
本

願

の

行

者

!

入
出
二
門
の
源
泉!

安 

田 

理 

深 

世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、

一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。
 

無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
。

こ
の
二
句
は
『
願
生
偈
』
だ
と
、
初
め
の
二
句
で
す
。
初
め
の
二
句
は
、
こ
れ
は
『
願
生
偈
』
で
は
序
分
に
な
る
の
で
す
。
文
章
の
形 

式
か
ら
は
序
分
で
あ
る
け
れ
ど
、
内
容
は
む
し
ろ
一
論
の
体
で
あ
る
。

一
心
と
い
う
こ
と
が
『
願
生
偈
』
全
体
と
い
う
も
の
の
体
を
な
し 

て
い
る
。

一
心
と
い
う
こ
と
を
、
願
生
の
信
心
と
い
い
ま
す
。
願
生
と
い
う
一
心
、

一
心
は
信
心
で
す
け
れ
ど
も
、
信
の
な
か
に
願
と
い 

う
も
の
が
あ
る
。
願
か
ら
起
こ
っ
た
信
心
だ
。
願
か
ら
起
こ
っ
た
信
心
で
あ
る
故
に
、
そ
の
信
心
の
な
か
に
願
と
い
う
問
題
を
持
っ
て
い 

る
。

つ
ま
り
願
と
い
う
も
の
が
信
を
生
か
し
て
い
る
。
信
の
生
命
力
だ
。
願
か
ら
起
こ
っ
た
信
心
で
あ
る
故
に
、
信
心
そ
の
も
の
に
願
と 

い
う
も
の
を
、
モ
メ
ン
ト(
契
機)

と
し
て
持
っ
て
お
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
だ
序
分
だ
け
が
一
心
で
は
な
い
、
『
願 

生
偈
』
全
体
が
一
心
だ
。

こ
う
い
う
意
味
で
親
鸞
は
、

世
親
菩
薩
の
一
心
と
い
う
の
を
「広
大
無
碍
の
一
心
」
と' 

こ
う
言
っ
て
い
る
。
 

『
入
出
二
門
偈
』
で
は
世
親
菩
薩
の
一
心
で
す
け
れ
ど
も
、
『
浄
土
論
』
に
返
し
て
見
れ
ば' 

世
親
菩
薩
自
身
が
「我
一
心
に
」
と'

「我
」 

と
い
う
こ
と
で
す
。

我
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
身
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

我
が
身
が
一
心
に
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「広
大
無
碍
の
一
心
」 

と
言
っ
た
ら
本
願
の
心
を
い
た
だ
い
/:
の

が

「広
大
無
碍
の
一
心
」
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

の

「広
大
無
碍
の
一
心
」
と
い
う
も
の
は
、
我



が
身
と
い
う
こ
と
、
宿
業
で
す
、
そ
れ
は
凡
夫
で
す
よ
。
そ
の
凡
夫
と
い
う
も
の
に
帰
ら
な
け
れ
ば
「我
一
心
」
と
い
う
の
は
完
結
で
き 

な
い
。
宿
業
の
身
と
い
う
も
の
、
そ
こ
が
本
願
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
場
所
な
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
「我
」
と
い
う
字
が
あ
る
。
 

世
親
菩
薩
が
『
願
生
偈
』
を
作
ら
れ
た
場
合
は
、
『
唯
識
論
』

を
作
っ
た
り
す
る
場
合
と
は
別
で
す
。

世
親
菩
薩
に
は
い
ろ
ん
な
論
が 

あ
る
。
千
部
の
論
師
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
論
家
の
な
か
の
論
家
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
龍
樹
菩
薩
も
論
家
で
す
け
れ
ど
も
、
論
家
の
な 

か
の
論
家
と
い
う
の
は
世
親
菩
薩
で
す
。
非
常
に
大
事
な
の
は
『
唯
識
論
』
で
す
。
け
れ
ど
も
『
唯
識
論
』
な
ど
に
は
「我
」
と
い
う
字 

は
使
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
『
願
生
偈
』
だ
け
に
は
『
浄
土
論
』

だ
け
に
は
、

「我
」
と
い
う
字
が
使
っ
て
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と 

を
一
々
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
し
て
調
べ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
本
願
と
い
う
も
の
に
立
っ
た
場
合
は
、
『
唯
識
論
』

