
覚
め 

る
人
が
な
い
と
法
は
黙
っ
て
い
る
。
宝
の
も
ち
ぐ
さ
れ
と
は
そ
れ
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
法
が
人
を
待
つ
と
い
う
こ
と
が 

あ
る
。
法
が
人
を
待
つ
。
人
を
待
っ
て
始
め
て
法
が
は
た
ら
く
。
こ
れ
は
大
事
な
点
で
す
。

こ
れ
は
一
般
的
な
見
方
で
す
け
れ
ど
も
、

真
宗
で
い
う
と
念
仏
で
す
。

「念
仏
為
本
」
ま

た

「為
先
」
と
い
う
。
「為
本
」
と

「
為
先
」 

と
い
う
二
つ
の
本
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
代
表
的
に
は
『
選
択
集
』
に
法
然
上
人
が
書
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
と
は
源
信
僧
都
の
『
往
生 

要
集
』
の
言
葉
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
受
け
て
、

ま

た

「
信
心
為
本
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。

『歎
異
抄
』
に

「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
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善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
ず' 

た
だ
信
心
を
要
と
す
」
と
、
「
信
心
を
要
と
す
」
。
念
仏
は
本(

も
と)

と
な
す'

信
心
は
要(

よ
う)

と
な 

す
。
こ
う
区
別
し
た
。
念
仏
為
本
を
や
め
て
そ
の
代
わ
り
に
信
心
為
本
で
は
な
い
。
信
心
は
要
だ
。
念
仏
は
本
だ
。
念
仏
は
本
だ
け
れ
ど 

も
、
念
仏
の
要
点
は
何
に
あ
る
か
。

声
を
出
す
こ
と
が
要
点
で
な
か
ろ
う
。

「
聞
其
名
号 

信
心
歓
喜
」
と
い
う
よ
う
に' 

声
を
出
す
の 

が
念
仏
で
は
な
い
。
そ
の
名
号
に
よ
っ
て
信
心
を
立
て
る
。
信
心
と
い
う
と
、
自
覚
な
の
だ
。

だ
か
ら
、

そ

の

「
要
」
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
め
ん
ど
う
な
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
「要
」
と
い
う
の
は
重
要
だ
と
い
う
意
味
も
あ
る 

の
で
す
け
れ
ど
も
、
要
求
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
普
通
、
多
く
の
人
が
私
は
信
心
を
要
求
す
る
と
い
う
が' 

そ
れ
は
噓
で
す
。

い
つ 

ま
で
も
こ
の
世
に
い
た
い
と
か
、
幸
福
だ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
要
求
す
る
け
れ
ど
も
、
信
心
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
は
あ 

り
は
し
な
い
。
い
つ
ま
で
も
こ
の
世
に
お
り
た
い
の
が
人
間
の
願
い
で
す
。
往
生
し
た
い
と
か' 

た
だ
口
癖
で
言
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
 

そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
我
々
が
信
心
を
求
め
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
念
仏
が
求
め
て
い
る
の
だ
。
法
が
人
間
に
、
 

自
覚
を
求
め
て
い
る
の
だ
。
「
目
を
覚
ま
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
い
る
。
我
々
は
毎
日
け
ろ
っ
と
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
人
間
の
眼(

ま 

な
こ)

を
開
く
の
を
待
っ
て
、
待
つ
と
い
う
事
が
大
事
、
期
待
で
あ
る
。
期
待
し
て
い
る
の
だ
。
人
間
の
眼
を
開
く
の
を
待
っ
て
初
め
て 

救
う
。
自
覚
を
待
っ
て
救
う
。
救
済
と
い
う
こ
と
に
先
立
っ
て
自
覚
が
あ
る
の
で
す
。
自
覚
し
な
い
も
の
を
救
済
す
る
意
味
は
な
い
。
け 

ろ
っ
と
し
て
い
る
も
の
は
ど
う
に
も
出
来
な
い
。
自
覚
を
待
っ
て
救
う
。
そ
こ
ら
が
、
創
価
学
会
や
キ
リ
ス
教
と
違
う
の
で
す
。

マ
ル
ク 

ス
と
違
う
の
も
そ
こ
な
の
で
す
。
運
動
を
や
っ
た
り
、
あ
る
い
は
洗
脳
し
た
り
、
 

押
し
売
り
し
た
り
、
折
伏
し
た
り
す
る
。
み
ん
な
自
覚 

を
待
た
な
い
教
え
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
の
と
一
線
を
画
す
る
の
が
仏
教
で
あ
る
。

人
間
が
救
わ
れ
る
の
は
自
覚
と
い
う
こ
と
に
依
る
。
自
覚
道
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
強
要
は
で
き
な
い
。
信
仰
を
強
要
す
る
こ
と
は 

で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
は
信
じ
る
人
の
絶
対
自
由
に
依
る
し
か
な
い
。
押
し
売
り
と
か
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
ほ
っ
と
く
の 

か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。

「
急
走
急
作
し
て
頭
燃
を
は
ら
う
が
如
く
」
と
い
う
よ
う
に
、

押
し
売
り
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
 

そ
れ
な
ら
ば
知
ら
な
い
顔
し
て
い
る
と
い
う
訳
に
も
い
か
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
時
と
い
う
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こ
と
が
あ
る
。
自
覚
に
は
時
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
法
に
は
時
は
な
い
。

仏
様
と
い
う
の
は
法
身
。
法
身
と
い
う
の
は
た
だ
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
飾
っ
て
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
は
た
ら
い
て 

い
る
の
で
す
。
仏
様
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
と
い
う
は
た
ら
き
、
は
た
ら
く
の
が
仏
様
。
人
間
の
迷
い
、
本
来
を
失
っ
て
い 

る
人
間
の
迷
い
、
そ
れ
に
眼(

ま
な
こ)

