
い
し
，か
わ
ら
，
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら

安 

富

信 

哉

一
 

和 

讃

親
鸞
に
は
沢
山
の
和
讃
が
あ
る
。
文
明
版

本

の

「
三
帖
和
讃
」
は
、
三
百
四
十
九
首
を
数
え
る
。
さ
ら
に
聖
徳
太
子
に
関
す
る
和
讃
が 

別
に
七
十
五
首
と
百
十
四
首
の
も
の
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
加
え
る
と
五
百
三
十
八
首
に
達
す
る
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
も
「帖
外
和
讃
」
と 

称
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
十
首
ば
か
り
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
親
鸞
の
和
讃
は' 

類
例
が
な
い
ほ
ど
量
が
多
く
、
ま
た
質
に
お
い
て
も
格

①
 

調
の
高
い
も
の
で
、
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
詩
の
極
致
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
る
。
 

親
鸞
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
沢
山
の
和
讃
を
製
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
和
讃
の
意
味
に
つ
い
て
、
和
語
讃
嘆
、
和
解
讃
嘆
、

②

応
和
讃
嘆
の
三
義
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
和
語
讃
嘆
と
は
、
文
字
通
り
、
和
語
に
よ
る
仏
徳
の
讃
嘆
で
あ
る
。
和
解
讃
嘆
と
は
、
無
学
の 

人
々
に
対
し
て
仏
典
や
論
釈
の
意
味
を
和
解
し
て
讃
嘆
す
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
応
和
讃
嘆
と
は
、
 

大
衆
が
口
を
揃
え' 

唱
和
し
て
仏
徳 

を
讃
嘆
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
多
く
の
和
讃
を
製
作
し
た
意
図
は' 

こ
の
三
義
を
あ
る
意
味
で
禾
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ 

る
が
、
「
現
世
利
益
和
讃
」
(

国
宝
本)

の

題
号

に

「
や
は
ら
け
ほ
め
」
と
い
う
左
訓
を
施
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

や

は

り

『
教

③
 

行
信
証
』
製
作
の
動
機
と
同
じ
く
、
「慶
所
聞
、
嘆
所
獲
」(

総
序)

に
和
讃
製
作
の
第
一
義
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て 

十
方
の
有
縁
に
き
か
し
め
ん 

信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は 

つ
ね
に
仏
恩
報
ず
べ
し(

「浄
土
和
讃
」
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃)

こ
の
一
首
に
、
も
っ
と
も
端
的
に
和
讃
製
作
の
こ
こ
ろ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
私
は' 

親
鸞
の
和
讃
製
作
に
よ
っ
て' 

こ
れ
ま
で
中
国
か
ら
の
輸
入
宗
教
、
輸
入
思
想
と
し
て
あ
っ
た
仏
教
が' 

日
本
に
土
着
す
る
大
き
な
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
と
考
え
る
。
と 

同
時
に
、
こ
こ
に
普
共
諸
衆
生
と
い
う
大
乗
仏
教
の
精
神
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
和
讃
は
、
親
鸞
の
大
乗
精
神
、
あ
る 

い
は
同
朋
思
想
を
も
っ
と
も
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

承
知
の
よ
う
に
、
親
癒
は' 

と
も
に
念
仏
に
生
き
る
人
々
を
「
御

同

朋

・
御
同
行
」
と
呼
ん
で
敬
ま
っ
た
の
で
あ
る
が' 

そ
の
同
朋
思 

想
を
、
い
ま
和
讃
の
な
か
に
尋
ね
る
と
き' 

私
は
、
あ

の

「わ
れ
ら
」
と
い
う
こ
と
ば
づ
か
い
に
注
目
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

生
死
の
苦
海
ほ
と
り
な
し 

ひ
さ
し
く
し
づ
め
る
わ
れ
ら
を
ば 

弥
陀
弘
誓
の
ふ
ね
の
み
ぞ 

の
せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し
け
る 

龍
樹
大
士
世
に
い
で
て 

難
行
易
行
の
み
ち
お
し
へ 

流
転
輪
廻
の
わ
れ
ら
を
ば
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弘
誓
の
ふ
ね
に
の
せ
た
ま
ふ(
龍
樹
讃)

釈
迦
の
教
法
お
ほ
け
れ
ど 

天
親
菩
薩
は
ね
ん
ご
ろ
に 

煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
に
は 

弥
陀
の
弘
誓
を
す
す
め
し
む(

天
親
讃)

論
主
の
一
心
と
と
け
る
を
ば 

曇
鸞
大
師
の
み
こ
と
に
は 

煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
が 

他
力
の
信
と
の
べ
た
ま
ふ(

曇
爲
讃) 

釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母 

種
々
に
善
巧
方
便
し 

わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を 

発
起
せ
し
め
た
ま
ひ
け
り 

五
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
こ
そ 

金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て 

な
が
く
生
死
を
す
て
は
て
て 

自
然
の
浄
土
に
い
た
る
な
れ(
善
導
讃) 

以
上
は
三
帖
和
讃
の
う
ち
の
「高
僧
和
讃
」

の
な
か
か
ら
数
首
引
用
し
た
の
で
あ
る
が' 

こ
の
和
讃
の
響
き
に
、
同

期,

同
行
と
と
も
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に

「慶
所
聞
、

嘆
所
護
」
す
る
親
鸞
の
姿
が
偲
ば
れ
る
。

親
鸞
の
和
讃
の
全
体
は
「わ
れ
ら
」

の
讃
歌
で
は
な
か
っ
た
か
。

古
来
、
浄 

土
・
高
僧
の
二
帖
の
和
讃
の
風
格
は
讃
嘆
を
表
わ
し
、
正
像
末
の
一
帖
は
懺
悔
を
基
調
と
す
る
も
の
と
領
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と 

を
想
う
と
き'

「高
僧
和
讃
」
に

「
わ
れ
ら
」

の
語
が
多
く
用
い
ら
れ
、
「
正
像
末
和
讃
」
に

「
わ
れ
ら
」

の
語
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い 

の
は
興
味
ぶ
か
い
。

か
つ
て
吉
本
隆
明
氏
は
、

「
正
像
末
和
讃
」
愚
禿
悲
歎
述
懐
の
詩
的
性
格
を
た
ず
ね
る
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
及 

し
た
こ
と
が
あ
る
。

「親
鸞
の
和
讃
は' 

独
り
言
の
よ
う
に
か
か
れ
て
い
る
。
そ

し

て

「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
へ
に
親̂

 

一
人
が
為
な
り
け
り
」(

『歎
異
抄
』
後
序)

と
照
応
す
る
よ
う
に
、
個
人
救
済
と
い
う
意
味
で
、
和
讃
の
格
調
は
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
 