の 

よ
う
な
学
問
的
な
論
と
ち
が
っ
て
、
む
し
ろ
世
親
菩
薩
が
ひ
き
出
さ
れ
る
面
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
勝
手
に
本
願
と 

い
う
も
の
に
も
帰
命
す
る
し
、
ま

た

『
唯
識
論
』
に
も
帰
命
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
本
願
と
い
う
場
合
に
は
他
の
場
合
と
違
う
の
で 

は
な
い
で
す
か
ね
。
何
か
本
願
の
方
か
ら
世
親
菩
薩
が
「汝
一
心
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
具
合
に
、
向
こ
う
の
方
か
ら
呼
び
出 

さ
れ
る
。
そ
う
い
う
時
に
「我
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
て
く
る
の
で
す
。
「汝
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
ひ
き
出
さ
れ
る
。
 

つ
ま
り
、
我
々
は
自
分
が
い
ろ
ん
な
事
に
、
世
間
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
。
世
間
生
活
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
の
で
す
。
も
っ
と 

内
容
的
に
言
え
ば
善
悪
の
二
つ
の
心
の
な
か
に
、
は
か
ら
い
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
わ
け
だ
。
我
 々

は
自
分
と
い
う
も
の
を
考
え
た
事
が
な
い
。
だ
か
ら
あ
な
た
が
た
で
も
、
「あ
な
た
は
誰
だ
」
と
聞
が
れ
る
と
困
る
。
「女
で
す
」
と
か
、
 

「婆
だ
」
と
か
、
「在
家
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
た
っ
て
、
そ
ん
な
者
は
い
く
ら
で
も
お
る
。
そ
こ
に
は
「汝
」
が
い
な
い
。
 

「安
田
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で'

「安
田
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「汝
」
と
い
う
も
の
を
何 

も
持
っ
て
い
な
い
。
我
々
が
自
分
で
思
っ
て
い
る
の
は
我
執
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
と
言
え
ば
我
執
、
な
い
と
言
え
ば
た
だ
世
間
の
な
か
に 

埋
没
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
我
執
や' 

ま
た
分
別
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
も
の
の
な
か
か
ら
、
自
分
と
い
う
も
の
が
ひ
き
出
さ
れ
る
。
 

そ
う
い
う
よ
う
な
自
分
と
い
う
も
の
は
、
本
来
み
な
持
つ
と
る
わ
け
で
す
。
本
来
の
自
己
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
こ
の
自
己
の
な
い
人
間



は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
我
々
の
場
合
は
、
自
己
が
何
か
い
ろ
ん
な
も
の
に
よ
っ
て
心
の
な
か
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
本
来
の
自
己
、
本 

来
の
自
己
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
近
い
と
こ
ろ
で
言
い
ま
す
と
、
親
鸞
は
『
涅
槃
経
』
を
見
て
、

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
経
文 

を
引
い
て
お
ら
れ
る
。
「信
心
仏
性
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。

あ
あ
い
う
よ
う
な
言
葉
で
表
わ
さ
れ
た
の
が
、

つ
ま
り
本
来
の
自 

己
な
ん
で
す
。

け
れ
ど
も
、
『
涅
槃
経
』
自
身
も
語
っ
て
お
る
よ
う
に
、
我
々
は
本
来
の
自
己
が
な
い
の
で
は
な
い
。

本
来
な
い
も
の
な
ら' 

い
く
ら 

呼
び
出
し
て
も
呼
び
か
け
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
埋
も
れ
て
い
る
の
で
す
、
死
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

一
遍
死
ん
だ
も
の
は
生
き
返
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
埋
没
し
て
い
る
わ
け
だ
。
我
執
が
あ
る
か
ら
で
す
。
我
々
は
我
執
の
た
め
に
自
分 

と
い
う
も
の
を
執
着
し
て
い
る
。
我
を
執
し
て
い
る
た
め
に
か
え
っ
て
執
の
な
か
に
我
が
隠
れ
て
し
ま
う
。

清
沢
先
生
に
も
「自
己
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

あ
ん
な
問
い
を
起
こ
し
た
人
は
、

徳
川
時
代
に
は
な
か
っ
た
。
「自
己
と 

は
何
か
」
「我
と
は
何
か
」
と
、
こ
う
問
え
と
。
し
か
し
問
わ
れ
て
み
る
と
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
遠
い
話
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
、
デ
カ 