を
開
い
て
本
来
に
呼
び
返
す
と
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
が
仏
な
の
だ
。
仏
様
は
急
い
で
い
な
い
。
 

仏
心
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
し
て
「
木
像
や
絵
像
は
い
け
な
い
の
だ
」
、
「
木
像
よ
り
も
絵
像
と
、
 

絵
像
と
い
う
よ
り
も
名
号
」
と
い
う
の
は 

そ
れ
を
言
う
の
で
す
。
名
号
と
い
っ
て
も
、
あ
そ
こ
に
掛
け
て
あ
る
名
号
よ
り' 

口
か
ら
出
た
名
号
、
そ
れ
が
大
事
で
す
。
真
宗
の
本
尊 

と
は
飾
っ
て
お
く
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
と
い
う
の
は
、
我
人
の
中
に
我
々
を
破
っ
て
飛
び
出
し
て
我
々
を
転
ず
る
の
だ
。
だ
か
ら
し
て 

法
は
大
事
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
も
人
間
が
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
法
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
て
も
な
い
の
と
同
じ 

で
あ
る
。

だ
か
ら
目
覚
め
る
の
を
待
っ
て
法
は
は
た
ら
く
。

「
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
の
は
そ
の
法
の
は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
し
て 

い
る
。

如
来
と
い
う
け
れ
ど
も
別
に
人
格
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
(

に
ん)

の
上
に
仏(

ほ
と
け)

と
い
う
人
格
が
あ
る
わ
け
で 

は
な
い
。

つ
ま
り
人
の
上
に
法
が
は
た
ら
く
の
だ
。
そ
う
い
う
の
を
あ
ら
わ
し
て
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
。
智
慧
と
い
う
の
も
は
た 

ら
き
な
の
で
す
。
こ
れ
が
大
事
で
す
。
智
慧
と
い
う
の
も
は
た
ら
き
な
の
で
す
。

『
浄
土
論
』
な
ど
を
通
し
て
み
て
非
常
に
大
事
な
の
は
、
法
身
で
す
。
法
身
に
は
寿
命
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
法
身
と
い
う
も 

の
は
、
常
住
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
住
法
身
と
い
う
。
「
無
量
寿
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
『
涅
槃
経
』
で

も

「
長
寿
品
」
と
い
う
の
が
あ 

る
。
「
長
い
寿
」
、
無
量
寿
の
訳
で
し
ょ
う
。
『
涅
槃
経
』
の
中
に
は
「
長
寿
品
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
『
法
華
経
』
の
中
に
は
「
寿
量
品
」 

と
い
う
の
が
あ
る
。
「寿
量
」
、
久
遠
実
成
、
久
遠
の
如
来
だ
。

「如
来
寿
量
品
」
。

『
涅
槃
経
』
の
中
に
は
法
身
「
長
寿
品
」
と
い
う
の
が 

あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
同
じ
こ
と
で
す
。

「
寿
命
無
量
」
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。

そ
こ
で
は
法
身
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し 

て
い
る
。
ダ
ル
マ
カ
ー
ヤ(
041

一
已
总
徐
煜£
！
)

と
い
う
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
物
で
は
な
い' 

は
た
ら
き
な
の
で
す
。
仏
の
は
た
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ら
き
と
い
っ
て
も
、
仏
を
通
し
て
法
が
は
た
ら
く
の
で
す
。
浄
土
と
い
う
の
も
仏
と
い
う
の
も
、
み
な
は
た
ら
き
だ
と
思
う
。
光
で
あ
ら 

わ
さ
れ
る
。
光
は
智
慧
の
か
た
ち
で
あ
る
。
仏
も
光
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
土
も
ま
た
無
量
光
明
土
で
あ
る
。
こ
れ
は
浄
土
と
か
仏
と
か
い 

う
も
の
を
、
実
体
化
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
実
体
概
念
で
は
な
い
。
機
能
の
は
た
ら
き
な
の
だ
。
事
業
な
の
で
す
。
用
、
業
用
と
い 

う
は
た
ら
き
で
す
。
は
た
ら
き
な
の
で
す
。

光
と
い
う
の
は
智
慧
の
か
た
ち
で
す
。
光
は
智
慧
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
智
慧
と
い
う
の
は
一
つ
の
は
た
ら
き
で
す
。
ど
う
い
う
の
か 

と
い
う
と
仏
事
で
す
。

仏
事
と
か
法
事
と
か
い
い
ま
す
。(

法
事
を
勤
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
ま
す
。

言
葉
が
歪
ん
で
し
ま
っ 

た
け
れ
ど
も
。)

仏
の
事
業
と
か
、
あ
る
い
は
仏
法
の
事
業
、
仏
法
の
大
事
業
で
あ
る
。

本
当
の
意
味
の
公
は
、

個
人
的
な
主
観
的
な
わ 

た
し
の
生
活
が
楽
に
な
っ
た
と
か' 

そ
う
い
う
よ
う
な
小
さ
な
話
で
は
な
い
。
仏
法
の
大
事
業
と
い
う
。
出
世
間
な
の
だ
。
家
が
幸
福
に 

な
っ
た
と
か' 

そ
の
よ
う
な
私
生
活
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
当
の
意
味
の
公
で
あ
る
。
む
し
ろ
仏
教
と
い 

う
の
は
私
的
生
活
を
破
る
も
の
で
す
。
私
的
関
心
か
ら
自
由
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
公
と
い
う
と 

普
通
で
は
社
会
的
と
か
国
家
的 

な
事
業
を
公
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
か
ら
言
え
ば
国
家
の
事
業
と
い
う
も
の
も
私
的
な
も
の
な
の
で
す
。
 

