
還

相

を

め

ぐ

っ

て

佐 

藤 

正 

英 

御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
佐
藤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
御
招
き
に
あ
ず
か
り
ま
し
て
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
 

た
だ
今
の
お
話
に
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
文
学
部
の
倫
理
学
科
と
い
う
と
こ
ろ
に
所
属
し
日
本
倫
理
思
想
史
を
講
じ
て
い
る
も 

の
で
あ
り
ま
し
て
、
親
鸞
あ
る
い
は
日
本
仏
教
の
研
究
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
宗
門
の
関
係
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
真
宗
に
対 

し
て
も
、
あ
る
い
は
広
く
仏
教
そ
の
も
の
に
対
し
ま
し
て
も
、
た
だ
の
俗
人
に
す
ぎ
な
い
者
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
私
が
専
門
家
と
し 

て
様
々
の
研
鑽
を
積
み
現
に
御
活
躍
中
で
あ
る
皆
様
方
を
前
に
し
て
親
鸞
に
つ
い
て
あ
げ
つ
ら
う
と
い
う
の
は
は
な
は
だ
不
遜
な
こ
と
で 

あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
俗
に
言
う
〃
釈
迦
に
説
法
〃
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
に
立
つ 

こ
と
を
お
引
き
受
け
し
た
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
実
は
私
の
や
っ
て
お
り
ま
す
日
本
倫
理
思
想
史
は' 

私
の
先
生
の
先
生
に
あ
た
り
ま
す
和
辻
哲
郎
に
よ
っ
て
や
っ
と
学
問
ら
し
い
も
の
に
初
め
て
な
っ
た
と
い
う
非
常
に
歴
史
の
浅
い
学
問
で 

す
。
そ
の
和
辻
哲
郎
が
四
十
三
歳
の
時
に
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
と
い
う
長
大
な
論
文
を
書
き
ま
し
て
、
そ
れ
で
博
士
号
を
取
っ
て 

い
る
の
で
す
。
和
辻
さ
ん
が
こ
れ
だ
け
仏
教
の
研
究
に
の
め
り
込
ん
だ
の
は
、

一
つ
は
日
本
の
思
想
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て 

仏
教
に
突
き
当
り
、
仏
教
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
、
原
始
仏
教
の
研
究
へ
と
向
か
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
四
十
歳
ご
ろ
ま
で
は
和
辻
さ 

ん
は
仏
教
に
深
い
問
題
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
晚
年
に
な
っ
て
完
成
さ
れ
た
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
で
は
親
鸞
を
は
じ
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め
と
し
て
仏
教
に
関
わ
る
論
述
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
い
わ
ば
仏
教
無
し
の
日
本
倫
理
思
想
史
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ 

れ
に
は
、
仏
教
は
宗
教
思
想
史
の
課
題
で
あ
っ
て
、
倫
理
思
想
史
の
課
題
た
り
え
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、
和
辻
さ
ん
な
り
に
伝
統
を 

ふ
ま
え
た
理
由
づ
け
が
あ
る
の
で
す
が' 

し
か
し
率
直
に
申
し
ま
し
て
私
と
し
て
は
、
和
辻
流
の
日
本
倫
理
思
想
史
は
あ
ま
り
に
偏
頗
す 

ぎ
る
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
日
本
に
お
い
て
仏
教
を
無
視
し
て
倫
理
思
想
史
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
近
世
に
お
け
る
儒
学
国
学
以 

来
の
伝
統
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
で
は
日
本
倫
理
思
想
史
が
あ
ま
り
に
貧
弱
な
瘦
せ
衰
え
た
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と 

考
え
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
申
し
ま
し
て
も
、
私
は
仏
教
だ
け
を
取
り
扱
っ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
古
事
記
神
話
や
ら
『
大
鏡
』
や
ら
あ
る
い
は 

西
行
と
か
伊
藤
仁
斎
と
か
、
日
本
に
お
け
る
様
々
な
倫
理
思
想
の
テ
キ
ス
ト
を
、
あ
た
か
も
小
さ
な
町
の
雑
貨
店
の
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
と 

挙
げ
つ
ら
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
で
た
ま
た
ま
縁
が
あ
っ
て
親
鸞
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
ぶ
つ
か
っ
た
訳
な
の
で
す
。
そ
し
て 

自
分
で
も
全
く
思
い
が
け
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
親
鸞
に
深
入
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て' 

御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
よ
う
な 

『
歎
異
抄
論
註
』
と
い
う
丁
度
昼
寝
の
枕
に
す
る
ぐ
ら
い
が
い
い
よ
う
な
は
な
は
だ
分
厚
い
も
の
を
書
く
仕
儀
に
至
っ
た
と
い
う
訳
な
も 

の
で
す
か
ら' 

仏
教
は
言
う
ま
で
も
な
く
親
鸞
に
つ
い
て
も
学
生
時
代
か
ら' 

ど
な
た
に
つ
い
て
正
式
に
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま 

せ
ん
の
で' 

ほ
と
ん
ど
独
学
に
近
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
で
す
か
ら' 

と
ん
で
も
な
い
思
い
違
い
と
か
知
識
の
欠
落
か
が
あ
る
の
で
は
な
い 

か
と
恐
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
お
こ
と
わ
り
し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
私
自
身
現
在
の
と
こ
ろ
、
親
鸞
に
つ
い
て
勉
強
を
し 

て
い
る
途
中
で
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
還
相
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
き
ち
ん
と
し
た
不
動
の
結
論
と
い
う
よ 

う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
い
ま
だ
に
手
探
り
状
態
を
脱
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
者
が
こ
う
し
た
場
で
お
話
し
す
る 

と
い
う
の
は
厚
顔
無
恥
極
ま
る
の
で
す
け
れ
ど
も:

：:

。
で
す
が' 

ひ
と
つ
に
は
一
介
の
傍
観
者
の
眼
か
ら
日
本
の
仏
教
あ
る
い
は
親
鸞 

を
と
ら
え
る
こ
と
、
そ
う
い
う
見
方
も
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
素
人
な
り
の
見
方
と
い
う
も
の
に
も
そ
れ
な
り
の
意
味
も
あ
る
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の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
そ
れ
で
未
熟
を
顧
み
ず
こ
こ
へ
立
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

と
い
い
ま
す
の
も' 

日
本
の
仏
教
は
現
に
生
き
て
い
ま
す
。
親
鸞
も
、 

現
に
日
本
の
思
想
の
中
で
生
き
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 

手
近
か
な
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と
、
例
え
ば
皆
様
方
が
親
鸞
と
呼
び
捨
て
に
す
る
の
で
な
く
、
親
鸞
聖
人
と
呼
ば
ず
に
お
ら
れ
な
い
こ
と 

が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
を
私
の
よ
う
な
傍
観
者
か
ら
申
し
ま
す
と
良
か
れ
悪
し
か
れ
生
臭
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な 

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
日
本
の
仏
教
や
親
爾
は
様
々
な
現
実
の
社
会
の
動
き
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 

そ
れ
を
単
純
に
マ
イ
ナ
ス
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
訳
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
親
鸞
の
思
想
が
思
想
と
し
て
す
ぐ
れ 

た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
が' 

そ
の
た
め
に
他
方
に
お
い
て
親
鸞
の
思
想
が
、
客
観
的
に
と
言
い
ま
す
か
傍
観
者
の
目
で
と 

ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
稀
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
の
思
想
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
思
想
家
は
い
わ
ば
標
本
み
た 