啓
蒙
用
や
儀
式
用
よ
り
二
人
」

へ
と
い
う
方
向
に
和
讃
を
ひ
き
込
ん
で
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
独
特
な
和
讃
の
し
ら
べ
が
位

④

置
し
て
い
た
」
。

こ
の
吉
本
氏
の
指
摘
は
、

「
正
像
末
和
讃
」

の
性
格
を
よ
く
突
い
て
い
る
。

晩
年
に
製
作
さ
れ
た
「
正
像
末
和
讃
」
は
、
関
東
教
団
の
混 

乱
や
善
鸞
事
件
を
背
景
に
し
て
い
る
。
親
鸞
は
、
ふ
か
い
孤
独
の
な
か
に
弥
陀
の
大
悲
を
内
感
し
、

こ
の
和
讃
を
作
っ
た
。

こ

こ

に

「
正 

像
末
和
讃
」

の
独
白
的
な
性
格
の
根
拠
が
あ
っ
た
。

二 

「
わ

れ
ら

」

の
発
見

青
年
時
代
の
生
死
を
越
え
る
道
を
求
め
て
の
激
し
い
精
神
と
肉
体
の
闘
か
い
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い
う
痛
切
な
「わ
が
身
」

の
自 

覚
を
親
鸞
の
胸
に
刻
み
こ
ん
だ
。

そ
こ
に
は' 

人
間
と
し
て
は
異
例
な
ま
で
の
ふ
か
い
自
己
凝
視
が
あ
っ
た
。
「
い
ず
れ
の
行
も
及
び
難 

き
身
」
を
悲
し
む
若
き
親
鸞
に
は
、

「わ
が
身
」

の
救
い
こ
そ
が
大
問
題
で
あ
っ
て' 

自
己
以
外
の
他
者
の
救
い
に
ま
で
想
い
を
広
げ
る 

余
裕
は
な
か
っ
た
。

こ
の
親
粥
の
「わ
が
身
」

の

自
覚
を

「わ
れ
ら
」

の
自
覚
に
ま
で
大
き
く
押
し
広
げ
た
の
は
、

越
後
で
の
流
罪
体
験
で
あ
り
、

「
い
な
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か
の
人
々
」
と
の
出
会
い
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
私
は
想
像
す
る
。
雪
ぶ
か
い
配
所
で
、
流
人
と
し
て
生
活
し
た
七
年
間
は
、

ふ
か
い
悶 

え
の
な
か
に
あ
っ
た
比
叡
山
時
代
と
は
ま
た
違
っ
た
意
味
で
、
親
鸞
に
と
っ
て
苦
難
の
日
々
で
あ
っ
た
。
越
後
時
代
の
親
鸞
の
事
蹟
は
、
 

記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
資
料
は
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
し
か
な
い(

た
と
え
ば
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
シ
ベ
リ
ア
刑
流
体

⑤

験
を
通
し
て
連
想
す
る
な
ど)

。

お
そ
ら
く
親
鸞
は
、

わ
ず
か
に
身
に
携
え
た
経
典
や
論
書
を
、

法
然
の
こ
と
ば
を
想
い
出
し
な
が
ら
繰
り 

返
し
読
み
続
け
た
の
で
は
な
い
か
。,
暗
い
空
の
は
て
か
ら
、
限
り
な
く
降
る
雪
は
、
 

人
の
活
動
を
止
め
、
换
想
に
ふ
け
ら
せ
る
。
親
鸞
は 

こ
の
雪
国
で
自
己
の
内
面
に
沈
潜
す
る
機
会
を
え
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
人
恋
し
き
想
い
は
打
ち
消
し
よ
う
も
な
く
つ
の
っ
て
い
っ
た 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
に
親
鸞
の
新
し
い
人
間
発
見
が
あ
り
、

「わ
が
身
」

の
地

平
が

「
わ
れ
ら
」

の
地
平
へ
と
広
が
る
展
開
が
あ 

っ
た
。

こ

の

「わ
れ
ら
」

の
地
平
へ
と
開
か
る
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て' 

結
婚
が
考
え
ら
れ
る
。
結
婚
と
は
、
単
純
に
い
え
ば' 

男
と
女 

が
契
り
を
交
わ
し
て
、
ひ

と

つ

の

「わ
れ
ら
」
と
し
て
生
活
す
る
行
為
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
越
後
で
恵
信
と
い
う
女
性
を
娶
っ
た
。
結
婚 

生
活
の
場
は
、
た
ん
な
る
共
同
生
活
の
場
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
精
神
の
厳
粛
な
交
わ
り
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
恵
信
尼
の
十 

通
の
手
紙
を
通
し
て
明
瞭
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
親
鸞
の
第
一
の
人
間
発
見
が
あ
っ
た
。

「わ
れ
ら
」

の
地
平
へ
と
開
か
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
契
機
は
、
こ
の
地
の
厳
し
い
自
然
条
件
の
な
か
で
、
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
喘
ぐ
よ 

う
に
し
て
生
き
て
い
る
「
い
な
か
の
人
・
」

の
貧
困
生
活
に
触
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
年
の
三
分
の
一
が
雪
に
埋
も
れ
る
北
越
で
は
、
 

人
間
は
ひ
と
り
で
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
。
お
互
い
に
生
活
を
共
同
し
、
身
を
寄
せ
合
っ
て
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
、
 

こ
の
辺
境
に
生
き
る
人
々
の
群
に
加
わ
っ
た
。

も
は
や
親
鸞
に
と
っ
て
百
姓
や
漁
夫
や
猟
師
は
、

「
彼
ら
」
で

も

「
汝
ら
」
で
も
な
く
、
 

「
わ
れ
ら
」
に
な
っ
た
。
「わ
れ
ら
」
に
人
間
業
の
姿
を
み
た
。

「
や
う'
'
^
-

さ
ま'
^

-

の
大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
の' 

み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
す
て' 

み
を
た
の
ま
ず' 

あ
し
き 

こ
ゝ
ろ
を
か
へ
り
み
ず' 

ひ
と
す
ぢ
に
具
縛
の
凡
愚
，
屠
沽
の
下
類
、
無
导
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願' 

広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
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す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。
具
縛
は
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
、
煩
は
み 

を
わ
づ
ら
は
す' 

悩
は
こ
ゝ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
ふ
。
屠
は
よ
ろ
づ
の
い
き
た
る
も
の
を
こ
ろ
し
ほ
ふ
る
も
の
な
り
。

こ
れ
は
れ
う 

し
と
い
ふ
も
の
な
り
。
沽
は
よ
ろ
づ
の
も
の
を
う
り
か
う
も
の
な
り
、
こ
れ
は
あ
き
人
な
り
。

こ
れ
ら
を
下
類
と
い
ふ
な
り
。(

中
略) 