ル
ト
と
い
う
人
が
い
る
。
近
代
の
思
想
と
い
う
の
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
「我
思
う
、
だ
か
ら
我
が
あ
る
」 

と
、
自
己
発
見
、
こ
こ
に
も
我
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
自
己
を
発
見
し
て
い
る
の
で
す
。
清
沢
先
生
の
「自
己
と
は
何
ぞ 

や
」
と
い
う
思
想
の
根
底
に
も
、
デ
カ
ル
ト
の
背
景
が
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
我
々
か
ら
出
発
し
て
我
々
が
我
々
自
身
を
見
出
し
た
。
 

そ
し
て
、
唯
識
の
学
問
と
い
う
の
は' 

デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
学
問
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
「我
思
う
、

だ
か
ら
我
が
あ
る
」
と
、
そ
う 

い
う
問
題
を
離
れ
る
と
い
う
と
信
仰
と
い
う
も
の
も
独
断
に
な
る
の
だ
。

つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
は
疑
う' 

我
と
は
何
か
と
疑
っ
て
み
る
。
疑 

う
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
も
の
を
疑
う
の
で
は
な
い
。
あ
や
し
い
も
の
を
ど
う
だ
ろ
う
か
と
疑
う
の
で
は
な
い
、
あ
た
り
ま
え
だ
と 

思
っ
て
い
る
も
の
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
だ
。
も
う
疑
う
必
要
が
な
い
、
も
う
あ
た
り
ま
え
だ
と
、
自
明
な
話
だ
と
、
こ
う
い
う
も
の
を
疑 

っ
て
み
る
。
そ
う
い
う
時
に
疑
い
と
言
う
の
で
す
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
場
合
で
も
リ
ン
ゴ
が
落
ち
た
と
い
う
。
何
百
年
、
何
千
年
昔
か
ら
り 

ン
ゴ
が
木
か
ら
上
が
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
。
リ
ン
ゴ
が
落
ち
る
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
、
誰
も
そ
れ
を
疑
っ
て
い
た
も
の
は
な
い
。



と
こ
ろ
が
そ
の
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
疑
い
を
も
っ
た
。
「何
故
落
ち
る
」
か
。

自
明
だ
と
思
う
も
の
を
疑
う
。

疑
え
る 

も
の
を
疑
う
の
で
は
な
い
、
ほ
っ
と
け
ば
疑
え
な
い
も
の
を
疑
う
。
そ
こ
に
疑
う
と
い
う
こ
と
は
思
想
の
事
業
に
な
る
。
あ
え
て
疑
う
の 

で
す
。
根
本
的
に
検
討
す
る
の
で
す
。
根
源
か
ら
改
め
て
見
る
の
だ
。
我
々
は
我
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
我
と
い
う
の 

は
リ
ン
ゴ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
「我
と
思
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
我
は
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
、
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
だ
。
そ 

う
い
う
も
の
で
初
め
て
、
我
が
我
を
知
る
と
い
う
自
覚
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
す
。

信
心
と
い
う
も
の
も
、
 

や
は
り
自
覚
と
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
す
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
、
自
覚
を
超
え
て
自
覚
を
包
む
問
題
で
す
ね
。
 

デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
、

疑
い
を
超
え
て
疑
い
を
包
む
。

親
鸞
は
、
「疑
蓋
無
雑
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
。

一
心
と
い
う
の
は
疑
蓋 

無
雑
の
心
だ
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
「信
巻
」
の
初
め
に
「
し
ば
ら
く
疑
問
を
至
し
て
つ
い
に
明
証
を
出
だ
す
」
と
、
疑
問
を
起
こ
し 

た
と
、
 

こ
う
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
ま
す
。
や
は
り
疑
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
そ
う
い
う
意
味
の
信
心
と
い
う
も
の
は
独
断
的
な
信
心 

で
は
な
い
。
疑
い
を
持
つ
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。

「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
と' 

そ
れ
は
裏
に
本
願
の
呼
び
か
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
呼
び
か
け 

も
な
し
に'

「我
は
何
ぞ
や
」
と' 

こ
う
言
っ
て
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
裏
に
呼
び
か
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
勝 

手
に
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
わ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
え
て
問
う
と
言
う
が
、
あ
え
て
問
う
よ
う
に
問
わ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
だ 