本
当
の
公
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
国
家
と
か
社
会
と
か
い
う
も
の
は
。
本
当
の
公
と
い
う
も
の
は
出
世
間
だ
。
出
世
間
と
い
う
よ
う
な 

事
業
が
、

つ
ま
り
人
間
を
本
来
に
帰
す
と
い
う
の
が
本
当
の
公
の
事
業
な
の
で
す
。
現
代
に
合
う
よ
う
に
、
仏
教
を
現
代
的
に
生
か
す
と 

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
現
代
に
媚
び
た
よ
う
な
仕
事
で
は
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
人
間
と
無
関
係
な
神
様
に
し
て
し
ま
う
、
 

そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
ど
う
も
そ
こ
に
言
葉
が
な
い
か
ら
「
本
来
」
と
い
う
。

「性
(

し
ょ
う)

」
と
い
う
字
が
あ
る
。

「
自
性
」
あ
る 

い

は

「本
性
」
と
言
う
、
「
自

然
(

じ
ね
ん)

」
で
す
。
自
然
で
あ
る
こ
と
と
か
本
来
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

『
浄
土
論
』
を
通
し
て
み
る
と
、
こ

の

「
法
身
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
「法
性
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
本
来
と
か
自
然
と
い
う
の
が 

法
性
法
身
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
「
方
便
」
、
方
便
法
身
と
い
う
。

こ
う
い
う
二
種
の
法
身
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と 

が
、
こ
れ
が
『浄
土
論
』
の
教
学
を
通
し
て
見
る
と
あ
る
。
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「
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
」
な
い
の
が
、
法
性
法
身
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う 

の
は
何
を
あ
ら
わ
す
か
と
い
う
と
、
方
便
法
身
を
あ
ら
わ
す
。

つ
ま
り
十
二
・
十
三
願
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
仏(

ほ
と
け)

と
い
う
こ 

と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
法
性
法
身
・
方
便
法
身
と' 

二
種
の
法
身
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
点
で
す
。
十

二

・
十
三
願
と
い
う
こ 

と
で
す
。
十

二

・
十
三
願
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
十
七
願
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
十
七
願
の
方
は
名
前 

で
す
。
こ
ち
ら
の
方(

十

二

・
十
三
願)

は

「相
」(

か
た
ち)

で
す
。
こ

の

「
か
た
ち
」
以
外
に
も
世
間
に
は
「
形
」(

け
い)

と
い
う 

字
を
使
い
ま
す
け
れ
ど
も' 

し
か
し
仏
教
の
と
き
は
「
相
」(

そ
う)

と
い
う
字
を
使
う
の
が
本
当
で
し
ょ
う
。

「
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
御
な
を
し
め(
『
一
念
多
念
文
意
』)

」
す
の
で
す
。

か
た
ち
を
現
わ
し
名
を
示
す
。

示
現
す
る
。
示
現
と
い
う
、
 

相
(

か
た
ち)

を
現
わ
し
て
名(

み
な)

を
示
す
。

つ
ま
り
相
や
名
を
示
現
す
る
。
そ
れ
を
方
便
と
い
う
。
法
性
は
相
も
な
い
し
名
も
な 

い
。
無

相,

無
名
、
そ
う
い
う
の
が
法
性
な
の
で
す
。
そ
の
相
を
現
わ
し
名
を
示
す
と
い
う
の
が
方
便
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
な
ぜ
そ 

れ
を
方
便
と
い
う
の
か
と
言
う
と
、
相
や
名
を
示
す
の
は
、
形
(

か
た
ち)

も
な
く
色(

い
ろ)

も
ま
し
ま
さ
な
い
本
来
の
法
性
に
帰
す 

方
便
な
の
で
す
。
本
来
の
法
性
に
帰
さ
ん
が
た
め
に' 

本
来
の
法
性
か
ら
相
や
名
を
あ
ら
わ
し
て
来
る
の
だ
と
。
本
来
の
自
己
に
呼
び
返 

す
た
め
だ
と
。
こ
う
い
う
具
合
に
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
法
身
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
仏
教
学
と
い
う 

も
の
や' 

そ
れ
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
が' 

そ
う
い
う
も
の
の
意
義
を
語
っ
て
お
る
の
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
浄
土
と
か 

本
願
を
起
こ
さ
れ
た
と
か
、
如
来
様
と
か
念
仏
と
か
、
何
の
た
め
に
そ
れ
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
れ
を
は
っ
き 

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
っ
き
り
せ
ず
に
正
し
い
、
正
し
い
と
い
っ
た
ら
、
奴
隸
に
な
っ
て
し
ま
う
。
偶
像
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本 

来
の
自
己
に
呼
び
返
す
、
自
覚
の
眼(

ま
な
こ)

を
開
く
た
め
に
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
仏
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 

方
便
法
身
が
一
番
大
事
な
の
で
す
。
方
便
法
身
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
「弥
陀
仏
」
と
い
う
。
方
便
法
身
で
す
。
だ
か
ら
し
て
「帰
命
尽 

十
方
無
碍
光
如
来
」
と
か
「
阿
弥
陀
仏
」
と
か
い
う
の
は'

こ
れ
は
方
便
法
身
な
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
と
か
、
不
可
思
議
光
如
来
と
か
は
ね
。
 

法
性
法
身
は
ど
う
言
う
か
と
い
う
と
、

こ
れ
は
「
無
上
仏
」
で
あ
る
。

「
無
上
菩
提
」
と

か

「無
上
涅
槃
」
と
か
い
う
も
の
で
あ
る
。
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阿
弥
陀
仏
と
無
上
仏
と
い
う
の
は
同
じ
で
は
な
い
。