い
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
客
観
的
な
手
つ
き
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
容
易
な
の
で
す
が
、
親
鸞
は
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
存
在
な
の
で 

す
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
近
世
は
儒
学
と
か
国
学
の
色
眼
鏡
で
親
鸞
か
見
ら
れ
、
 

そ
の
こ
と
が
客
観
的
に
見
る
こ
と
を
妨
げ
て
き
ま
し
た 

し
、
近
代
は
廃
仏
毀
釈
と
そ
れ
に
対
す
る
対
抗
運
動
が
起
こ
る
。
そ
う
い
う
中
で
親
鸞
が
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
は' 

日
本
の 

近
代
化
と
い
う
、
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
緊
急
を
要
す
る
焦
眉
の
課
題
に
追
わ
れ
る
な
か
で
親
鸞
が
捉
え
ら
れ
、
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
と 

い
う
よ
う
な
余
裕
が
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
し' 

今
日
は
今
日
で
、
ま
た
様
々
な
の
つ
ぴ
き
な
ら
な
い
課
題
が
、
日
々
押
し
寄
せ
て
き
て
い 

ま
す
。
余
裕
な
ど
と
呑
気
な
こ
と
は
い
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

私
は
傍
観
者
の
立
場
に
あ
り
ま
す
の
で' 

私
に
と
っ
て
は
親
鸞
は
直
ち
に
そ
の
ま
ま
生
き
た
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
も
ま
た
、
 

私
に
と
り
ま
し
て
は
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
思
想
家
と
し
て
優
れ
て
い
る
に
せ
よ
、-
-

も
ち
ろ
ん
優
れ
て
い
る 

か
ら
こ
そ
採
り
上
げ
る
の
で
す
け
れ
ど
も-
-

ヽ
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
生
き
方
を
し
た
と
こ
ろ
の' 

一
人
の
人
間
と
い
う 

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は' 

少
し
も
新
し
く
な
い
と
ら
え
方
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
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と
ら
え
方
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
し
か
し
実
際
に
は
な
か
な
か
そ
れ
が
で
き
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
人
の
思
想
家
と
し
て
捉 

え
よ
う
と
す
る
と
、
今
度
は
逆
に
親
鸞
の
思
想
の
中
に
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
か
な
い
で
、
表
面
だ
け
を
な
で
て
そ
れ
で
つ
じ
つ
ま
を
合
わ 

せ
て
終
わ
り
と
い
う' 

何
と
も
貧
弱
な
親
鸞
像
を
作
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
 

や
や
挑
発
的
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
図
式
的
に
申
し
ま
す
と
、
焦
眉
の
現
実
に
生
き
そ
の
課
題
に
こ
た
え
る
べ
く
生
き
て 

い
る
親
鸞
と
、
ひ
ど
く
貧
弱
な
、
型
通
り
の
親
鸞
と
、
そ
の
二
つ
の
親
鸞
像
し
か
今
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
は
持
ち
合
わ
せ
て
こ
な
か
っ
た
の 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
傍
観
者
に
は
そ
ん
な
ふ
う
に
も
見
え
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
が
一
人
や
二
人
の
力
で
一
挙
に
ど
う
に
か
な
る
と
考
え
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
倫
理
を
狭
義
の
道
徳 

の
意
味
で
は
な
く
て
、
倫
理
学
を
〃
生
き
が
い
の
学
〃
あ
る
い
は
〃
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
関
わ
る
学
〃
と
考
え
る
立
場
に
立
つ
な 

ら
ば
あ
る
い
は
従
来
と
少
し
は
違
っ
た
視
点
か
ら
親
鸞
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、

一
歩
つ
っ
こ
ん
で
親
鸞
の
思
想
を 

い
わ
ば
思
想
の
ひ
と
つ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
私
な
り
に
夢
想
し
て
い
る
の
が
現
状
な
の 

で
す
。
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
「還
相
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
論
題
に
い
た
し
ま
し
た
が
、
御
存
知
の
よ
う
に
、
『
教
行
信
証
』

の
初
め
の
巻
で
あ
る
「教
」
巻 

の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
り
ま
す
。

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。

一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。

こ
の
文
に
従
い
ま
し
て
「還
相
」
と
い
う
言
葉
を
、
い
わ
ば
裸
の
ま
ま
で
、
取
り
出
し
て
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
う
ま
で
も
な
く 

還
相
と
い
う
の
は
こ
の
文
で
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に' 

往
相
と
な
ら
ん
で
回
向
の
二
つ
の
側
面
の
う
ち
の
一
つ
を
指
す
言
葉
で
あ
り 

ま
す
。
で
す
か
ら
む
し
ろ
「還
相
の
回
向
」
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
た
方
が
よ
り
正
確
な
い
い
方
な
訳
で
す
。
ま
た' 

親
鸞
自
身
の
用
法
で 

も
、
資
料
と
し
て
お
配
り
し
た
和
讃
の
例
を
ざ
っ
と
一
覧
し
て
い
た
だ
い
て
も
す
ぐ
お
判
り
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
、

「還
相
」

と
い
う 

言
葉
を
裸
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
例
は
見
当
り
ま
せ
ん
。

「還
相
」
は
い
つ
で
も
「
回
向
」
に
関
わ
っ
て
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
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の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
こ
こ
で
は
傍
観
者
の
特
権
を
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ

え

て

「還
相
」
と
い
う
略
さ
れ
た
裸
の
ま
ま 

の
、
ち
よ
つ
と
乱
暴
な
言
葉
使
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

回
向
と
い
い
ま
す
の
は
一 

ロ
で
言
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
、
大
慈
大
悲
の
は
た
ら
き
を
指
す
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま 

す
。
で
す
か
ら
還
相
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
の
二
つ
の
側
面
の
う
ち
の
一
つ
の
側
面
を
指
す
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と 

思
い
ま
す
。

さ
ら
に
乱
暴
な
い
い
方
を
し
ま
す
と
、

『
教
行
信
証
』 

の
主
題
そ
の
も
の
が
大
雑
把
に
い
っ
て
先
程
の
冒
頭
の
部
分
が
語
っ
て
お
り
ま 

す
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
っ 

て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
還
相
と
い
う
の
は
『
教
行
信
証
』

の
主
題
と
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

御
存
知
の
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
の

「教
」
巻
は
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
の
往
相
の
側
面
に
関
わ
る
教
に
つ
い
て
出
て
ま
い
り 

ま
す
。
「行
」
巻
で
は
そ
の
冒
頭
の
部
分
が
「謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、

大
行
あ
り:

：:

」
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

阿
弥 

陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
往
相
の
側
面
に
関
わ
る
行
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

「信
」
巻
お
よ
び
「証
」
巻
は
、

往
相
を 

め
ぐ
る
信
お
よ
び
証
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
こ
れ
も
皆
様
御
承
知
の
よ
う
に
「証
」
巻
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
の
と
こ
ろ
で
往
相
に
つ
い
て
の
論
述
の
終
わ
り
を
告
げ
る
文
が
ご 

ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
は
じ
め
て
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
り
ま
す
還
相
の
側
面
に
つ
い
て 

の
論
述
が
始
ま
っ
て
く
る
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
で
す
。

二
つ
に
還
相
の
回
向
と
言
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
益
な
り
。

こ
の
文
章
に
よ
っ
て
還
相
に
つ
い
て
の
論
述
が
始
ま
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
還
相
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
僅