か
ら
し
て
「我
と
は
何
ぞ
や
」
と
言
う
。
我
と
い
う
も
の
は
か
く
か
く
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え 

ば
、
我
と
は
主
体
性
を
持
っ
た
も
の
だ
と
か
、
あ
る
い
は
自
由
な
人
格
で
あ
る
と
か' 

そ
れ
が
本
当
の
我
と
い
う
も
の
だ
と
か
、
そ
ん
な 

定
義
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
我
と
い
う
の
は
呼
び
出
さ
れ
た
後
で
知
る
も
の
だ
。
つ
ま
り
定
義
と
い
う
も
の
は
、
本 

来
知
っ
て
い
る
も
の
を
改
め
て
吟
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
考
え
と
い
う
も
の
に
合
う
場
合
「う
ん
、
そ
う
だ
」
と
こ 

う
言
う
。
「我
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
答
え
ら
れ
た
場
合
に
、
「う
ん
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
な
ら
わ
し
も
頷
く
」
と
こ
う
い
う
よ 

う
に
答
え
る
。
そ
れ
は
定
義
と
い
う
の
だ
。



親
鸞
の
場
合
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
考
え
た
通
り
が
答
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
考
え
て
い
な
か
っ
た
自
分 

が
答
え
ら
れ
る
。
夢
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
出
遇
っ
た
の
だ
。
そ
う
い
う
時
に
は
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に 

正
確
で
す
。
「お
前
と
は
こ
れ
だ
ろ
う
」
と
言
う
。

つ
ま
り
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
自
己
を
知
る
。

自
己
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
初
め
て
自
己
を 

知
る
。
も
と
も
と
知
っ
て
い
た
も
の
が' 

改
め
て
そ
こ
で
決
め
ら
れ
た
わ
け
で
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
事
で
す
。
予
定
通
り
に
自
己
が 

わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
予
定
通
り
に
自
己
の
考
え
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
考
え
た
自
己
で
は
な
い
。
自
己 

そ
の
も
の
だ
。
そ
れ
を
本
来
の
面
目
と
言
う
。
自
己
そ
の
も
の
だ
。
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
初
め
て
「あ
あ
こ
れ
で
あ
っ
た
の
か
」
と' 

こ
れ 

を
自
覚
と
言
う
の
で
す
。

「あ
あ
こ
れ
だ
っ
た
の
か
」

と
い
う
具
合
に
頷
く
の
が
自
覚
な
の
だ
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
呼
び
か
け
と
い
う 

意
味
が
あ
る
の
だ
。
「自
己
と
は
何
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、

頭
で
考
え
て
自
己
の
概
念
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。

自
己
そ
の 

も
の
に
出
遇
え
た
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
を
説
明
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
に
も
な
ら
な
い
。

我
と
い
う
字
は
何
か.
と
い
う
と' 

唯
識
学
で
は
主
で
す
。
我
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
常
一
主
宰
と
言
う
。
常
一
主
宰
と
い
う
具
合
に
定 

義
さ
れ
て
い
る
。
我
と
い
う
の
は' 

常
で
あ
り
ー
で
あ
り
主
で
あ
る
。
主
宰
と
い
う
字
は
支
配
と
い
う
意
味
で
す
。
支
配
さ
れ
る
も
の
は 

我
で
は
な
い
。

一
切
を
支
配
す
る
よ
う
な
も
の
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
す
。
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
昨
日
の
私
も
今
日
の
私
も
変
わ
ら 

な
い
も
の
、
 

そ
れ
が
常
で
あ
り
ー
で
あ
り
主
で
あ
る
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
す
。

そ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン(黑

!!

一
苕)

で
し
ょ
う
。
常
一
主 

宰
と
い
う
の
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
こ
と
の
訳
語
で
す
。
我
と
い
う
の
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
意
味
で
す
。
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
自
主 

性
、
あ
る
い
は
主
体
性
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
表
わ
す
言
葉
で
す
。

た
だ
ア
ー
ト
マ
ン
と
言
う
場
合
は
、
仏
教
で
は
無
我
と
言
っ
て
否
定
す
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
我
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で 

は
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
無
我
と
い
う
の
は
、
我
が
無
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
無
我
と
い
う
の
は
我
執 

を
否
定
す
る
言
葉
な
の
で
す
。
我
を
否
定
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
我
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
曾
我
先
生
は 