『
自
然
法
爾
鈔
』
に
ゝ
阿
弥
陀
仏
は
無
上
仏
を
衆
生
に
知
ら
せ
ん
料
で
あ
る
と
あ
る 

「
知
ら
せ
ん
た
め
」
で
あ
る
。
無
上
仏
と
い
う
こ
と
を
衆
生
に
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
を
立
て
ら
れ
た
。
阿
弥 

陀
仏
の
本
願
を
起
こ
し
、
本
願
に
依
っ
て
名
号
を
立
て
る
。

本
願
に
依
っ
て
名
号
を
立
て
た
、
こ
れ
を
阿
弥
陀
仏
と
い
う
。

阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
「
弥
陀
の
本
願
」
と
い
う
、

「
四
十
ハ
願
」
と
い 

う
。
そ
れ
か
ら
、
 

四
十
八
願
の
成
就
の
「
法
身
」
と
こ
う
い
う
。
四
十
八
願
成
就
の
法
身
。

つ
ま
り
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て 

い
る
。
光
、
 

加
え
て
は
名
号
も
本
願
成
就
の
名
号
だ
。
名
号
と
い
う
と
こ
ろ
に
回
向
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の 

覚
り
を
、
阿
弥
陀
仏
の
覚
り
の
世
界
を
、
光
で
象
徴
し' 

そ
れ
を
衆
生
に
与
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
名
号
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
十
七
願 

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
十
二
・
十
三
願
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
仏
の
仏
身
，
仏
土
が
光
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
の
を
衆
生
に
回
向 

す
る
と
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
名
号
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

と
に
か
く
二
種
の
法
身
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
と
い
う
か
、
動
的
な
関
係
、
た

だ

「あ
る
」
と
い
う
も
の
で 

は
な
い
、
「
は
た
ら
い
て
あ
る
」
の
だ
。
こ
、つ
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

法
性
法
身
は
「
あ
る
」
と
い
う
。

「
あ
る
」
で
す'

本
有
な
の
で
す
。

方
便
法
身
の
方' 

阿
弥
陀
仏
の
方
は
、
「あ
る
」
ザ
イ
ン5

2.11 

よ
り
も
「
成
る
」
ベ
ル
デ
ン^
7
6
3
X
1
6
1
!

と
い
う
。
無
上
仏
は
「
あ
る
」
と
い
う
方
で
す
。
そ
れ
か
ら
方
便
法
身
の
方
は
、
「
成
る
」
と
い 

う
方
で
す
。
「仏
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
仏
に
成
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
に
成
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い 

る
。
本
(

も
と)

か
ら
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
成
ら
な
け
れ
ば
、
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
仏
に
成
る
こ
と
を
通
し
て
仏
で
あ 

る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
く
れ
て
い
る
。

本
よ
り
あ
る
。

本
よ
り
あ
る
と
い
う
こ
と
を
今
、
新
し
く
見
出
し
て
く
る
。

こ
う
い
う
意
味
で 

「初
め
」
と

「
始
ま
る
」
み
た
い
な
も
の
で
、
本
か
ら
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
か
ら
あ
る
と
い
う
こ
と
を
開
い
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
通
し
て
開
い
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
本
に
帰
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
も
の
を
交
互
性 

と
い
う
。
交
互
的
に
な
る
。

つ
ま
り
無
上
仏
と
阿
弥
陀
仏
の
関
係
が
交
互
的
に
な
る
。
だ
か
ら
無
上
仏
か
ら
無
上
仏
に
帰
さ
ん
が
た
め
に
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方
便
法
身
を
立
て
る
。
方
便
法
身
と
い
う
も
の
を
立
て
て
、
そ
の
方
便
法
身
の
中
に
無
上
仏
を
含
む
と
、
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
無
上
仏 

か
ら
方
便
法
身
を
生
む
の
だ
。
そ
し
て
生
み
出
し
た
方
便
法
身
の
中
に
無
上
仏
を
摂
め
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
無
上
仏
と
い
う 

こ
と
を' 

直
接
に
つ
か
も
う
と
す
る
と
つ
か
め
な
い
。

つ
か
め
て
も
間
違
え
て
つ
か
む
。

つ
ま
り
思
弁
す
る
と
い
う
こ
と' 

理
屈
に
な
る 

と
い
う
こ
と
て
す
。

無
上
仏
と
い
う
も
の
を
、
「
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず 

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
」
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
弁
し
て
考
え
る
。
 

分
別
で
考
え
る
と
い
う
と
、
そ
れ
は
色
も
あ
り
形
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
え
っ
て
知
っ
た
か
ぶ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ 

と
を
親
鸞
は
注
意
し
て
い
る
。

諸
法
平
等
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
諸
法
平
等
、
平
等
法
身
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
無
上
仏
な
の
で
す
。
無
上
仏
の 

覚

り

を

「
諸
法
平
等
」
と
い
う
。
法
性
の
世
界
で
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
そ
れ
を
「願
海
平
等
」
と
い
う
言
葉
に
言
い
直
す
。
『
浄
土
論
』 

や

『
論
註
』
で

は

「諸
法
平
等
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
は
そ
の
諸
法
平
等
を
受
け
て
「
願
海
平
等
な
る
が
故
に
」(
『教
行
信
証
』
信
巻) 

と
い
う
。

つ
ま
り
諸
法
平
等
と
い
え
ば
こ
れ
は
法
性
法
身
で
す
。
願
海
平
等
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
方
便
法
身
で
す
。
諸
法
平
等
が
間
違
い 

と
い
う
の
で
は
な
い
。
間
違
い
と
い
う
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
直
接
に
そ
れ
を
と
ら
え
る
と
い
う
と
、
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な 

る
。

つ
ま
り
「無
上
仏
」
と

「
無
上
仏
と
い
う
考
え
」
と
は
違
う
の
で
す
。
無
上
仏
と
考
え
る
考
え
は
無
上
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
直
接 