か

「証
」
巻
の
四
分
の
三
の
量 

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
引
証
さ
れ
て
お
り
ま
す
経
典
も
御
存
知
の
よ
う
に
天
親
の
『
浄
土
論
』
と
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
が
引
証
さ
れ
て
い 

る
だ
け
で
往
相
に
つ
い
て
の
論
述
に
比
べ
著
し
く
見
劣
り
す
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
還
相
の
側
面
を
軽
視
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し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

私
の
よ
う
な
素
人
の
目
か
ら
見
ま
す
と
、
近
世
以
降
の
一
般
的
な
解
釈
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
還
相
を
軽
視
す
る
方
向
に
傾
き
過
ぎ 

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
本
日
私
が
問
題
と
し
た
い
こ
と
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
素
人
の
見
誤
ま
り
と 

い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
還
相
に
関
わ
る
経
論
と
し
て
引
証
さ
れ
て
い
る
『
浄
土
論
』
や

『
浄
土
論
註
』
に
親
鸞
の
説
く
よ
う
な
阿
弥
陀
仏 

の
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
の
論
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
し
て
も
親
鸞
の 

還
相
の
と
ら
え
方
は
特
異
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
る
の
が
、
通
常
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
 

大
げ
さ
に
申
し
ま
す
と'

た 

ん
に
特
異
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
や
や
及
び
腰
の
消
極
的
な
と
ら
え
方
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。
 

『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
、
還
相
に
関
わ
る
論
述
の
量
が
少
な
い
の
は
還
相
に
つ
い
て
述
べ
た
経
典
論
釈
が
親
鸞
以
前
に
少
な
か
っ
た 

か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
『
教
行
信
証
』
は
、

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
関
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
経
典 

論
釈
を
引
証
し
て
き
て
、
そ
れ
を
た
ど
り
直
す
と
い
う
か
た
ち
で
書
か
れ
て
ま
す
か
ら' 

少
な
く
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
、
ご
く 

単
純
な
理
由
か
ら
少
な
い
の
で
あ
っ
て
、
論
述
の
量
の
少
な
さ
は
親
鸞
の
思
念
の
中
で
還
相
と
い
う
こ
と
が
も
っ
て
い
る
重
さ
と
は
比
例 

し
て
は
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

先
取
り
し
て
申
し
ま
す
と' 

還
相
こ
そ
が
親
鸞
の
思
念
の
核
心
を
端
的
に
告
げ
る
も
の
と
し
て
も
っ
と
特
筆
大
書
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ 

る
の
で
は
な
い
か
、
還
相
を
め
ぐ
る
親
鸞
の
思
念
を
抜
き
に
し
て
思
想
家
と
し
て
の
親
鸞
は
語
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
も 

あ
り
ま
す
。

で
す
が
そ
の
前
に
、
還
相
と
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
少
し
具
体 

的
に
と
ら
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
皆
様
先
刻
御
承
知
の
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、
資
料
と
し
て
お
配
り
し
ま
し 

た
コ
ピ
ー
を
ち
よ
つ
と
御
覧
い
た
だ
だ
ま
し
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
例
え
ば⑹

は

『
浄
土
高
僧
和
讃
』
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の
一
つ
で
す
が
、
そ
こ
に

⑹

願
土
に
い
た
れ
ば
す
み
や
か
に

无
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ

す
な
は
ち
大
悲
を
お
こ
す
な
り

こ
れ
を
回
向
と
な
づ
け
た
り

と
い
う
ふ
う
に
あ
り
ま
す
。

「願
土
に
い
た
れ
ば
」
「大
悲
を
お
こ
す
」
、

そ
れ
が
還
相
の
回
向
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
も
う
言
う
ま
で
も 

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た⑴

で
は
、

⑴

弥
陀
の
回
向
成
就
し
て

往
相
還
相
ふ
た
つ
な
り

こ
れ
ら
の
回
向
に
よ
り
て
こ
そ

心
行
と
も
に
え
し
む
な
れ

と
い
う
ふ
う
に
あ
り
ま
し
て
、
往
相
還
相
の
と
こ
ろ
に
左
註
が
つ
い
て
お
り
ま
し
て

わ
う
さ
う
は
こ
れ
よ
り
わ
う
し
や
う
せ
さ
せ
む
と
お
ほ
し
め
す
ゑ
か
う
な
り
く
ゑ
ん
さ
う
は
し
ゃ
う
と
に
ま
い
り
は
て
は
ふ
け
ん 

の
ふ
る
ま
い
を
せ
さ
せ
て
し
ゅ
し
ゃ
う
り
ゃ
く
せ
さ
せ
ん
と
ゑ
か
う
し
た
ま
へ
る
な
り 

と
い
う
ふ
う
に
あ
り
ま
す
。
こ

の

「
ふ
け
ん
の
ふ
る
ま
い
」
と
い
う
の
が
、
ご
く
普
通
に
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
還
相
の
回
向
と
呼
ば
れ
て 

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ

の

「
ふ
け
ん
の
ふ
る
ま
い
」
と
い
う
の
は
、⑻

の
最
後
の
行
の
「普
賢
の
徳
を
修
す
る
な
り
」 

の
、

「普
賢
の
徳
」
に
関
し
て
左
註
で
や
は
り
「
ふ
け
ん
と
い
ふ
は
ほ
と
け
の
し
ひ
の
き
は
ま
り
な
り
」
と
い
う
ふ
う
に
あ
り
ま
す
。
で 

す
か
ら
、
同
じ
こ
と
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
還
相
と
は⑹

で
申
し
ま
す
と
、

⑹

安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と

84



五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は

釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て

利
益
衆
生
は
き
わ
も
な
し

と
い
う
在
り
か
た
を
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
り
ま
す
真
仏
土
、
私
は
こ
れ
を
〈
真
に
し
て
実 

な
る
〉

浄
土
と
よ
ん
で
み
て
い
る
の
で
す
が
、

〈
真
に
し
て
実
な
る
〉
浄
土
に
至
っ
た
我
々
が
そ
こ
で
「无
上
涅
槃
を
証
す
」
の
だ
と
い 

う
ふ
う
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
无
上
涅
槃
を
証
す
る
と
い
う
の
は
大
変
に
難
し
い
問
題
な
の
で
す
け
れ
ど
も' 
-
-

こ
れ
も
あ
ぶ
な
い
言
葉 

使
い
な
の
で
す
が!
!