れ
う
し,

あ

き

人

さ

ま
-

の
も
の
は
、
み
な
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」
。(

『唯
信
鈔
文
意
』
専
修
寺
本)

『
唯
信
鈔
文
意
』
は
、
聖

覚

の

『
唯
信
鈔
』

に
引
用
さ
れ
た
経
釈
の
文
言
に
親
鸞
が
註
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
右
(；
引
用
し
た 

一
節
は
、
慈

愍

の

『
五
会
法
事
讃
』

の
偈
文
に
つ
い
て
釈
し
て
い
る
な
か
に
で
て
く
る
。

こ
こ
で

い
う
「
具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
」
 

と
は
、

元

照

の

『
阿
弥
陀
経
義
疏
』

に
み
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

親
鸞
は
す
で
に
早
く'

吉
水
時
代
に
著
わ
し
た
『
阿
弥
陀
経
集
註
』 

(

表
書)

に
お
い
て' 

本
疏
の
こ
の
箇
処
を
引
用
し
て
い
る
。

親
鸞
は' 

若
い
時
期
に' 

「
愚
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
」

の
救
済
に
関
心 

を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
を
「わ
れ
ら
」
と
自
覚
し' 

自
か
ら
下
類
の
ひ
と
り
と
し
て
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
流
罪 

以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

親
鸞
が
こ
の
よ
う
な
境
位
に
立
っ
た
ひ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は' 

私
た
ち
に
必
ず
し
も
阴
瞭
に
み
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
現
在
こ
の
一
節⑥ 

は
し
ば
し
ば
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
が' 

こ
こ
に
親
鸞
が
立
っ
た"

場
”
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
以
前
こ
と
で
は
な
い
。
 

し
か
し
こ
の
一
節
へ
の
着
眼
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
新
し
い
角
度
か
ら
親
鸞
の
立
っ
た
境
位
を
視
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

親
鸞
は
、

こ

の

「わ
れ
ら
」

の
地
平
を' 

流
刑
の
た
め
社
会
の
最
低
辺
た
ま
で
身
を
落
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
 

親
總
は
、
流
罪
を
通
し
て
、
民
衆
の
現
実
に
触
れ
た
。
荘
園
制
支
配
の
重
圧
の
も
と
で' 

文
化
か
ら
も
経
済
か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
辺
境 

の
寒
国
に
生
き
る
民
衆
の
生
活
は' 

ま

さ

に

「業
報
に
喘
ぐ
」
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
親
鸞
が
念
仏
の
同
行
と
し
て 

交
わ
っ
た
人
々
の
社
会
的
基
盤
に
つ
い
て
は
、
 

服
部
之
総
氏
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
親
鸞
が
出 

会
っ
た
人
々
の
多
く
は
、
時
の
権
力
者
た
ち
か
ら
は
、
人
間
ら
し
い
扱
い
を
受
け
ず
、
石
の
よ
う
に
沈
黙
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
弱
い
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存
在
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
、
そ
の
弱
い
存
在
に
自
ら
同
化
し
た
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
十
方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
る
如
来
の 

本
願
の
正
客
は' 

ま
さ
し
く
業
縁
の
大
地
に
投
げ
出
さ
れ
た
「わ
れ
ら
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
- 

「十
方
衆
生
と
い
ふ
は
十
方
の
よ
ろ
づ
の
衆
生
也
。
す
な
わ
ち
わ
れ
ら
な
り
」
。(
『
尊
号
真
像
銘
文
』) 

本
来
仏
教
は
、

一
切
の
身
分
階
級
を
否
定
し
、
す
べ
て
の
人
間
が
み
な
平
等
に
成
仏
で
き
る
と
い
う
確
信
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
私
は
、
 

こ

の

「
十
方
衆
生
」

の

教
言
を

「わ
れ
ら
」
と
頷
い
た
親
鸞
に' 

仏
教
本
来
の
地
平
に
還
っ
た
人
の
姿
を
み
る
。
本
願
の
も
と
に
お
け
る 

万
人
の
根
源
的
平
等
性
が
力
強
く
説
か
れ
て
い
る
の
を
み
る
。

こ

の

「
わ
れ
ら
」

の
地
平
は
、
階
級
的
・
差
別
的
観
念
の
な
か
に
棲
ま
う 

律
令
僧
に
は
ま
っ
た
く
欠
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大

宝

，
養
老
の
律
令
に
は
僧
尼
令
と
い
う
ー
篇
が
あ
っ
て' 

神
祇
令
と
な
ら
ん
で
い
る 

が
、
 

こ
れ
に
よ
れ
ば' 

律
令
政
府
の
仏
教
に
期
待
し
た
と
こ
ろ
は
、
 

た
ん
に
律
令
機
構
を
「鎮
護
」
す
る
こ
と
の
み
に
限
定
さ
れ' 

民
衆 

に
仏
教
を
布
教
す
る
こ
と
は
固
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
鎌
倉
期
に
入
っ
た
と
は
い
え
、
律
令
の
諸
制
度
は' 

遺
制
と
し
て
生
き
続
け
て
い 

た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
の
な
か
で
、
親
鸞
が
流
罪
後
に
立
っ
た
思
想
的
〃
場
〃
は
、
大
き
く
律
令
仏
教
か
ら
離
脱
し
た
と
こ
ろ
に 

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
親
鸞
の
教
学
は
、
 

す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
律
令
仏
教
に
対
す
る
「
異
端
教
学
」
と
い
う
位
置
を
も
っ
て

⑧

い
た
と
い
え
よ
う
。

三

共

感

的

世

界

先
程
引
用
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
慈
愍
和
尚
の
文
を
釈
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
「
具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
」
と
は'

「
い

し

・
か
わ 

ら

・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。

こ

の

「
い

し

・
か
わ

ら

・
つ
ぶ
て
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
私
に
さ
ま 

ざ
ま
な
イ/

—
ジ
を
喚
び
起
こ
す
。
大
地
に
投
げ
出
さ
れ' 

太
陽
に
焼
か
れ' 

風
雪
に
晒
さ
れ
た
自
然
人
。
感
情
を
顔
に
出
す
こ
と
も
忘 

れ
、
さ
な
が
ら
石
塊
の
よ
う
に
沈
黙
す
る
下
層
民
。
姿

・
形
は
違
っ
て
い
て
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
無
価
値
な
も
の:

：:

。
し
か
し
そ 

の

「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
」

の
よ
う
な
在
り
方
を
す
る
人
間
を
「
わ
れ
ら
」
と
自
覚
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。
沢
山
の
石
こ
ろ
の
な
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か
の
一
個
の
石
こ
ろ
と
し
て
、