我
人
が
と
ら
え
る
と
、
考
え
に
な
っ
て
し
ま
う
。

我
々
の
本
来
の
面
目
と
い
う
も
の
を
我
々
が
直
接
に
、

「
こ
れ
が
わ
し
の
本
来
の
面
目 

だ
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
何
も
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
考
え
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
非
常
に
不
思
議
な
、
人
生
と
い
う
も
の 

の
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
。
そ
の
矛
盾
と
は
、
論
理
的
矛
盾
で
は
な
い
、
 

も
っ
と
根
源
的
な
矛
盾
で
あ
る
。

本
来
と
は
、
「
こ
の
自
分
」
と 

い
う
意
味
で
は
な
い
、
こ
の
自
分
よ
り
も
っ
と
「本
」(

も
と)

と
い
う
意
味
。

こ
の
私
よ
り
も
も
っ
と
本
に
あ
る
自
分
だ
。

そ
れ
は
私 

で
は
帰
れ
な
い
。
私
が
私
で
な
い
も
の
に
な
る
の
な
ら
そ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
私
が
私
に
帰
る
の
は
自
然
で
は
な
い
か
、
と 

こ
う
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
自
然
だ
か
ら
で
き
る
、
我
々
の
努
力
で
は
な
い
。
自
然
に
帰
る
と
い
う
こ
と
も
、
自
然
の
は
た
ら
き
に
よ 

っ
て
自
然
に
帰
る
。
だ
か
ら
我
・
の
は
か
ら
い
で
は
で
き
な
い
、
我
人
が
本
来
の
自.3

に
帰
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
は
か
ら
い
で
は

118



で
き
な
い
。

つ
ま
り
本
来
の
自
己
と
、
「
本
来
の
自
己
と
考
え
た
」
の
と
は
違
う
。
本
来
の
自
己
そ
の
も
の
と
、
「
自
己
と
い
う
考
え
」
と 

は
全
然
違
う
。
月
と
す
っ
ぽ
ん
程
違
う
。

だ
か
ら
親
鸞
は
『
自
然
法
爾
鈔
』
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
無
上
仏
と
い
う
の
を
無
為
自
然
と
い
う
、
そ
の
無
為
自
然
に
帰 

す
た
め
に
阿
弥
陀
仏
が
本
願
を
建
て
る
。
本
願
の
自
然
も
や
は
り
自
然
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
本
願
自
然
に
よ
っ
て
無
為
自
然
に
帰
さ
れ 

る
。
帰
す
た
め
に
本
願
自
然
を
立
て
る
。
こ.
つ
い
う
も
の
が
自
然
の
は
た
ら
き
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
行
者
の
は
か
ら
い
」 

で
は
な
い
け
れ
ど
、
「
行
者
に
知
ら
し
め
る
た
め
」
だ
と
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
衆
生
に
知
ら
し
め
る
た
め
だ
と
。
す
る
と
、
 

衆
生
に
知
ら
せ
る
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
 

本
来
の
自
己
を
衆
生
に
知
ら
せ
る
。
衆
生
に
な
い
も
の
を
知
ら
せ
る
の
で
は
な
い
。
本
来
の 

自
己
を
、
自
己
を
失
っ
た
衆
生
に
知
ら
せ
る
。
だ
か
ら
我
々
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
、
他
人
の
声
で
な
く
、
自
己
の
本
来
の
声
を 

聞
く
の
で
す
。
本
願
に
よ
っ
て
、
本
来
の
自
分
の
声
を
で
す
。

そ
う
い
う
関
係
が
自
然
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
こ
の
自
然
の
道
理
を
心
得 

た
う
え
は
、
自
然
の
こ
と
わ
り
は
常
に
さ
た
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
。

こ
う
い
う
こ
と
が
一
応
分
か
る
と
い
う
と' 

そ
れ
以
上
自
然
と 

い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
あ
あ
言
っ
た
り
、
こ
う
言
っ
た
り
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
。
こ
う
親
鸞
が
注
意
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ 

れ

は

「
諸
法
平
等
」
を

「
願
海
平
等
」
と
改
め
た
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
考
え
を
禁
じ
た
の
で
す
。
自
然
と
い
う
の
は
な
に
か
と
い
う
と
、
 

無
上
仏
と
い
う
の
は
、
頷
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
頷
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
ら
、
「
頷
く
」
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「義
な
き
を
義 

と
す
」
と
い
う
こ
と
が
自
然
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら' 

そ
う
い
う
義
な
き
を
義
と
す
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
ら' 

義
な
き
を
義
と
す
と
い 

う
こ
と
も
な
お
義
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
親
鸞
は
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
も' 

昔
の
香
月
院(
深
励)

の
講
録
を
読
ん
で
み
る
と
、
 

「
か
く
心
得
え
つ
る
う
え
は
、
自
然
の
こ
と
わ
り
は
つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
こ
う
親
鸞
が
言
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
さ
た
す 

べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
、

こ
の
よ
う
に
香
月
院
は
講
釈
し
て
い
る
。

「
つ
ね
に
さ
た
す 

べ
き
で
な
い
」
か

ら

「
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
」
と
い
う
意
味
と
取
る
。

あ
な
た
た
ち
は
こ
れ
を
ど
う
取
る
。

「
言
っ
て
は
い
け
な
い 

の
だ
」
と
香
月
院
は
解
釈
し
て
い
る
。

あ
な
た
方
だ
っ
た
ら
ど
う
解
釈
す
る
。

「諸
法
平
等
」
を

「
願
海
平
等
」
と
言
い
直
さ
れ
た
気
持
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ち
を
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
。

諸
法
平
等
と
い
う
の
は
間
違
い
で
は
な
い
。
「
さ
た
」
す
る
の
が
間
違
い
だ
。
 

我
々
の
は
か
ら
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
う
か
と
い
っ
て
な
に
も
言
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