、

私

は

「
无
上
涅
槃
」
を

〈
絶
対
知
〉
と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
た
ら
ど
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

〈
絶
対
知
〉 

は
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
遺
い
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
甚
だ
誤
解
を
招
き
や
す
い
言
葉
で
は
あ
り
ま
す 

が
、
仮
り
に
い
う
と
す
れ
ば
、
〈
絶
対
知
〉
を
得
て
仏
と
な
る
の
で
す
。

資
料
の;3

で

は

「
一
生
補
処
に
い
た
る
な
り
」
の
左
註
に
「
こ
く
ら
く
に
ま
い
り
な
は
み
た
の
一
の
お
む
て
し
と
な
る
こ
ゝ
ろ
な
り
」 

と
い
う
ふ
う
に
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
極
楽
に
行
く
と
阿
弥
陀
仏
の
一
の
弟
子
と
な
る
と
い
う
言
い
方
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
大 

胆
す
ぎ
る
譬
喩
で
皆
様
方
の
颦
蹙
を
買
う
の
は
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
え
て
私
の
こ
と
ば
で
申
し
ま
す
と
、
小
阿
弥
陀
仏
と
な
る
。
 

つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
一
部
分
を
形
成
す
る
存
在
と
な
る
。
阿
弥
陀
仏
の
一
の
弟
子
と
な
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。

で
す
か
ら
我
々
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に
等
し
い
も
の
を
持
っ
て
再
び
穢
土
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
我
々
の
〈
世
俗
世
界
〉 

へ
戻
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
〈
世
俗
世
界
〉
に
あ
ら
わ
れ
た
仏
の
一
人
で
あ
る
釈
迦
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
を
思
い
通
り
に
救
う
。
 

普
賢
の
は
た
ら
き
と
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
如
く
だ
と
い
う
ふ
う
に
(1))
に
お
い
て
詠
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
を
可
能
に
す 

る
の
が
還
相
の
回
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

親
鸞
以
前
に
は' 

こ
の
よ
う
な
還
相
を
説
い
た
思
想
家
は
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
親8

は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
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還
相
を
説
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

思
想
家
と
し
て
の
親
鸞
の
特
質
は
、

『
教
行
信
証
』
と
い
う
著
作
ひ
と
つ
と
っ
て
も
わ
か
り
ま
す
よ
う 

に
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
存
在
、

つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
最
も
徹
底
的
に
、
い
わ
ば
究
極
ま
で
思
念
し
て
、
そ
の
は
た
ら 

き
の
あ
り
よ
う
を
可
能
な
限
り
明
晰
な
か
た
ち
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

い
い
換
え
ま
す
と' 

日
本
に
お
け
る
多
く
の
思
想
家
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
思
念
を
つ
き
つ
め
て
い
く
徹
底
さ
、
明
晰
さ
に
お
い 

て
、
親
鸞
は
際
立
っ
た
存
在
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
も
う
少
し
申
し
ま
す
と
、
そ
の
容
赦
の
な
い
徹
底
さ
、
細
密
さ
に
お
い
て
は
、
 

親
鸞
の
思
念
は
あ
る
意
味
で
原
始
仏
教
の
思
念
の
在
り
よ
う
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
私
は 

考
え
て
お
り
ま
す
。
近
代
に
な
っ
て
多
く
の
ひ
と
び
と
に
圧
倒
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
倉
田
百
三
の
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
に
描
き
出
さ 

れ
た
よ
う
な
〃
情
の
人
親
鸞
”
と
い
い
ま
す
か'

”
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
親
鸞
〃
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
功
罪
は
そ
れ
と
し
て
別
個 

に
き
ち
ん
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
す
が
、
今
こ
こ
で
の
論
点
に
絞
っ
て
い
い
ま
す
と
、
ど
う
も
著
し
い
誤
解
を
ま
き
散
ら
し
た
と 

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
置
く
と
し
ま
し
て' 

親
鸞
以
前
の
浄
土
教
で
は
御
存
知
の
よ
う
に
、
我
々
は
如
何
に
し
て
浄
土
に
至
り
う
る
の
か
と
い
う
、
 

そ
の
こ
と
だ
け
に
論
議
が
集
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
浄
土
に
至
り
着
く
こ
と
だ
け
が
最
大
の
課
題
で
あ 

っ
て
、
浄
土
に
至
り
着
い
て
か
ら
は' 

浄
土
に
留
ま
っ
て
浄
土
の
生
活
を
享
受
し
、
そ
こ
に
自
足
し
続
け
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら 

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
と
も
す
る
と
浄
土
に
お
け
る
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
浄
土
で
は
も
は
や
何 

も
す
る
こ
と
の
無
い
あ
り
よ
う
を
す
る
の
だ
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
抱
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
親
鸞 

は
こ
の
点
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
〈
真
に
し
て
実
な
る
〉
浄
土
に
至
っ
た
我
々
は
再
び
〈
世
俗
世
界
〉
に
還
っ
て
来
る
と
説
い
た
の
で
す
。
 

何
故
そ
の
よ
う
に
説
き
得
た
の
か
。

一
言
で
い
え
ば
、
親
鸞
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
繰
り
返
し
繰
り
返
し
徹
底
し
て 

思
念
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
そ
の
よ
う
に
説
い
た
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
の
必
然
と
い
う
か
た
ち
で 

還
相
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
で
す
か
ら
、
事
の
出
発
点
は
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
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で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
そ
の
点
を
も
う
一
度
親
鸞
に
そ
っ
て
、
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
存
知
の
こ
と
ば
か
り
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀 

仏
は
、
か
つ
て
未
だ
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き
に
、
我
々
す
べ
て
の
衆
生
が
、
等

し
く
〈
絶
対
知
〉
を
得
て
仏
に
な
ら
な
い
限
り
は
仏
と 

な
る
ま
い
と
誓
わ
れ
ま
し
た
。
「す
べ
て
の
」
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
「等
し
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
非
常
に
重
い
と
思
う
の
で
す
が
、
 

い
ず 

れ
に
し
て
も
「等
し
く
」
、
「全
員
に
」
、
〈
絶
対
知
〉
を
得
さ
せ
よ
う
と
い
う
ん
で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は
、

一
見
な
ん
で
も
な
い
こ 

と
の
よ
う
た
見
え
ま
す
か
、
実
に
破
天
荒
な
こ
と
な
の
で
す
。

衆
生
た
る
我
々
は
〈
絶
対
知
〉
を
得
た
い
と
望
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
長
い
間
〈
世
俗
世
界
〉
に
沈
湎
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
な
し
く 

輪
廻
流
転
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
我
々
は
た
し
か
に
我
々
な
り
の
〈
知
〉
は
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
我
々
の
〈
知
〉
で 

は
、
〈
絶
対
知
〉
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
が
長
い
間
苦
労
し
て
何
回
も
何
回
も
生
ま
れ
変
り' 

生
ま
れ
変
り
し
て
、

散
々
苦 

労
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、

い
ま
だ
に
〈
絶
対
知
〉
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
〈
絶
対
知
〉
を
得
た
存
在
で
あ 

る
仏
と
衆
生
た
る
我
々
の
間
に
は
、

容
易
に
は
飛
び
越
え
難
い
深
い
溝
が
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、

衆
生
た
る
我
々
は
、

実
の
と
こ
ろ
は 

〈
絶
対
知
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
な
い
わ
け
で
す
。

〈
絶
対
知
〉
に
つ
い
て
我
々
が
持
っ
て
い
る
情
報
は
、

い
ず
れ 

も
ど
こ
か
で
揣
摩
憶
測
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
我
々
に
対
し
て
、
等
し
く
〈
絶
対
知
〉
を
得
さ 

せ
よ
う
と
い
う
訳
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
、
殆
ど
想
像
を
絶
す
る
、
と
て
も
尋
常
な
か
た
ち
で
は
実
現
不
可
能
な
、
と
て
つ
も 

な
い
誓
願
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
は
、
御
存
知
の
よ
う
に
五
劫
と
い
う
、
こ
れ
も
想
像
を
絶
す
る
長
い
間
の 

修
行
と
思
念
を
積
み
重
ね
て
、

そ
の
果
て
に
、

誓
願
を
満
た
す
べ
き
手
立
て
を
案
出
し
た
。

阿
弥
陀
仏
が
何
に
苦
労
し
た
か
と
い
う
と 

〈
絶
対
知
〉
の
何
た
る
か
を
知
ら
ず
、
不
確
実
な
情
報
し
か
持
た
な
い
我
々
に
対
し
て
ど
う
や
っ
て
〈
絶
対
知
〉
を
知
ら
し
め
る
か
、
ど 