「わ
が
身
」
を
自
覚
し
、
そ
こ
に
身
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
自
覚
の
底
か
ら
流
れ
出
る
感
情
は' 

ど

⑨

う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は' 

や
さ
し
さ
で
あ
り
、
 

暖
か
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ

の

「
石
塊
」

の
自
覚
こ
そ' 

親
鸞
に
お
い
て 

人
間
へ
の
共
感
の
出
発
点
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

よ
し
あ
し
の
文
字
を
も
し
ら
ぬ
ひ
と
は
み
な 

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
り
け
る
を 

善
悪
の
字
し
り
が
お
は 

お
お
そ
ら
ご
と
の
か
た
ち
な
り(

「
正
像
末
和
讃
」)

親
鸞
は
、

大
地
に
寝
起
き
す
る
ー
亠
乂
不
知
の
人
々
を' 

こ
の
よ
う
に
低
い
位
置
か
ら
見
上
げ
て
い
る
。

親
鸞
の
用
語
例
に
お
い
て'

「
ま
こ
と
」
と
い
う
こ
と
ば
は' 

如
来
に
し
か
使
わ
な
い
語
で
あ
る
。
し
か
し
親
鸞
は' 
-

文
不
知
の
人
々
の
こ
こ
ろ
に
「
ま
こ
と
」
を 

見
、
い
わ
ば
沈
黙
の
聖
者
と
仰
い
で
、
そ
の
こ
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
て
い
る
。
社
会
の
底
辺
に
呻
吟
す
る
「
い
な
か
の
人
々
」
と
労
苦
を
と

も
に
す
る
経
験
が
な
け
れ
ば
、
聖
人
は
こ
の
よ
う
な
眼
差
し
を
も
っ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
「
わ
れ
ら
」
と
、
「
わ
れ
」
あ

る

い

は

「
わ
れ
わ
れ
」
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で 

ま
ず
考
え
て
み
た
い
の
は
、
「
わ
れ
ら
」
と

「
わ
れ
」

の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
念

仏

者

の

「わ
れ
ら
」

の
世
界
は' 

自

我

的

「わ
れ
」 

の
世
界
で
も
、
忘

我

的

「わ
れ
」

の
世
界
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
主

体

的

な

「わ
れ
」
が
名
告
り
合
う
世
界
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞 

は' 

自

我

的

「
わ
れ
」
に
つ
い
て
、

「
各
々
処
々
に
『
わ
れ
は
』
と
い
ふ
こ
と
を
思
う
て
争
ふ
こ
と' 

ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
」(

『御
消
息
集
』
広
本
六) 

と
述
べ
、

こ
れ
を
厳
し
く
誡
め
て
い
る
。
自

我

心

の

「わ
れ
」

の
名
告
り
は
、
功
名
心
に
か
ら
れ
た
自
大
の
名
告
り
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
。
昔
、
中
国
に
漢
の
広
大
な
こ
と
を
知
ら
ず
に
自
ら
の
勢
力
の
強
大
さ
を
た
の
み
に
し
た
者
が
い
た
。
夜
郎
自
大
の
語
は' 

こ
の
故
事 

よ
り
生
ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

自
大
と
は
、

「わ
れ
こ
そ
は
」
と
自
己
を
他
者
に
誇
る
こ
と
で
あ
る
。
念

仏

者

の

「わ
れ
ら
」

の
名
告
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り
は
こ
の
よ
う
な
自
我
的
「わ
れ
」

の
名
告
り
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
、
親
鸞
の
念
仏
は' 

忘

我

的

「
わ
れ
」
を
育
く
む
も
の
で
は
な 

い
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
銘
記
し
た
い
。
親
戀
在
世
当
時
の
念
仏
信
仰
は' 

様
々
な
形
態
が
あ
っ
た
。
民
俗
的
念
仏
、
呪
術
的
念
仏
、
引 

声
念
仏:

：:

。

一
 

ロ
に
念
仏
信
仰
と
い
っ
て
も
、
多
様
な' 

と
い
う
よ
り
雑
多
な
形
態
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
 

お
お
む
ね
忘
我
的
な
、

「
わ
れ
を
忘
れ
た
一
状
態
に
人
間
が
超
越
す
る
念
仏
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

踊
り
念
仏
な
ど
は
、
そ
の
典
型 

で
、
鐘
や
大
鼓
を
敲
い
て
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
境
地
に
没
入
す
る
の
で
あ
る
。
「
称
ふ
れ
ば' 

仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
」(

一
遍
上
人)

は
、
 

そ
の
よ
う
な
念
仏
の
忘
我
性' 

没
我
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
親
鸞
の
「わ
れ
ら
」

の
世
界
は
、

「
わ
れ
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
は' 

親

鸞

の

「
わ
れ
ら
」 

の
自
覚
に
お
い
て
、

「
わ
れ
」

が
自
我
的
に
肯
定
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、

「
わ
れ
」

が
忘
我
的
に
見
失
わ
れ
る
の
で
も
な
い
の
を
み
る
。
 

「
わ
れ
ら
」

の
交
わ
り
の
な
か
で
、
真
に
主
体
的
な
「わ
れ
」
が
回
復
さ
れ
る
の
を
み
る
。
親
鸞
は
、
自
分
の
立
場
を
表
阴
す
る
場
合
、
 

「
私
は
」
と
い
う
よ
り
も
、
む

し

ろ

「親
鸞
は
」
「
親
鸞
に
お
き
て
は
」
と

名

告

る(

た
と
え
ば
『
歎
異
抄
』
に
そ
の
こ
と
は
よ
く
う
か
が
わ
れ 

る
〇
こ
の
親
鸞
の
名
告
り
は' 

鎧

・
冑
で
わ
が
身
を
武
奖
し
た
自
我
心
の
名
告
り
で
は
な
い
。

エ
ゴ
の
殻
を
突
き
破
っ
て
、

裸
の
自
己 

に
帰
っ
た
ひ
と
の
名
告
り
で
あ
る
。

念
仏
す
る
者
と
な
っ
て
、
自
己
が
主
体
的
な
「
わ
れ
」
に
転
成
す
る
の
で
あ
る
。

「
か
か
る
浅
ま
し 

き
身
も
本
願
に
値
ひ
た
て
ま
つ
り
て
こ
そ
、

げ
に
誇
ら
れ
候
へ
」(

『歎
異
抄
』
第
十
三
章)