我
の
は
か
ら
い
で
は
な 

い
、
如
来
の
御
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
頷
く
の
で
す
。
無
上
仏
は
頷
か
れ
る
も
の
な
の
だ
、
自
分
が
自
分
に
頷
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
間 

違
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
如
来
の
御
は
か
ら
い
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
自
分
に
頷
く
。
自
分
が
如
来
の
本
願
を
自
分
の 

分
別
の
方
へ
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
自
分
を
本
願
に
よ
っ
て
分
別
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て' 

か 

え
っ
て
自
分
自
身
に
帰
っ
て
い
く
。

こ
う
い
う
構
成
な
の
で
す
。

「
つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
か
も
言 

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
、
直
接
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
出 

し
て
、
方
便
法
身
と
い
う
の
は
本
願
で
す
か
ら
、
そ
の
中
に
法
性
法
身
を
含
め
て
い
る
。
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
展
開
す
る
、
 

そ
の 

方
便
法
身
の
中
に
法
性
法
身
を
含
め
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
方
便
法
身
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
ら
、
そ
れ
が
も
う
法
性
法
身
で
あ 

る
。本

願
と
い
う
の
は
相(

か
た
ち)

で
し
ょ
う
。
相
と
い
う
の
は
つ
ま
り
形(

か
た
ち)

で
な
い
も
の
そ
れ
自
身
な
の
で
す
。
こ
の
相
と 

も
う
一
つ
別
に
形
で
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
で
は
形
が
な
い
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ 

の
本
願
の
相
と
い
う
も
の
が
実
は
そ
の
ま
ま
形
の
な
い
相
な
の
で
す
。
本
願
の
相
の
ほ
か
に
、
形
の
な
い
法
性
法
身
と
い
う
も
の
は
な
い" 

こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
さ
た
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
は' 

抽
象
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
こ 

と
で
す
。
法
性
法
身
と
い
う
の
は' 

方
便
法
身
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま
た
も
と
に
二
つ
考
え
る
と
、
そ
れ
は
や 

は
り
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
無
上
仏
と
い
う
も
の
を
考
え' 

抽
象
化
し
て
い
く
と
い
う
と
神
学
に
な
る
、
 

あ
る
い
は
形
而
上
学
に
な
る
。
神
学
や
形
而
上
学
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
だ
ん
だ
ん
推
し
て
い
く
と
、
仏
法
と
い
う
も
の
が
方
便
で
す
。
あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
、
宗
教
と
い
う 

こ
と
が
大
き
な
方
便
で
す
。
我
々
が
本
来
に
帰
る
方
便
で
す
。
宗
教
自
身
が
目
的
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
が' 

目
的

120



で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
 

我
々
が
本
来
の
無
上
仏
と
い
う
も
の
に
眼(

ま
な
こ)

を
開
く 

信
心
に
あ
る
。
我
々
の
自
覚
に
あ
る
。
我
々
が
本
来
の
無
上
仏
を
失
っ
て
お
っ
た
か
ら
、
本
来
の
無
上
仏
に
帰
る' 

そ
の
端
的
と
い
う
も 

の
の
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
仏
法
の
目
的
が
あ
る
。
自
分
に
帰
ら
ず
に
仏
法
の
奴
隸
に
な
る
の
が
仏
法
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
う
い
う 

こ
と
を
言
・
っ
て
い
る
。

十
二

・
十
三
願
・
十
七
願
、
こ
の
三
つ
の
願
を
大
悲
の
願
と
い
う
。

こ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
。
『
教
行
信
証
』
で
は
、

十
一
ニ
十
三 

願
お
よ
び
十
七
願
を
あ
わ
せ
て
、
こ
の
三
願
を
「
大
悲
の
願
」
と
い
う
。
十
二
・
十
三
願
は
仏
の
法
身
、
仏
そ
の
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら 

十
七
願
は
仏
の
名
で
す
。

つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
仏
そ
の
も
の
と
仏
の
名
で
す
。

仏
自
身
を
成
就
す
る
願
で
す
。

し
か
し
そ
れ
を
「
大 

悲
」
匕
い
う
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
こ
の
三
願
は
自
利
の
願
で
は
な
い
か
、
自
利
円
満
の
願
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
大 

悲
の
願
と
い
う
、
こ
こ
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
点
で
す
。
仏
が
仏
自
身
を
成
就
な
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
そ
れ
は
仏
の
た
め
で
は
な 

い
と
。
仏
が
仏
に
成
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
を
本
来
に
帰
す
。
衆
生
を
本
来
へ
喚
び
帰
さ
ん
が
た
め
に
あ
る
。
仏
は
衆
生
の
た
め
に
仏 

に
な
る
。
要
す
る
に
大
悲
の
願
と
は
、
大
悲
と
い
う
の
は
大
悲
方
便
の
願
、
仏
そ
の
も
の
が
我
・
に
と
っ
て
大
き
な
方
便
な
の
だ
。
こ
う 

い
う
意
味
で
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
 

十
八
・
十
九1

一
十
願
、
 

こ
の
三
願
は
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
。
十
八
・
十 

九

：

一
十
の
三
願
。
こ
れ
と
十
二
・
十
三
・
十
七
の
三
願
と
は
対
応
し
て
い
る
。

こ
ち
ら
は
機
の
三
願(

十

八

・
十
九
1

一
十
願)

。

機 

を
成
就
す
る
願
で
す
。
こ
ち
ら
は
法
の
三
願(

十
二
・
十
三
・
十
七
願)

。

こ
ち
ら
は
法
を
成
就
す
る
願
で
す
。

衆
生
を
仏
に
す
る
法
を 

成
就
す
る
願
で
す
。
「
大
悲
方
便
の
願
」
、
方
便
法
身
で
あ
る
。
機
の
三
願
は
法
に
照
ら
さ
れ
て
機
が
眼(

ま
な
こ)