う
や
っ
て
そ
の
〈
絶
対
知
〉
を
開
示
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
は
、
衆
生
た
る
我
々
の
誰
に
も
知
り
得
る
か
た
ち
に
お
け
る
〈
絶
対
知
〉
の
あ
り
よ
う
を
模
索
し
て
、
修
行
し
、
照
念
し
た
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の
で
す
。
で
す
か
ら
衆
生
た
る
我
々
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
成
就
と
い
う
媒
介
を
通
し
て
初
め
て
〈
絶
対
知
〉
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き 

た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
我
々
自
身
の
揣
摩
憶
測-
-

親
鸞
は
そ
れ
を
自
力
と
よ
ん
で
い
ま
す
が-
-

に
よ
っ
て
〈
絶
対
知
〉
の
情
報
を 

得
て
き
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
、

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
初
め
て
我
々
は
、

い
わ
ば
生
の
か
た
ち
で
〈
絶
対 

知
〉
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
こ
と
が
ど
ん
な
に
画
期
的
で
あ
っ
た
か
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
〈
絶
対
知
〉
の
全
体
像
と
い
い
ま
す
か
、
〈
絶
対
知
〉
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

阿
弥
陀
仏
が
非
常
に
苦
労
し
て
、
 

我
々
の
誰
に
も
分
か
る
か
た
ち
で
の
〈
絶
対
知
〉
の
姿
形
を
創
出
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
〈
絶
対
知
〉
の
全
体
あ
る
い
は
〈
絶
対
知
〉 

そ
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
れ
は
そ
う
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
一
部
分
、

つ
ま
り
そ
の
一
つ
の
在
り
方
、

一
つ
の
姿
形 

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

〈
絶
対
知
〉
そ
の
も
の
を
全
体
と
し
て
知
る
こ
と
は
仏
に
成
ら
な
い
限
り
は
不
可
能
な
の
で
す
。

そ
し
て
も
し
仏
に
成 

っ
た
と
き
に
は
そ
の
〈
絶
対
知
〉
に
つ
い
て
の
情
報
を
〈
世
俗
世
界
〉
の
ひ
と
び
と
に
伝
え
る
べ
き
手
だ
て
が
な
い
。
何
故
か
と
い
え
ば 

〈
絶
対
知
〉
は
、
我
々
の
〈
知
〉
を
超
え
て
い
ま
す
。
我
々

の
〈
知
〉
を
超
え
て
い
る
も
の
は
当
然
我
々
の
言
葉
に
な
っ
て
こ
な
い
か
ら 

で
す
。
そ
う
し
た
難
問
と
申
し
ま
す
か
、
ア
ポ
リ
ア
に
我
々
は
乗
り
上
げ
て
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
も' 

阿
弥
陀
仏
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を 

正
面
か
ら
乗
り
超
え
た
仏
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
が
、
多
く
の
仏
の
中
か
ら
阿
弥
陀
仏
を
選
ん
だ
理
由
は
、
こ
の
点 

に
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ' 

衆
生
た
る
我
々
に
知
ら
れ
う
る
か
た
ち
を
も
っ
た
〈
絶
対
知
〉
は

〈
絶
対
知
〉
そ 

の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
親
鸞
は
阿
弥
陀
仏
を
〈
絶
対
知
〉
そ
の
も
の
た
る
一
実
真
如
の
海
か
ら
姿
形
を
現
し
た
方
便
法
身
の
仏
で
あ 

る
、
と
い
う
い
い
か
た
を
し
て
お
り
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
は
、

〈
絶
対
知
〉
の
全
体
そ
の
も
の
で
は
あ 

り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
衆
生
た
る
我
々
が
生
な
か
た
ち
で
知
り
得
る
、
唯
~

の

〈
絶
対
知
〉
の
在
り
よ
う
、
姿
形
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
 

衆
生
た
る
我
々
の
側
か
ら
見
る
限
り
は
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
以
外
の
内
実
は
無
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と 

八
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
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阿
弥
陀
仏
の
苦
心
は
、

〈
絶
対
知
〉

の
側
か
ら
衆
生
た
る
我
々
あ
る
い
は
我
々
の
世
界
で
あ
る
〈
世
俗
世
界
〉
に
橋
を
か
け
る
こ
と
に 

あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏
自
身
の
世
界
の
中
で
〈
絶
対
知
〉
を
楽
し
み
、
そ
こ
に
自
足
す
る
仏
で
は
な
く
て
衆
生
で
あ
る
我
 々

の
住
ん
で
い
る
〈
世
俗
世
界
〉
の
方
に
眼
を
注
い
で
い
る
仏
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
眼
差
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て 

い
る
の
は
、
衆
生
た
る
我
々
に
な
る
訳
で
す
。
我
々
と
我
々
の
世
界
で
あ
る
〈
世
俗
世
界
〉
が
阿
弥
陀
仏
の
眼
に
は
映
っ
て
い
る
。
阿
弥 

陀
仏
は
衆
生
た
る
我
々
を
と
こ
と
ん
ま
で
捉
え
尺
く
す
、
〈
世
俗
世
界
〉
を
見
尽
く
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て'

〈
絶
対
知
〉
か
ら
す
る
と 

全
く
異
質
な
世
界
で
あ
る
と
こ
ろ
の
外
部
に
橋
を
架
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
と 

は
、
で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
眼
差
が
、
衆
生
た
る
我
々
を
捉
え
尽
く
す
、
見
尽
く
す
こ
と
、
衆
生
た
る
我
々
の
側
か
ら
い
い
ま
す
と
、
衆 

生
た
る
我
々
の
す
べ
て
が
、
阿
弥
陀
仏
の
眼
差
に
よ
っ
て
等
し
く
捉
え
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
い
い
か
え
れ
ば
我
 々

の
よ
う
な
、
〈
絶
対
知
〉
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
、
と
る
に
足
り
な
い
卑
小
な
存
在
が
、
 

阿
弥
陀
仏
の
眼
差
の
中
に
あ
る
こ
と' 

阿
弥 

陀
仏
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
な
の
で
す
。
 

念
仏
を
称
え
る
こ
と' 

南
无
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
は
、
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
信
じ' 

そ
れ
に
身
を
委
ね
る
こ
と 

に
他
な
り
ま
せ
ん
。

〈
信
〉
と
は
御
存
知
の
よ
う
に
極
端
に
い
え
ば
五
分
五
分
の
正
し
さ
し
か
な
い
と
知
り
つ
つ
、

な
お
そ
の
こ
と
に
己 

れ
を
賭
す
る
在
り
よ
う
で
す
。
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
は
、
そ
れ
が
〈
絶
対
知
〉
で
あ
る
以
上
、
衆
生
た
る
我
々
は
そ
の 

正
し
さ
と
い
い
ま
す
か' 

妥
当
性
を
判
断
す
る
す
べ
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
我
々
に
は
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
が
果
た
し 

て
妥
当
で
あ
る
か
、
 

正
し
い
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
我
々
の
〈
知
〉
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
が
我 

々
の
意
識
の
内
に
〈
絶
対
知
〉
を
得
た
い
と
い
う
願
望
と
い
い
ま
す
か
、

〈
絶
対
知
〉

を
欲
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
衝
動
が
不
可
避
で
あ 

る
限
り
、
〈
信
〉
の
内
実
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
さ
し
あ
た
っ
て
括
弧
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
〈
信
〉 