注
意
し
て
「無
我
で
す
ぞ
」
「我
無
じ
ゃ
な
い
で
す
ぞ
」
と
言
う
の
だ
。
「我
無
で
は
な
い
の
で
す' 

無
我
で
す
」
と
先
生
ほ
注
意
さ
れ
て



い
る
。
我
無
と
い
う
言
葉
は
な
い
の
で
す
。
漢
文
に
は
そ
ん
な
言
い
方
は
な
い
の
で
す
。
文
法
的
に
は
無
と
か
有
と
か
と
い
う
動
詞
は
必 

ず
主
語
の
上
に
く
る
。
我
無
と
い
う
言
葉
は
な
い
。

も
し
我
無
と
い
う
場
合
は
、

そ
の
次
に
も
う
一
つ
言
葉
が
い
る
。
「我
無
此
」
と
言 

え
ば
、
「我
は
こ
こ
に
無
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

我
が
無
い
と
い
う
場
合
に
は
、

無
は
上
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
無
と
い 

う
よ
う
な
言
葉
は
、
ち
ょ
っ
と
別
の
意
味
に
な
る
か
ら
、
曾
我
先
生
も
言
わ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
無
我
と
い
う
こ
と
は
我
無
と
い
う
こ 

と
と
は
全
然
別
の
事
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
我
無
と
い
う
意
味
で
、
我
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
無
我
と
い
う
の
は
我
と
い
う 

執
着
を
否
定
す
る
言
葉
な
の
で
す
。
我
自
身
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
「世
尊
我
一
心
」
と
言
え
な
い
。
「世 

尊
我
一
心
」
と
い
う
の
は
、
世
親
菩
薩
が
我
執
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
。
法
蔵
菩
薩
が
「設
我
得
仏
」
、
「設
い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
」
 

と
言
う
け
れ
ど
、
法
蔵
菩
薩
が
我
執
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
我
と
い
う
こ
と
も
否
定
し
た
な
ら
何
も
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

無
我
と
い
う
こ
と
を
や
か
ま
し
く
言
う
の
は
、
我
々
が
自
我
と
言
っ
て
い
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
我
執
で
あ
る
か
ら
だ
。
我
々
が
自
我
と
言 

っ
て
い
る
の
は
我
執
だ
。
無
我
の
真
理
に
目
覚
め
ず
し
て
我
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
む
し
ろ
そ
の
我
々
が
我
と
思
っ
て
い
る
も
の
を 

否
定
す
る
と
こ
ろ
に
本
当
の
我
が
あ
る
。
こ
う
い
う
具
合
に
な
る
。

ち
ょ
っ
と
話
が
面
倒
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
我
を
一
つ
の
存
在
と
す
れ
ば
、
阿
頼
耶
識
が
本
当
の
自
己
で
す
。
存
在
す
る
自 

己
だ
。
我
々
は
、
阿
頼
耶
識
だ
と
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
阿
頼
耶
識
は
末
那
識
に
よ
っ
て
我
と
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
我
執
と
い
う
の
は 

末
那
識
で
す
。
末
那
識
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
末
那
識
の
我
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
阿
頼
耶
識
の
我
に
接
す
る
。
我
々
に
は
阿 

頼
耶
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
。
阿
頼
耶
と
い
う
の
は
我
で
な
く
、
か
え
っ
て
無
我
な
の
で
す
。
阿
頼
耶
の
本
質
は
、
無
我
な
の
で
す
。
 

そ
の
よ
う
に
面
倒
な
の
が
我
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
世
親
菩
薩
の
唯
識
の
教
学
な
の
で
す
。
本
来
の
面
目
と
い
う
よ
う 

な' 

本
来
の
自
己
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
仏
性
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
 

世
親
菩
薩
に
も
『
仏
性
論
』
と
い
う
の
が
あ
る 

の
だ
か
ら
、
仏
性
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
性
と
い
う
場
合
と
阿
頼
耶
識
と
い
う
場
合
と
ち
よ
っ
と
違
う 

の
で
す
。
仏
性
と
い
う
の
は
理
で
す
。
仏
性
と
い
う
の
は
一
つ
の
真
理
な
の
で
す
。
人
間
は
い
か
に
宿
業
を
お
か
し
て
も
仏
性
自
身
を
失



っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
阿
頼
耶
識
は
自
己
な
ん
だ
。
阿
頼
耶
識
の
自
己
の
本
来
の
面
目
を
仏
性
と
い
う
。
阿
頼
耶
識
は
自
己
だ
。
阿
頼 

耶
で
あ
る
自
己
の
本
来
の
面
目
を
仏
性
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
の
で
す
。

親
鸞
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
「如
来
が
一
切
群
生
海
の
心
に
満
ち
満
ち
た
ま
え
り
」
、

一
切
群
生
海
の
心
に
満
ち
満
ち
た
ま
え
る
如
来
、
 

い
か
に
流
転
し
て
い
て
も
い
い
の
は
如
来
心
を
失
っ
て
い
な
い
。
た
だ
面
白
い
こ
と
は
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
そ
れ
が
見
え
な
い
。
安
楽
浄
土 

に
到
っ
て
初
め
て
そ
の
仏
性
を
見
る
。
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
此
の
世
界
で
仏
性
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
安
楽
浄
土
に
到
っ
て
初
め
て
仏 

性
を
見
る
。
こ
う
い
う
具
合
で
す
。
未
来
に
お
い
て
仏
性
を
見
る
。
仏
性
は
未
来
だ
け
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
今
も
あ
り
、
か 

っ
て
も
あ
り
、
未
来
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
見
え
な
い
と
い
う
だ
け
だ
。
雲
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
雲
が
晴
れ
て
見
え
る
ん
だ
。
雲
が
晴
れ 

て
青
い
空
が
見
え
る
け
ど' 

そ
の
晴
れ
た
時
が
青
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
曇
っ
た
時
も
青
か
っ
た
。
青
い
の
が
見
え
な
か
っ
た
だ
け
だ
。
 

雲
が
晴
れ
て
青
い
空
が
見
ら
れ
る
、
青
い
空
を
見
れ
ば
初
め
か
ら
青
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
青
い
と
い
う
の
は
空
の
本
来 

の
面
目
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
意
味
だ
。

未
来
の
浄
土
と
い
う
け
れ
ど
、
近
く
言
え
ば
本
願
で
す
。
本
来
の
自
己
と
い
う
も
の
が
な
い
者
は
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
本
来
の
自
己 

が
見
え
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
我
々
は
本
願
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
向
こ
う
の
方
か
ら
、
本
願
の
方
が
「我
に
来
た
れ
」
と
、
こ
う
い
う 

具
合
に
ね
、
本
願
が
我
に
呼
び
返
す
の
で
す
。
我
々
は
本
願
に
お
い
て
初
め
て
自
己
に
接
す
る
。
本
願
を
離
れ
れ
ば
、
自
己
に
接
す
る
こ 

と
は
で
き
な
い
。
永
遠
の
未
来
た
お
い
て
接
す
る
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
永
遠
の
未
来
が
現
在
に
な
っ
て
い
る
の
を
本
願
と
言
う
。
浄 

土
は
永
遠
の
未
来
の
世
界
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
の
未
来
の
浄
土
が
現
に
我
々
に
心
境
と
し
て
開
か
れ
る
。

「世
尊
我
一
心
」

と
い
う
と 

こ
ろ
に
、
未
来
の
浄
土
が
未
来
の
浄
土
と
い
う
こ
と
を
改
め
ず
し
て
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
。
本
願
を
離
れ
れ
ば
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

本
願
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
初
め
て
自
分
に
接
す
る
。
本
来
の
自
分
だ
。
こ
う
い
う
具
合
に
言
わ
れ
て
ま
す
。

「世
尊
我
一
心
」
と
い
う
こ
と
は
序
分
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
が
全
体
で
す
。
全
体
が
一
心
の
内
容
で
す
。
第
四
行
目
の
「彼
の
世
界
を



観
ず
る
に
辺
際
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ず
っ
と
展
開
し
て
い
る
の
は
、

一
心
と
い
う
も
の
に
開
か
れ
た
心
境
を
明
ら
か
に
し
て
い 

く
。
我
々
は
宿
業
の
身
だ
け
れ
ど
、
宿
業
の
身
と
い
う
も
の
が
本
願
に
よ
っ
て
一
心
と
い
う
も
の
を
開
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
如
来
の
世
界 

が
展
開
し
て
く
る
。
我
が
身
は
凡
夫
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
我
が
身
に
如
来
の
世
界
が
開
か
れ
る
。
だ
か
ら
穢
土
に
い
な
が
ら
穢
土
を
超
え 