で
あ
る
。

「
わ
れ
ら
」

の
世
界
と
は
、
 

こ
の
独 

立
者
の
名
告
り
が
響
き
合
う
魂
の
交
わ
り
の
世
界
で
あ
る
。

「
わ
れ
は
」
と
い
う,
目
我
的
な
名
告
り
は
、
 

交
わ
り
の
拒
否
で
あ
る
。

親
鸞 

に
お
い
て
念
仏
は
、
自
己
を
独
立
者
と
し
て
名
告
ら
し
め
、
主
体
者
と
し
て
立
ち
上
が
ら
し
め
る
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
で
あ
り' 

ま
た
心
と
心
と
が
響
き
合
う
よ
う
な
魂
の
交
わ
り
の
世
界
を
創
り
出
す
起
点
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
親
鸞
の
共
感
的
な
「
わ
れ
ら
」

の
名
告
り
は
、
私
た
ち

一
般
の
「わ
れ
わ
れ
」

の
名
告
り
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ 

る
の
だ
ろ
う
か
。

ふ
つ
う
現
代
人
は
、
 

「
わ
れ
ら
」
と

い
わ

ず

に

「わ
れ
わ
れ
ー
と
い
う
。

英
語
で
い
え
ば
、

「
わ
れ
ら
」
も

「
わ
れ
わ 

れ
」
も

一

人

称

複

数

の

で

あ

る

が

、

日

本

語

の

「わ
れ
ら
」
と

「わ
れ
わ
れ
」

の
あ
い
だ
に
は' 

微
妙
な' 

し
か
し
重
要
な
ニ
ュ

45



ア
ン
ス
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
現
代
語
で
あ
る
。

一
方
、
「
わ
れ
ら
」
は
、
古
典
的
な
響
き
を
残
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
 

私
は
そ
こ
に
暖
か
い
感
情
が
流
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。

「
わ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
。

私
た
ち
で
あ
る
。
血
の
通
い
の
あ
る
も
の 

で
あ
る
」
と
金
子
大
栄
先
生
は
か
つ
て
教
示
さ
れ
た
。
親

燼

の

「
わ
れ
ら
」

の
世
界
は
、
自
己
主
張' 

グ
ル
ー
プ
主
義
、
排
他
性
を
伴
う

⑪

「わ
れ
わ
れ
」

の
意
識
と
は
異
質
の
意
識
で
あ
る
。

「わ
れ
ら
」
と
い
う
語
の
響
き
か
ら
、
私
が
感
じ
と
る
の
は' 

自
己
が
他
者
に
懐
く
共
同
的
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
共
感
と
は
何
で 

あ
ろ
う
か
。

英

語

で

「
共
感
」
に
あ
た
る
こ
と
ば
は
、̂

3

^

^

で
あ
る
。

こ
の
語
は
、
 

よ

く

「
同
情
」
と
訳
さ
れ
る
が' 

元
来
、
 

ぜ
!
！！

(

共)

十
9体

!1
〇
5  

(

苦)

、
す
な
わ
ち
痛
み
や
悲
し
み
を
共
に
分
か
ち
合
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
日

本

語

で

「
同
情
」
と
い
う
と
、
 

上
位
の
者
が
下
位
の
者
を
憐
れ
む
と
い
う
語
感
が
つ
き
ま
と
う
が
、

に
は
む

し
ろ

「
同
苦
」
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て 

い
る
。

親

鸞

の

「わ
れ
ら
」
に
は
、

弋1
^

・
せ
の
情
が
流
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、

親

鸞

の

「
共
感
」

の
前
提
と
な
る
も
の
は
、
業
苦 

で
あ
り
、
宿
業
感
だ
か
ら
で
あ
る
。

共
に
同
じ
宿
業
の
大
地
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
、
と
い
う
自
覚
こ
そ' 

「わ
れ
ら
」

の
共
同
的
感
情 

が
流
れ
出
す
源
泉
で
あ
る
。

親
鸞
の
和
讃
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

「
流
転
輪
廻
の
わ
れ
ら
」
「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」
「
五
濁
悪
世
の 

わ
れ
ら
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。

「
わ
れ
ら
」

の
こ
と
ば
に
先
立
っ
て
、

業
苦
を
荷
負
す
る
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
が
置
か
れ 

て
い
る
。

こ
こ
に
は
宿
業
共
同
の
感
情
が
籠
っ
て
い
る
。

私
が
宿
業
共
感
の
観
念
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
は' 

曾
我
量
深
先
生
の
著
作
を
通
じ
て
で
あ
る
。

先
師
の
こ
の
観
念
は
、
「
共
業
」

の
思 

想
に
由
来
す
る
。
宿
業
と
い
え
ば
、
普
通
、
各
人
各
人
の
個
別
的
な
業
、
す
な
わ
ち
不
共
業
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が' 

仏
教
で
は
、
 

不
共
業
と
と
も
に
共
業
が
説
か
れ
て
い
る
。
先
生
は
、
仏
教
の
そ
の
共
業
の
思
想
に
着
眼
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
宿
業
共
感
の
思
想 

を
発
想
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
私
は
こ
こ
に
、
宿
業
共
感
と
い
ふ
こ
と
を
考
え
る
。
不
共
業
の
み
を
い
ふ
か
ら
絶
望
が
あ
っ
て
明
る
さ
が
な
い
。

こ
の
点
だ
け
で
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仏
性
を
た
て
よ
う
と
し
、
大
慈
悲
心
、
大
菩
提
心
を
開
く
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
不
徹
底
に
な
る
。
宿
業
の
共
感
を
開
顕
す
る
と
こ 

⑫

ろ
に
大
乗
仏
教
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
」
。

宿
業
は
不
共
業
だ
け
で
は
な
い
。

不
共
業
だ
け
な
ら
ば
、
各
人
各
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
の
連
鎖
の
な
か
に
閉
じ
籠
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
 

外
部
世
界
と
断
絶
し
た
孤
絶
性
の
な
か
に
窒
息
し
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
共
業
の
世
界
に
眼
を
開
か
さ
れ
る
と
、
 

そ
こ
に
外
部
世
界
と
の 

心
の
通
路
が
開
か
れ
て
く
る
。

一
切
衆
生
、

山
河
大
地
と
感
応
道
交
し
始
め
る
。

元
来' 

仏
教
は' 

重
々
無
尽
の
縁
起
を
説
く
思
想
で 

あ
る
。
個
物
は
独
立
し
な
が
ら
も
互
い
に
連
関
し
合
っ
て
い
る
と
教
説
さ
れ
る
。

こ
の
世
の
事
々
物
々
は' 

そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
を
侵
す
こ 

と
な
く
、

し
か
も
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
、

存
在
す
る
と
さ
れ
る
。

そ
の
縁
起
観
が
、

人
間
の
生
き
る
場
で
表
現
さ
れ
る
と
き
、
宿 

業
共
感
と
い
う
こ
と
が
い
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
の 

「
わ
れ
ら
」

の
世
界
と
は
、

宿
業
共
感
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ 

う
。

四

難
 

度 

海

親

鸞

が

「わ
れ
ら
」

の
世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
っ
た
道
程
に
は
、
北
越
の
流
刑
地
で
の
結
婚
と
「
い
な
か
の
人
々
」
と
の
出
会
い
が
大 

き
な
意
味
を
も
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
一
切
に
先
立
っ
て
あ
る
も
の
は' 

い
う
ま
で
も
な
く
、
よ
き
ひ
と
法
然
と
の
邂
逅
に
お
い
て
頷 

く
こ
と
の
で
き
た
本
願
へ
の
目
覚
め
で
あ
る
。

こ
の
宗
教
的
体
験
こ
そ
、
親
鸞
の
主
体
形
成
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
大
な
基
礎
体
験
で
あ 

っ
た
。

「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 

ひ
と
へ
に
親8

一
人
が
た
め
な
り
け
り
」(

『歎
異
抄
』
後
序)

。

こ
の
告
白
が 

示
す
よ
う
に
、
自
己
の
運
命
に
同
感
し
、

つ
ね
に
苦
悩
の
自
己
と
安
危
を
共
同
し
て' 

離
れ
る
こ
と
の
な
い
本
願
の
大
悲
心
を
自
覚
す
る 

と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
主
体
形
成
の
始
点
が
あ
っ
た
。

こ
の
弥
陀
の
本
願
の
信
受
こ
そ' 

親
鸞
を
し
て
苦
悩
の
生
に
向
か
っ
て
歩
ま
し
め
、
 

宿
業
の
大
地
に
安
立
せ
し
め
た
基
礎
体
験
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
本
願
へ
の
目
覚
め
こ
そ
、
親
鸞
が
ひ
と
り
の
宗
教
的
主
体
と
し
て 

誕
生
す
る
根
本
的
契
機
で
あ
っ
た
。
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人
間
の
主
体
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
、
た
と
え
ば
パ
ス
カ
ル
や
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
い
っ
た
西
洋
の
思
想
家
を
通
し
て
多 

く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
か
れ
ら
こ
そ' 

近
代
に
お
い
て
自
己
一
人
の
問
題' 

い
わ
ゆ
る
単
独
者
と
し
て
の
人
間
の
問
題
を
、
ふ
か
く 

鋭
く
追
求
し
た
ひ
と
で
あ
ろ
う
。
西
洋
の
パ
ス
カ
ル
や
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
、
日
本
の
親
燃
が
よ
く
比
較
さ
れ
る
。
た
し
か
に
親 

鸞
の
思
想
に
、

パ
ス
カ
ル
や
キ
エ
ル
ケ
ゴI

ル
の
思
想
と
通
ず
る
一
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

「親
巒
一
人
」

の
自
覚
は
、
実 

存
主
義
の
単
独
者
の
思
想
と
呼
応
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
東
洋
の
実
存
主
義
者
の
原
像
を
み
る
ひ
と
は
少
く
な
い
。
し
か
し
パ
ス 

カ
ル
や
キ
ニ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
は
、

「
わ
れ
ら
」

の
地
平
が
な
い
。

そ
れ
は
、
か
れ
ら
が
、
自
己
の
魂
の
ぎ
り
ぎ
り
の
危
機
に
直
面 

し
て' 

神
と
自
己
と
の
関
係
と
い
う
一
点
に
問
題
関
心
の
焦
点
を
集
中
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
に
は
、
自
己
救
済
の
切
実 

さ
の
あ
ま
り
、
他
の
人
々
に
つ
い
て
の
暖
か
な
想
い
が
入
り
こ
む
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
と
っ
て
、
自
己
の
救
済
の
問 

題
は'

「
わ
れ
」
ひ
と
り
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
が
個
人
的
問
題
と
し
て
と
ど
ま
ら
ず
に
、

ど

こ

ま

で

も

「
わ
れ
ら
」

の
問
題
と 

し
て
開
か
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

親
鸞
に
と
っ
て' 

本
願
の
一
点
に
立
脚
す
る
こ
と
は
、
し
か
し
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
本
願
に
帰
し
た
身
で
あ
り
な
が 

ら' 

本
願
へ
の
疑
惑
が
し
ば
し
ば
頭
を
も
た
げ
た
。
親
鸞
が
流
罪
地
で
の
刑
期
を
終
え
て
、
東
国
へ
と
移
住
し
て
い
っ
た
途
中
に' 

つ
ぎ 

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

当
時
大
き
な
飢
饉
が
世
間
に
広
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
惨
禍
に
直
面
し
た
親
鸞
は
、

上
野
の
国
の
佐
貫 

(

い
ま
の
群
馬
県
邑
楽
郡
佐
貫)

で' 

世
の
安
穏
を
祈
っ
て
三
部
経
千
部
読
誦
を
発
願
し
、
や
が
て
そ
れ
を
中
止
し
た
。

「
こ
の
十
七
ハ
年
が
そ
の
か
み
、
げ
に
げ
に
し
く
『
三
部
経
』
を
千
部
読
み
て
、
衆
生
利
益
の
た
め
と
て' 

読
み
は
じ
め
て
あ
り
し 

を' 

こ
れ
は
何
事
ぞ
、
 

自
信
教
人
信' 

難
中
転
更
難
と
て' 

身
ず
か
ら
信
じ' 

人
を
お
し
え
て
信
ぜ
し
む
る
事
、
 

ま
こ
と
の
仏
恩
に 

報
い
た
て
ま
つ
る
も
の
と
信
じ
な
が
ら
、
名
号
の
他
に
は
、
何
事
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と' 

思
い
か
え
し
て. 