と
い
う
在
り
よ
う
、

つ
ま
り
五
分
五
分
の
正
し
さ
し
か
な
い
と
知
り
つ
つ' 

そ
れ
に
己
れ
を
賭
け
る
在
り
よ
う
へ
と
押
し
や
ら
れ
る
こ
と 

は
避
け
得
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら' 

話
が
大
き
く
な
り
ま
す
け
れ
ど
も' 

我
々
の
裡
な
る
意
識
の
発
生
と
と
も
に
〈
信
〉
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と
い
う
在
り
よ
う
が
始
ま
っ
た
、
む
し
ろ
〈
信
〉
と
い
う
在
り
よ
う
が
始
ま
っ
た
と
き
に
我
々
の
裡
な
る
意
識
が
発
生
し
た
と
言
っ
て
い 

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、

我
々
が
〈
絶
対
知
〉
か
ら
乖
離
し
、
〈
絶
対
知
〉
を
持
ち
得
な
い
で
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を 

感
じ
、

〈
絶
対
知
〉
を
欲
し
た
と
き
が
我
々
の
意
識
の
端
緒
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

話
が
ち
ょ
っ
と
大
き
く
な
り
過
ぎ
て
し
ま
い 

ま
し
た
か

い
ず
れ
に
せ
よ
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
は' 

他
の
か
た
ち
の
〈
絶
対
知
〉
と
比
べ
た
と
き
、
衆
生
た
る
我
々
の 

す
べ
て
に
等
し
く
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
我
々
の
す
ぐ
足
も
と
ま
で
に
来
て
い
る
点
に
大
き
な
特
質
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

そ
の
こ
と
は' 

親
鸞
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
が
、
尽
十
方
無
碍
光
と
し
て
〈
世
俗
世
界
〉
に
充
ち
溢 

れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
〈
絶
対
知
〉
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
る
要
素
な
の
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
が' 

阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
確
な
か
た
ち
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
、
顕
在
化
せ
ら
れ
た
、
そ
こ
に
大
き
な
意
味
が
あ 

る
と
思
い
ま
す
。

衆
生
た
る
我
々
は
、
ほ
ぐ
れ
難
い
煩
悩
の
塊
り
と
し
て
、

一
人
一
人
が
他
の
存
在
に
よ
っ
て
は
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
代
替
不
可 

能
な
ー
回
性
を
帯
び
た
存
在
で
す
。
こ
の
一
回
性
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
個
の
尊
厳
を
示
す
も
の
と
し
て
、
称
揚
さ
れ
る
こ 

と
が
多
い
の
で
す
が
、

し
か
し
反
面
か
ら
見
ま
す
と
、

こ
の
一
回
性
と
い
う
か
、
〈
非
通
約
性
〉
——

こ
の
言
葉
は
滝
沢
克
己
さ
ん
の
使 

わ
れ
た
も
の
な
の
で
す
け
れ
ど
も-
-

こ
そ
、
我
々
と
い
う
存
在
の
有
限
性
と
い
う
か
煩
悩
の
深
さ
を
最
も
端
的
に
示
す
言
葉
で
あ
ろ
う 

と
思
い
ま
す
。

い
い
換
え
れ
ば
、

衆
生
た
る
我
々
は
一
人
一
人
そ
の
存
在
の
核
心
に
、
〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
を
抱
え
込
ん
で
い 

る
の
で
す
。

他
の
何
も
の
に
も
替
え
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
側
面
か
ら
申
し
ま
す
と
、
意
味
づ
け
を
持
た
な
い
、
何
ら
か
の
意
味
を 

持
っ
た
存
在
の
中
に
通
分
し
き
れ
ず
に
ど
う
し
て
も
残
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
我
々
が
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
理
屈
で
言
い
立
て
ま
す
と
大
袈
裟
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
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自
明
の
事
柄
で
し
て
、
我
々
は
い
わ
ば
四
六
時
中
そ
れ
に
触
れ
な
が
ら
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
通
常
は
、
そ
の
よ 

う
な
こ
と
を
問
題
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
稀
な
の
で
す
。
で
す
が
そ
の
こ
と
は
置
く
と
し
ま
し
て' 

衆
生
た
る
我
々
は
、
そ
の
核
心
に 

〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
を
抱
え
込
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
い
つ
か
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
そ
う
し
た
自
分
の
生
の
意
味
の
見
え
な
さ 

と
言
い
ま
す
か
、
捉
え
難
さ
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
い
い
か
え
れ
ば
自
ら
の
生
の
意
味
だ
と
見
え
て
い
た
も
の
が
、
実

は

〈
非
通 

約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

〈
非
通
約
性
〉
の
代
替
物
に
過
ぎ
な
い
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
意
識
さ
れ
た
と
き
我 

々
は
、

あ
た
か
も
底
な
し
の
沼
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
不
安
に
か
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
の
と
き
に
我
々
は
、
〈
絶
対
知
〉 

を
求
め
て
い
る
の
で
す
。
何

故

〈
絶
対
知
〉
か
と
申
し
ま
す
と
、
い
か
な
る
代
替
物
を
も
持
た
な
い
、
意
味
づ
け
す
る
こ
と
が
何
に
よ
っ 

て
も
で
き
な
い
、
そ
の
意
味
で
の
〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
を
意
味
づ
け
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
そ
れ
は
も
は
や
通 

常

の

〈
知
〉
で
は
な
く
——

そ
の
内
実
は
と
も
あ
れ
——

〈
絶
対
知
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
 

親
鸞
は
、
衆
生
た
る
我
々
の
一
人
一
人
が
、
そ
の
存
在
の
核
心
に
抱
え
て
い
る
〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
を
『
歎
異
抄
』
の
中
で 

は 

「宿
業
」

と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

衆
生
た
る
我
々
す
べ
て
の
足
も
と
に
等
し
く
来
て
る
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対 

知
〉
は
、
衆
生
た
る
我
々
一
人
一
人
の
宿
業
を
照
ら
し
出
し
、
そ
れ
に
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
衆
生 

た
る
我
々
は
、
非
通
約
性
と
し
て
の
己
れ
と
い
う
宿
業
を
そ
れ
ぞ
れ
抱
い
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
意
味
を
持
ち
得
な
い
、

つ
ま
り 

煩
悩
深
重
な
存
在
な
の
で
す
。
深
重
と
い
う
こ
と
は
煩
悩
が
深
く
て
そ
の
深
さ
が
我
々
自
身
の
〈
知
〉
で
は
到
底
は
か
り
き
れ
な
い
と
い 

う
こ
と
を
い
い
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
〈
非
通
約
性
〉
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

我
々
が
通
常
自
ら
の
生
の
意
味
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
煩
悩
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
煩
悩
の
一
つ
の
変
型
で
し
か
あ
り
え
な 

い
の
で
す
。

つ
ま
り
〈偽
に
し
て
仮
な
る
〉
も
の
で
し
か
な
い
。
自
ら
の
生
の
意
味
と
は
、
自
分
が
抱
え
て
い
る
ほ
ぐ
れ
難
い
煩
悩
の
塊 

り
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
整
序
す
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
煩
悩
の
塊
り
と
い
う
の
は
そ
う
容
易
に
ほ
ぐ
れ
ま 

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
我
々
の
核
心
に
あ
る
煩
悩
は
深
重
だ
か
ら
で
す
。
ほ
ぐ
し
て
う
ま
く
整
序
で
き
た
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
て
も' 