を
開
く'

自
覚
で
す
。
 

こ
れ
は
大
悲
の
願
で
は
な
い
。
む
し
ろ
名
前
は
な
い
け
れ
ど
も
、
衆
生
の
願
で
あ
る
。
大
悲
の
願
に
対
し
て
衆
生
の
願
で
す
。
結
局
は
十 

ハ
願
で
す
。
こ
れ
は
信
心
で
す
。
結
局
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
機
を
成
就
す
る
と
。
自
覚
と
は
一
遍
に
な
い
も
の
だ
。
時
に
よ
っ
て
し
て' 

遂
に
最
後
に
至
心
信
楽
と
い
う
も
の
を
成
就
す
る
。
人
間
に
至
心
信
楽
と
い
う
も
の
を
成
就
せ
ん
が
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
は
本
願
を
起
こ
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さ
れ
た
。
あ
る
い
は
釈
尊
が
出
世
さ
れ
た
の
だ
。
親
鸞
聖
人
が
出
ら
れ
た
の
も
、
釈
尊
が
世
に
出
興
し
た
の
も
、
曾
我
先
生
が
身
を
も
つ 

て
道
を
求
め
て
く
だ
さ
れ
た
の
も' 

皆
我
々
の
た
め
な
の
で
す
。
我
々
を
し
て
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
我
々
の
た
め 

に
世
に
出
興
さ
れ
た
。
他
人
で
は
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
我
人
の
眼
を
開
く
と
い
う
一
点
に
係
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
仏
法
と 

い
う
こ
と
が
、
我
・
の
一
点
に
係
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

そ
の
信
じ
る
眼
と
い
う
の
は
、
な
に
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
方
便
法
身
を
通
し
た
法
性
法
身
の
自
覚
で
す
。
法
性
法
身
に
目
覚
め
た
の 

で
あ
っ
て
、
法
性
法
身
に
は
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
法
性
法
身
と
い
う
も
の
は
、

つ
ま
り
法
性
と
い
う
の
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
仏
性
で
す
。
 

仏
性
と
い
う
の
は
面
白
い
こ
と
に
、
仏
を
あ
ら
わ
す
概
念
で
は
な
い
、
衆
生
を
あ
ら
わ
す
概
念
で
す
。
衆
生
と
い
う
も
の
は
、
仏
に
お
い 

て
あ
る
も
の
と
い
う
の
が
本
性
だ
。
衆
生
と
い
う
の
は
仏
に
お
い
て
あ
る
も
の
だ
、
本
来
仏
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
の
が
人
間
の
本 

質
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仏
に
お
い
て
あ
る
も
の
、
こ
う
い
う
も
の
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
。

つ
ま
り
本
来
の
面
目
を
仏
性
と
い
う
。
仏 

性
と
い
う
概
念
は
人
間
を
い
う
。
人
間
の
本
来
の
面
目
を
仏
性
と
い
う
。
仏
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 

仏
性
が
開
か
れ
て
き
て
信
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
本
来
持
っ
て
い
る
無
上
仏
の
自
覚
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
 

長
い
間
我
々
が
忘
れ
て
い
た
、
そ
の
忘
れ
て
い
た
本(

も
と)

に
触
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
に
帰
る
端
的
に
、

い
わ
ゆ
る
そ
こ
に
信
が
始 

ま
っ
た
。
帰
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
帰
る
と
い
う
第
一
歩
は
始
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
仏
性
と
い
う 

も
の
の
端
的
が
あ
る
、
 

こ
れ
は
仏
性
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
煩
悩
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
仏
性
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
本 

来
の
無
上
覚
の
覚
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

成
仏
と
い
う
こ
と
で
す
。
「未
来
に
仏
性
を
見
る
」
の
で
あ
っ
て
、

い
ま
仏
と
い 

う
意
味
で
は
な
い
。
い
ま
仏
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
仏
と
い
う
も
の
の
端
的
に
触
れ
て
い
く
。
仏
に
成
る
の
は
未
来
で
す
。

つ
ま
り
私 

と
い
う
も
の
が
、
無
上
覚
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
の
覚
り
を
開
く
と
い
う
の
は
未
来
の
話
で
す
。
い
ま
仏
性
を
見
た
と
い
う
わ 

け
で
は
な
い
。
仏
性
が
開
か
れ
る
端
的
が
そ
こ
に
あ
る
と '

こ
う
い
う
意
味
で
す
。
「純
粋
未
来
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
わ
ゆ
る
無
上 

仏
の
世
界
を
純
粋
未
来
と
い
う
。
「本
有
」
で
す
。
こ
れ
は
本
願
で
す
。

信
心
は
始
覚
と
い
う
意
味
で
す
。

信
心
は
始
ま
っ
た
の
で
す'
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開
始
さ
れ
た
の
で
す
。
こ

れ(

本
願)

は

本
(

も
と)

か
ら
あ
る
。
本
か
ら
あ
る
も
の
を
忘
れ
て
お
っ
た
、
そ
れ
が
今
や
始
ま
っ
た
。
こ 

の
阿
弥
陀
仏
の
方
便
法
身
を
通
し
て
。

道
綽
禅
師
は
、
我
々
は
本
来
仏
性
を
持
っ
て
い
る
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
仏
性
を
も
っ
て
い
な
が
ら
流
転
し
て
い 

る
の
だ
ろ
う
。
仏
性
が
無
く
し
て
流
転
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
仏
性
を
も
ち
な
が
ら
流
転
し
て
い
る
の
か
。
我
々
は
本
来
の
法
性 