ま
ざ
り
し
」
。(

『恵
信
尼
消
息
』
第
五
通)
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建
保
二
年(

ニ
ニ
四)

、

親
瀏
四
十
二
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
打
ち
続
く
飢
饉
に
餓
死
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
世 

と
い
う
時
代
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
、
飢
饉
が
い
か
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
様
々
な
記
録
を
通
し
て
知
る
こ
と
が 

で
き
る
。
た
と
え
ば
養
和
の
こ
ろ
に
起
き
た
飢
饉
の
惨
状
に
つ
い
て' 

鴨
長
明
は' 

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

「
ま
た' 

い
と
あ
は
れ
な
る
事
も
侍
り
き
。
さ
り
が
た
き
妻
・
を
と
こ
持
ち
た
る
も
の
は
、
そ
の
思
ひ
ま
さ
り
て
深
き
も
の
、
必
ず 

先
立
ち
て
死
ぬ
。
そ
の
故
は' 

わ
が
身
は
次
に
し
て' 

人
を
い
た
は
し
く
思
ふ
あ
ひ
だ
に' 

稀
々
得
た
る
食
ひ
物
を
も
、
か
れ
に
譲 

る
に
よ
り
て
な
り
。
さ
れ
ば
、
親
子
あ
る
も
の
は
、
定
ま
れ
る
事
に
て
、
親
ぞ
先
立
ち
け
る
。
ま
た' 

母
の
命
尽
き
た
る
を
不
知
し 

て
、
い
と
け
な
き
子
の
、
な
ほ
乳
を
吸
ひ
っ
ゝ
臥
せ
る
な
ど
も
あ
り
け
り
」
。(

『
方
丈
記
』) 

慈
悲
ぶ
か
い
者
、
 

年
長
の
者
が
、
愛
す
る
者
、
年
下
の
者
を
か
ば
っ
て
、
必
ず
先
立
っ
て
命
を
落
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
涙
な 

く
し
て
は
眺
め
ら
れ
ぬ
情
景
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
ん
な
最
中
、
 

「
仁
和
寺
に
隆
曉
法
印
と
い
ふ
人' 

か
く
し
つ
ゝ
数
も
不
知
死
ぬ
る
事 

を
悲
し
み
て
、
そ
の
首
の
み
ゆ
る
ご
と
に' 

額
に
阿
字
を
書
き
て
、
縁
を
結
ば
し
む
る
わ
ざ
を
な
ん
せ
ら
る
」(

『
前
掲
書
』)

と
い
う
こ
と 

も
あ
っ
た
。

こ
の
隆
暁
法
印
の
よ
う
に
、
親
鸞
も
ま
た
、
佐
貫
で
そ
の
よ
う
な
回
向
行
を
発
願
し
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
衆
生
利
益
の
重 

い
祈
り
の
な
か
で' 

経
典
の
千
部
読
誦
を
始
行
し
た
。

こ
の
と
き
親
鸞
は
、
信
仰
生
活
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
。
他
力
の
教
え
に
帰
し
た
身
で
あ
り
な
が
ら' 

そ
の
教
え
の
ま
っ
た
き
信
頼 

の
な
か
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
力
の
は
か
ら
い
の
な
か
で
苦
悩
し
た
の
で
あ
る
。
信
仰
の
危
機
が
そ
こ
に
現
前
す
る
。
 

そ
れ
が
仏
智
疑
惑
と
い
わ
れ
る
罪
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
 

そ

の

罪
を

『
大
無
量
寿
経
』

の
第
二
十
願(
植
諸
徳
本
の
願)

の
う
え
に
み
つ
め
た
。
 

念
仏
者
の
本
来
の
道
は
、
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
以
外
に
は
な
い
。

こ
れ
の
み
が
仏
恩
に
報
ず
る
道
で
あ
る
——

。

こ
う
想
い
返
し 

て
、
親
鸞
は
一
介
の
凡
夫
に
帰
り' 

ふ
た
た
び
念
仏
の
一
道
に
立
っ
た
。
そ
の
信
仰
的
危
機
の
エ
ピ
ソ!

ド
を' 

恵
信
尼
の
消
息
は
伝
え 

て
い
る
。
私
は
、

こ

こ

に

「わ
れ
ら
」

の
道
を
歩
む
親
鸞
の
姿
を
み
る
。
と
同
時
に' 

こ
の
建
保
二
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
、
私
に 

彷
彿
と
し
て
想
い
返
さ
れ
る
の
は
、
『
歎
異
抄
』
第
四
章
に
お
け
る
親
鸞
の
述
懐
で
あ
る
。
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「
ー
。
慈
悲
に
聖
道
，
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し 

か
れ
ど
も
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に 

な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
て' 

お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
ふ
べ
き
な
り
。
今
生
に' 

い
か
に
い
と
を
し
不
便
と
お 

も
ふ
と
も
、
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
、

こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
ま
ふ
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
を
り
た
る
大 

慈
悲
心
に
て
さ
ふ
ら
う
べ
き
と
云
々
。
」

こ
の
法
語
は
、
中
世
の
、
親
鸞
が
生
き
て
い
る
現
場
に' 

私
た
ち
自
身
が
連
れ
て
い
か
れ
な
け
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
実
感
を
も
っ
て
理
解 

で
き
な
い
こ
と
ば
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
飢
饉
や
戦
乱
の
た
め
に
多
く
の
人
々
が
斃
れ
て
い
っ
た
。
犠
牲
者
は
、
社
会
の
下
部
に 

至
る
ほ
ど
数
を
増
し
た
。
流
罪
後
、
社
会
の
底
辺
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
親
範
は' 

そ
れ
ゆ
え
に
数
多
く
の
不
幸
な
人
々
の
姿
を
目 

撃
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
運
命
を
、
た
だ
な
す
術
も
な
く
茫
然
と
見
遣
り
な
が
ら' 

親
鸞
の
心
に
去
来
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う 

か
。

こ

の

『
歎
異
抄
』
第
四
章
は'

『
恵
信
尼
消
息
』
第
五
通
と
同
じ
く
、
「衆
生
を
利
益
す
る
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
立
つ 

た
〃
場
”

を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
。

親
鸞
が
こ
こ
で
教
示
し
て
い
る
こ
と
は
、

第
一
に
、

人
間
が
人
間
を
救
済
す
る
と
い
う
方
向 

(

聖
道
の
慈
悲)

の
有
限
性
で
あ
り' 

第
二
に' 

人
間
が
念
仏
に
救
済
さ
れ
る
と
い
う
方
向(
浄
土
の
慈
悲)

の
不
可
避
性
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
 

人
間
主
義
的
救
済
の
立
場
と
宗
教
的
救
済
の
立
場
と
に
明
確
な
一
線(

か
は
り
め)

を
引
い
て
い
る
。

『
安
楽
集
』
巻

下
(

第
八
大
門)

に
よ
れ
ば
、
こ

の

「
か
は
り
め
」
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
本
書
の
著
者
で
あ
る
道
綽
は
、
ひ 

と
つ
の
寓
話
を
例
示
す
る
。-
-

あ
る
と
こ
ろ
に
二
人
の
兄
弟
が
い
た
。
た
ま
た
ま
河
岸
を
散
歩
し
て
い
た
ら' 

自
分
た
ち
の
父
と
母
が 

河
の
深
み
に
は
ま
っ
て
も
が
い
て
い
る
の
を
み
た
。
驚
い
た
兄
は
、

こ
れ
を
み
て
勇
敢
に
も
河
に
飛
び
こ
ん
で
両
親
を
救
お
う
と
し
た
。
 

が
、
や
が
て
力
尺
き
て
三
人
と
も
濁
流
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。