そ
れ
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が
実
は
煩
悩
の
ほ
ぐ
し
難
い
迷
路
の
中
に
さ
ら
に
奥
深
く
入
る
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
し
ば
し
ば
と 

い
う
よ
り
は
む
し
ろ' 

我
々
が
自
ら
の
力
で' 

己
れ
の
〈
知
〉
に
よ
っ
て
煩
悩
の
塊
り
を
ほ
ぐ
そ
う
と
し
て
も
ほ
ぐ
し
つ
く
す
こ
と
は
で 

き
な
い
と
親
鸞
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
我
々
の
煩
悩
は
奥
が
深
い
の
で
す
。
到
底
我
々
の
〈
知
〉
を
も
っ
て
し
て
は
は
か
れ
な
い
の
で 

す
。
と
い
う
の
も
、
実
は
我
々
の
〈
知
〉
そ
れ
自
体
が
煩
悩
の
一
つ
の
派
生
形
態
に
他
な
ら
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
 

我
々
一
人
一
人
が
自
ら
抱
え
込
ん
で
い
る
ほ
ぐ
れ
難
い
煩
悩
の
塊
り
を
ほ
ぐ
し
得
る
と
い
い
ま
す
か
、
宿
業
を
照
ら
し
出
し
、
そ
れ
に 

意
味
を
与
え
得
る
の
は' 

阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
い
い
換
え
れ
ば
、
衆
生
た
る
我
々
に
と
っ 

て
、
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
は
、
自
ら
に
と
っ
て
の
生
の
意
味
、

一
人
一
人
の
〈
非
通
約
性
〉
た
る
己
れ
に
対
応
す
る
と 

こ
ろ
の
意
味
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
と
親
鸞
は
い
い
ま
す
。

唯
円
は
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
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
。

と
い
う
親
鸞
の
こ
と
ば
を
伝
え
て
お
り
ま
す
が
、
「親
鸞
一
人
が
た
め
」
の
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
い
う
言
葉
は
、
今
申
し
ま
し
た
〈
非
通
約 

性
〉
と
し
て
の
己
れ
の
意
味
を
照
ら
し
出
す
、
阿
弥
陀
仏
の
〈
絶
対
知
〉
を
端
的
に
語
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
 

ま
た
横
道
に
そ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

さ
き
に
倫
理
学
と
い
う
の
は
生
の
意
味
に
関
わ
る
学
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
私
は
親
鸞 

の
思
念
を
、
こ
の
よ
う
な
生
の
意
味
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
か
た
ち
で
捉
え
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
親
鸞
は
日
本
倫
理
思 

想
史
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
思
想
家
の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
倫
理
学
の
観
点
か
ら
い 

い
ま
す
と
、
親
鸞
の
思
念
の
も
た
ら
し
た
解
答
は
、
あ
く
ま
で
生
の
意
味
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し 

て
も
、
最
も
深
い
と
こ
ろ
ま
で
見
通
さ
れ
た' 

優
れ
た
解
答
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
こ
と
は
さ
て
お
き
ま
し
て
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
阿
陀
弥
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
己
れ
の
宿
業
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の
意
味
を
自
ら
見
て
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
こ
と
で
す
。
御
承
知
の
よ
う
に
唯
円
は
、
こ
の
こ
と
を
「
回
心
」
と
よ
び
、
 

日
ご
ろ
本
願
他
力
真
宗
を
し
ら
ざ
る
ひ
と' 

弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
は
り
て
、

も
と
の
こ
こ
ろ
を
ひ
き
か
へ
て
本
願
を
た
の
み
ま 

ひ
ら
す
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
い
い
ま
す
。
 

一
向
専
修
の
ひ
と
に
お
い
て
は
、
廻
心
と
い
ふ
こ
と
た
だ
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
。

我
々
は
あ
る
日
突
然
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
に
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
。
と
申
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
阿
弥
陀 

仏
の
眼
差
と
し
て
す
で
に
我
々
の
足
も
と
に
す
で
に
や
っ
て
来
て
い
た
わ
け
で
、
た
だ
我
々
が
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
な 

の
で
す
が:

：:

。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、

阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
と
の
正
面
か
ら
の
出
会
い
と
い
う
の
は
、

我
々
の 

〈
知
〉
に
と
っ
て
は
殆
ん
ど
天
啓
に
も
等
し
い
と
申
し
ま
す
か
、
奇
蹟
に
等
し
い
も
の
だ
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

出
会
い
を
妨
げ
て
い
た
の
は
我
々
の
煩
悩
で
す
。
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
は
、
以
前
か
ら
ず
っ
と
出
会
い
を
待
ち
続
け 

て
い
た
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
の
、
そ
の
忍
耐
強
さ
こ
そ
出
会
い
を
可
能
な
ら
し
め
た
原
動
力
と
い
っ
て
い
い 

か
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
出
会
っ
た
と
き
に
我
々
の
煩
悩
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
煩
悩
の
た
だ
中
に
お 

い
て
つ
ま
り
〈
非
通
約
性
〉
た
る
己
れ
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
に
出
会
っ
て
い
る
の
で
す
。
衆
生 

た
る
己
れ
に
即
し
て
い
い
か
え
ま
す
と
、

〈
非
通
約
性
〉

た
る
己
れ
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
運
動
に
お
い
て
出
会
っ
て
い
る
と 

い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
に
出
会
い
、
念
仏
を
称
え
る
と
き
、
我
々
は
〈
絶
対
知
〉
を
必
ず
得
べ
く
定
ま
っ
た
位
で
あ
る 

と
こ
ろ
の
正
定
聚
の
位
に
置
か
れ
る
。
そ
し
て
〈
世
俗
世
界
〉
に
お
け
る
生
、
こ
の
身
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
や
め
た
と
き
、

っ 

ま

り

〈
真
に
し
て
実
な
る
〉
浄
土
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
我
々
が
今
こ
の
〈
世
俗
世
界
〉
で
こ
の
身
で
あ
る
こ
と
に
相
応
す
る
だ
け
の
〈
絶 

対
知
〉
を
も
っ
と
こ
ろ
の
存
在
と
な
る
。

つ
ま
り
〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
た
る
宿
業
に
相
応
す
る
〈
絶
対
知
〉
を
持
つ
、
 

そ
う
い
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う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
触
れ
て
、
親
鸞
は
『
浄
土
高
僧
和
讃
』
の
中
で
次
の
様
に
詠
っ
て
い
ま
す
。

罪
障
功
徳
の
体
と
な
る

こ
ほ
り
と
み
づ
の
ご
と
く
に
て

こ
ほ
り
お
ほ
き
に
み
づ
お
ほ
し

さ
わ
り
お
ほ
き
に
徳
お
ぼ
し

「罪
障
」
「
さ
わ
り
」
「氷
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
が
持
っ
て
い
る
ほ
ぐ
れ
難
い
煩
悩
の
塊
り
が
ほ
ぐ
れ
、
整
序
さ
れ
て
意 

味
が
明
確
と
な
る
。

そ
し
て
、

煩
悩
の
塊
り
つ
ま
り
〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
に
相
応
す
る
分
の
、
「功
徳
」
「徳
」
「水
」
と
し
て 

の

〈
絶
対
知
〉
を' 