の
中
に
い
る
わ
け
だ
。
法
の
中
に
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
な
ぜ
法
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
法
の
中
に
お
り
な
が
ら
、
法
が
分
か
ら
な
い
ま 

ま
で
法
に
背
い
て
い
る
。
つ
ま
り
迷
う
必
要
の
な
い
世
界
の
中
に
お
い
て
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
迷
っ
て
い
る
。
実
に
絶
対
矛
盾
と
い
う
こ 

と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
仏
性
と
い
う
も
の
は
、
我
々
が
覚
ら
な
い
か
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
煩
悩
が 

あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
減
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
煩
悩
が
無
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
た
だ
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
増 

え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
見
え
る
だ
け
で
、
初
め
か
ら
あ
る
の
だ
と
。
い
か
な
る
煩
悩
に
も
碍
げ
ら
れ
な
い
。
い
か
に
煩
悩
を
起
こ 

し
て
も
、
煩
悩
で
減
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
目
を
覚
ま
し
た
か
ら
と
い
っ
て
増
え
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
が
仏
性
で
す
。
 

本
来
性
と
い
い
ま
す
。
不
増
不
減
な
の
だ
。
そ
う
い
う
中
に
我
々
は
置
か
れ
て
い
る
。
仏
の
方
は
そ
れ
を
覚
っ
た
人
で
あ
る
し
、
我
々
は 

ま
だ
覚
ら
ず
に
い
る
。
だ
か
ら
仏
も
我
々
も
本
覚
は
同
じ
に
な
る
。
だ
か
ら
仏
が
覚
っ
て
、
そ
の
覚
っ
た
仏
が
方
便
と
成
っ
て
、
我
々
の 

本
覚
を
呼
び
覚
ま
す
、
と
い
う
か
た
ち
に
な
る
。

仏
性
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
迷
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
本
来
に
遇
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
願
を
起
こ
し
て
、
そ
れ
を 

方
便
と
さ
れ
た
。

つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
仏
道
と
い
う
も
の
、
宗
教
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て
き
た
、
宗
教
と
い
う
も
の
が
私
が
私
に 

成
る
方
便
な
の
だ
。
方
便
が
な
い
た
め
に
我
々
は
流
転
し
て
い
た
。
仏
性
が
な
い
た
め
に
流
転
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
仏
性
が
あ
っ
て 

も

眼
(

ま
な
こ)

を
開
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
流
転
し
て
い
る
。
方
便
が
な
か
っ
た
、
方
法
が
な
か
っ
た
。
方
法
が
な
い
か
ら
、
 

向
こ
う
の
ほ
う
か
ら
方
法
に
な
っ
て
く
だ
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
意
味
。

つ
ま
り
、
無
上
仏
が
方
便
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
、
無
上
仏
が 

方
便
と
成
っ
て' 

そ
の
方
便
に
よ
っ
て
無
上
仏
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
れ
た
、
 

こ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
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簡
単
に
言
え
ば
簡
単
に
言
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
私
は' 

教
学
と
い
う
も
の
の
本
当
の
意
義
が
わ
か
る
の
で
は 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教
学
と
い
う
も
の' 

仏
道
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
も
の
が
。
仏
道
と
い
う
か
、
む
し
ろ
宗
教
と
言
っ
て
も 

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
宗
教
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
い
は
人
生
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
 

本
来
の
我
々
に
目
覚 

ま
し
め
る
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
。

だ
か
ら
、
形
が
な
い
相
と
い
う
の
で
、
実
の
と
こ
ろ
、
宗
教
と
い
う
の
は
大
き
な
は
た
ら
き
な
の
で
す
。
は
た
ら
き
以
外
に
仏
道
を
と 

ら
え
る
の
は
、
仏
道
を
実
体
化
す
る
こ
と
で
す
。
実
体
化
せ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
奴
隸
に
な
る
だ
け
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
 

こ
れ
だ
け
聞
い
て
み
て
も
、
我
々
が
物
を
実
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
な
か
な
か
容
易
に
離
れ
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く 

わ
か
り
ま
す
。
神
を
中
心
に
し
て
人
間
に
君
臨
す
る
の
で
も
な
い
し' 

そ
う
か
と
い
っ
て' 

神
に
反
対
し
て
人
間
を
主
張
す
る
の
で
も
な 

い
。
人
間
が
無
限
だ
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
し
、
神
が
無
限
だ
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
と
い
う
も 

の
を
、
ま
だ
忘
れ
て
い
る
根
源
に
呼
び
返
す
と
い
う
こ
と
が
仏
道
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
神
学
で
も
な
い
し
人
間
学
で
も
な
い
。
人
間 

を
本
来
に
呼
び
返
す
自
覚
の
道
が' 

仏
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か 

ら' 

信
心
が
本
願
に
目
覚
め
て' 

そ
の
本
願
に
目
覚
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
信
心
が
摂
取
さ
れ
る
。
本
願
に
目
覚
め
る
な
ら
、
そ
の
目
覚
め 

た
一
瞬
を
機
と
し
て
、
本
願
が
目
覚
め
た
人
間
の
上
に
成
就
し
て
き
て' 

そ
し
て
そ
の
目
覚
め
た
人
間
を
摂
取
す
る
、
こ
れ
を
帰
命
尽
十 

方
無
碍
光
如
来
と
言
っ
て
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。

同
じ
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も' 

何
度
繰
り
返
し
て
も
言
い
足
ら
な
い
。
何
度
繰
り
返
し
て
も
、
私
の
ほ
う 

は
ち
っ
と
も
言
い
足
る
こ
と
は
な
い
。
何
度
言
っ
て
も
飽
き
な
い
。
飽
き
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
始
め
に
つ
い
て
長
い
あ
い
だ
話
し
て 

き
ま
し
た
が
、

一
応
こ
れ
で
お
話
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
尽
く
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
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
月
三
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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