一
方' 

弟
は
、
沈
着
に
行
動
し
た
。
ま
ず
舟
を
借
り
て
河
に
漕
ぎ
出
し
、
溺 

れ
て
い
る
三
人
を
難
な
く
救
い
あ
げ
た
——

と
。
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や
や
図
式
的
な
嫌
い
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
聖
道
の
慈
悲
と
浄
土
の
慈
悲
の
「
か
は
り
め
」
を
分
か
り
や
す
く
説
い
た
寓
話
で
あ
る
。
 

浄
土
の
慈
悲
の
立
場
と
は
、
本
願
よ
り
さ
し
向
け
ら
れ
た
念
仏
と
い
う
船
に
乗
っ
て
、
難
度
海
を
渡
っ
て
ゆ
く
方
途
で
あ
る
。
そ
の
船
は
、
 

苦
悩
の
海
に
沈
む
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
を
救
い
あ
げ
て
く
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
聖
道
の
慈
悲
と
は
、
自
ら
海
に
飛
び
こ
み' 

自
力
で
、
苦 

海
に
沈
淪
す
る
人
々
を
救
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
難
行
で
あ
る
。

こ
の
ひ
と
は
、
も
し
か
す
る
と
、
他
人
を
救
う
以
前
に
自
か
ら
溺
死
し
て 

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ

如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き(

「
正
像
末
和
議
」
愚
禿
悲
歎
述
懐)

有
情
利
益
を
願
求
す
れ
ば
こ
そ
、
自
力
で
は
如
何
と
も
な
し
が
た
い
と
い
う
痛
苦
の
感
情
が
湧
き
上
っ
て
く
る
。

こ
の
親
鸞
の
懺
悔
は
、
 

そ
の
人
間
ら
し
い
誠
実
さ
を
か
え
っ
て
強
く
印
象
づ
け
る
。
十
代
、

二
十
代
と
比
叡
山
に
修
道
し
た
親
鸞
は
、
聖
道
の
慈
悲
を
体
現
す
る 

菩
薩
の
道
を
歩
ま
ん
と
し
た
。
そ
の
と
き
痛
切
に
頷
か
れ
た
の
は' 

聖
道
の
慈
悲
の
末
徹
ら
な
さ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
流
罪
を
経
て
、
 

聖
道
の
慈
悲
の
末
徹
ら
ぬ
こ
と
が
、

愈
々
痛
切
に
自
覚
さ
れ
た
。

「
し
か
れ
ば
念
仏
ま
ふ
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て 

さ
ふ
ら
う
」
。
浄
土
の
一
門
の
み
、
「わ
れ
ら
」
苦
悩
の
凡
夫
を
救
う
一
道
で
あ
る
——

。
東
国
で
開
始
さ
れ
た
念
仏
運
動
は
、

こ
の
剛
い 

信
念
に
支
え
ら
れ
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

註①
 

松
原
祐
善
『
正
像
末
和
讃
講
讃
』

一
九
八
〇
年
度
安
居
講
本
一
ニ
頁
。

②

『
三
貼
和
讃
講
義
』
大
谷
派
仏
教
学
会
編(
法
蔵
館)

四
頁
。
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⑥⑤④③⑨⑧ ⑦

多
屋
頼
俊
『
和
讃
史
概
説
』(
法
蔵
館)

一
六
五
頁
。

『
増
補
最
後
の
親
鸞
』(
春
秋
社)

九
六
頁
。

松
野
純
孝
『
親
鸞
——

そ
の
行
動
と
思
想!

』(
評
論
社)

一
七
ハ
頁
。

泉
恵
機
「
下
類
と
共
な
る
親
鸞
」
『
同
朋
』(
東
本
願
寺
出
版
部)

一
九
ハ
ハ
年
九
月
号
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
ば
へ
の
着
眼
は
、

一
九
六

「
建
議
」
に
始
ま
る
と
い
う
。
な
お
そ
の
「
建
議
」
は
、
『
同
和
問
題
資
料
』(

真
宗
大
谷
派
同
和
推
進
本

“
) 

六
九
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

最
近
河
田
光
夫
氏
は
、
従
来
の
学
説
を
整
埋-

批
判
し
、
親
鸞
が
と
も
に
交
わ
っ
た
人
々
の
社
会
層
を
被
差
別
民
で
あ
る
と
す
る
新
し
い
視
点
を 

ヘ
示
さ
れ
て
い
る
。
参

照

「
親
鸞
と
被
差
別
民
」(

『
文
学
』
岩
波
書
店)

一
九
八
五
年
七
、

一
〇
号
、

一
九
八
六
年
一
、
三
、
五
号
。
 

平
雅
行
「
中
世
的
異
端
の
歴
史
的
意
義
——

異
端
教
学
と
荘
園
制
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
—!

」(
『
史
林
』
ニ
ハ
三
巻
三
号
。

哲
学
者
の
花
崎
皋
平
氏
の
つ
ぎ
の
こ
と
ば
が
想
起
さ
れ
る
。

「
自
分
と
他
人
と
を
区
別
し
て
い
た
優
劣
の
壁
が
く
ず
れ
、
自
他
と
も
に
一
塊
の
石
で
あ
り
、
形
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
だ
け
の
ア 

ト
ム
で
あ
る
こ
と
に
真
に
気
づ
い
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
う
ま
れ
る
最
初
の
感
情
は' 

き
っ
と
〈
や
さ
し
さ
〉
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

で
あ
ろ
う
」
。
(
『
生
き
る
場
の
哲
学
』
岩
波
新
書
十
頁)

私
は
、
親
鸞
の
思
想
と
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
文
脈
の
な
か
か
ら
、
親
鸞
の
「
い
し
，
か
は
ら
・
つ
ぷ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
の
自
覚
内
容 

が
端
的
に
開
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
少
な
か
ら
ず
驚
き
を
覚
え
た
。

『
聞
思
室
日
記
』
続

々
(

コ
マ
文
庫)

ハ
二
頁
。

社
会
学
者
の
中
根
千
枝
氏
は
、
日
本
人
の
行
動
様
式
の
特
徴
と
し
て
、

「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
グ
ルI

プ
意
識
の
強
調
を
挙
げ
、

特
別
の
親
愛
関 

、

同
類
意
識
を
あ
ら
わ
す
「
私
た
ち
」
と
い
う
概
念
と
そ
れ
を
対
置
し
て
い
る
。
参

照

『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』(
講
談
社
新
書)

三
七
頁
。

『
大
無
量
寿
経
講
義
』(

曾
我
量
深
講
義
集
第
三
巻,

弥
生
書
房)

ニ
ニ
入
頁
。

52