我
々
は
浄
土
に
お
い
て
得
る
と
い
う
の
で
す
。

そ
の
こ
と
は
勿
論
、
我
々

が

〈
世
俗
世
界
〉
に
お
い
て
煩
悩
の
し
わ
ざ
を
よ
り
多
く
為
せ
ば' 

そ
の
分
だ
け
〈
絶
対
知
〉
の
量
が
ふ
え 

る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
自
ら
の
は
た
ら
き
で
そ
の
煩
悩
の
量
を
増
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に 

減
ら
す
こ
と
も
ま
た
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
煩
悩
の
深
重
さ
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
我
々
の
煩
悩
の
総
量
は' 

阿
弥
陀
仏
の
眼
差
で
し
か 

「捉
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
我
々
の
〈
知
〉
で
は
捉
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

と
も
あ
れ
我
々
は
、
阿
弥
陀
仏
に
案
出
さ
れ
た
手
立
て
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
〈
真
に
し
て
実
な
る
〉
浄
土
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ 

て
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
が
、

我
々
の
足
も
と
に
お
い
て
と
っ
て
い
る
か
た
ち
の
〈
絶
対
知
〉

に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の 

〈
絶
対
知
〉
に
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
唯
円
は
「尽
十
方
の
無
碍
の
光
明
に
一
味
に
な
る
」
こ
と
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
い 

ま
す
。
我
々
は
、
 

浄
土
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
が
我
々
一
人
一
人
の
足
も
と
に
ま
で
来
て
い
る
光
明
と
言
い
ま
す
か
、
そ
の
眼
差
と
一
つ 

に
な
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
〈
真
に
し
て
実
な
る
〉
浄
土
で
、

阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
に
な
り
き
っ
た
我
々
は
、

当
然
阿
弥
陀
仏
に
媒
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介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
の
一
部
分
と
し
て
、

〈
世
俗
世
界
〉
に
帰
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

我
々

は

〈
真
に
し
て
実
な
る
〉
浄
土
に
お
い
て
、
 

阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
以
外
の
〈
絶
対
知
〉
に
な
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま 

す
。
さ
き
ほ
ど
の⑹

の
和
讃
の
「願
土
に
い
た
れ
ば
す
み
や
か
に 

無
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ 

す
な
わ
ち
大
悲
を
お
こ
す
な
り
」
と
い
う 

の
は
、

「阿
弥
陀
仏
の
大
悲
に
等
し
い
大
悲
を
起
こ
す
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
、

そ
の
こ
と
を
詠
っ
た
も
の 

と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ご
た
ご
た
と
、
皆
様
の
す
で
に
御
承
知
の
こ
と
ば
か
り
を
辿
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
て
あ
ら
た
め
て
辿
り
直
し
て
み 

ま
す
と
還
相
は
、
我
々
の
足
も
と
に
今
や
っ
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
の
姿
形
そ
の
も
の
に
そ
も 

そ
も
内
在
し
て
い
る
本
質
的
な
契
機
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
還
相
の
契
機
を
抜
き
に
し
て
、
 

阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
衆
生
た
る
我
々
に
即
し
て 

申
し
ま
す
と
、
ま
ず
往
相
の
回
向
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
そ
れ
か
ら
還
相
の
回
向
に
よ
っ
て
〈
世
俗
世
界
〉
に
戻
っ
て
来
る
の
で 

す
が
、
阿
弥
陀
仏
に
即
し
て
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
第
一
に
〈
世
俗
世
界
〉
に
や
っ
て
来
る
、
 

そ
う
い
う
還
相
の
回
向
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で 

衆
生
た
る
我
々
に
出
会
っ
て
、
次
に
第
二
に
出
会
っ
た
と
こ
ろ
の
衆
生
た
る
我
々
を
浄
土
へ
往
生
せ
し
め
る
は
た
ら
き
と
し
て
の
往
相
の 

回
向
が
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
か
た
ち
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
私
は
、
例
に
よ
っ
て
や
や
勝
手
な
言
葉
の
用
い
方
に
な
る
の
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
た
る
我
々
を
照
ら
し 

出
し
て
い
る
光
を
〈
還
相
の
光
〉
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
が
〈
世
俗
世
界
〉
を
捉
え
る
眼
差
を
〈
還
相
の
眼
差
〉
と
よ
ん
で
み
て
い
る
の
で 

す
が:

：:

。
阿
弥
陀
仏
從
〈
絶
対
知
〉
そ
の
も
の
に
自
足
す
る
こ
と
な
く
、

〈
世
俗
世
界
〉
に
帰
っ
て
来
続
け
る
仏
な
の
で
す
。

阿
弥
陀 

仏
に
と
っ
て
〈
世
俗
世
界
〉
は
、
い
わ
ば
故
郷
な
の
で
す
。
そ
れ
を
見
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
〈
世
俗
世
界
〉
の
衆
生
す
べ
て
が
〈
絶 

対
知
〉
を
得
な
い
限
り
充
足
し
得
な
い
仏
な
の
で
す
。
そ
の
と
こ
ろ
に
還
相
す
る
仏
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う 

ふ
う
に
思
い
ま
す
。
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親
鸞
が
還
相
を
説
い
た
こ
と
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
に
媒
介
さ
れ
た
〈
絶
対
知
〉
を
、
衆
生
た
る
我
々
一
人
一
人
の
核
心
に 

潜

む

〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
を
意
味
づ
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か' 

そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て 

お
り
ま
す
。
さ
ら
に
申
し
ま
す
と
、
浄
土
に
至
っ
た
我
々
が
再
び
、
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
繰
り
返
し
〈
世
俗
世
界
〉
に
帰
っ
て
く
る
と
い 

う
こ
と
は
〈
非
通
約
性
〉
と
し
て
の
己
れ
を
捉
え
、
そ
の
意
味
を
捉
え
得
た
存
在
は
、
単
に
自
分
一
人
の
〈
非
通
約
性
〉
で
は
な
く
、
自 

分
の
隣
り
に
居
る
い
る
他
者
の
〈
非
通
約
性
〉
を
も
捉
え
、
そ
の
意
味
を
も
捉
え
得
る
存
在
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ 

と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
理
路
の
上
か
ら
は
、
す
べ
て
の
衆
生
一
人
一
人
の
非
通
約
性
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ 

れ
は
あ
く
ま
で
〈
世
俗
世
界
〉
に
帰
っ
て
来
る
か
た
ち
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。

一
人
の
他
者
の
〈
非
通
約
性
〉
と
い
う
も
の
は
、
こ
の 

〈
世
俗
世
界
〉
の
な
か
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
以
上
、

阿
弥
陀
仏
が
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

〈
世
俗
世
界
〉
に
帰
っ
て
き
た
と
き 

に
、
我
々
が' 

た
ま
た
ま
縁
有
っ
て
何
か
の
か
た
ち
で
触
れ
得
た' 

そ
の
限
り
で
、
時
と
処
に
制
限
さ
れ
た
有
限
な
数
の
人
々
の
〈
非
通 

約
性
〉
を
捉
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
我
々
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、

阿
弥
陀
仏
と
と
も
に
、
〈
世
俗
世
界
〉
に 

帰
っ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
還
相
し
て
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
ふ
う
に
親
鸞
は
思
念
し
た
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
の
よ 

う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

ご
た
ご
た
し
た
論
議
を
、
長
時
間
に
亘
っ
て
御
静
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(

本
稿
は
、

一
九
入
九
年
十
月
二
十
六
日
の
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
講
演
の
筆
録
を
先
生
に
加
筆
・
整
理
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。)
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