る
の
で
す
。
穢
土
を
や
め
て
如
来
の
世
界
と
い
う
も
の
に
触
れ
る
の
で
は
な
い
。
穢
土
に
お
い
て
穢
土
を
離
れ
ず
し
て
如
来
の
世
界
に
触 

れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
。

こ
の
前
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
『
浄
土
論
』
と
比
較
し
て
み
る
と
い
う
と
文
の
順
序
が
異
な
っ
て
き
ま
す
。
『
浄
土
論
』
で
は
、

「世
尊 

我
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
の
が
第
一
行
で
、
次

に

「我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
が
第
二
行
で
す
。
と
こ
ろ
が
『
入
出 

二
門
偈
』
で
は
第
二
行
が
一
番
初
め
に
置
い
て
あ
る
。

「我
修
多
羅
真
実
功
徳
の
相
に
依
り
て
」
を
一
番
初
め
に
置
い
て
あ
る
。

そ
こ
が 

ち
よ
っ
と
ち
が
う
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
前
何
遍
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
何
遍
も
言
っ
た
け
れ
ど
大
事
な
の
だ
か
ら
何
遍
言
っ
て
も
い
い
。
速
く
本
を
読
ん
だ
っ
て
ど
う 

も
な
る
も
の
で
も
な
い
。
何
遍
も
繰
り
返
し
、
 

皆
さ
ん
と
一
緒
に
読
ん
で
い
く
。
三
行
程
読
む
の
に
一
年
も
か
か
っ
て
い
る
。
昨
日
読
ん 

で
い
た
ら
、
ま
た
新
し
い
こ
と
が
よ
う
や
く
、
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
学
問
と
い
う
の
は
読 

む
よ
り
他
に
手
は
な
い
。
読
ま
ず
に
頭
を
動
か
し
て
経
典
を
解
釈
し
た
り
す
る
か
ら
間
違
い
が
起
こ
っ
て
く
る
。
本
を
読
む
の
は
ど
う
し 

て
読
ん
だ
ら
よ
い
か
と
い
う
と
、
読
む
と
い
う
こ
と
が
本
を
読
む
方
法
な
の
だ
。
読
む
と
い
う
こ
と
が
読
み
方
な
の
だ
。
繰
り
返
し
て
読 

む
。
考
え
で
も
っ
て
読
む
の
で
は
な
い
。
考
え
を
捨
て
て
読
む
。
そ
う
す
る
と
そ
こ
に
本
当
の
考
え
が
出
て
く
る
。
初
め
か
ら
考
え
を
入 

れ
る
と
勝
手
な
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
思
い
を
捨
て
て
何
遍
で
も
読
む
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
間
に
自
ず
か
ら
何
か
感
応
し
て
く
る
。
 

書
い
た
人
の
心
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
書
い
た
人
の
心
を
感
じ
る
ま
で
、
読
み
抜
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

つ
ま
り
読
む
と
い
う
の
は
ど 

う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
同
じ
と
こ
ろ
を
何
遍
も
読
ん
で
い
て
も
、
蓄
音
機
を
聴
く
の
と
同
じ
で
、
読
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
。
読
む 

と
い
う
こ
と
は
読
む
ご
と
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
読
む
こ
と
に
な
ら
な
い
。
読
む
ご
と
に
変
わ
る
の
で
す
。
新
し
い
意
味
が
増
え
て
く
る
。



そ
れ
が
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
じ
こ
と
な
ら
何
十
遍
読
ん
で
も
同
じ
こ
と
だ
、
読
み
を
し
て
い
な
い
。
心
が
通
ず
る
、
つ
ま
り
よ 

く
言
わ
れ
る
言
葉
で
言
え
ば
感
応
道
交
す
る
ま
で
読
む
の
で
す
。

こ
こ
に
は
出
て
い
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
『
願
生
偈
』

で
言
い
ま
す
と
「我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相 

説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応
」
と
、
 

「相
応
」
と
い
う
字
が
出
て
お
る
。
教
と
相
応
す
る
、
相
応
と
い
う
こ
と
が
『
願
生
偈
』
の
第
二
行
目
に
出
て
お
る
。
『
入
出
ー 

ー
門
偈
』
で 

は
そ
の
第
二
行
が
第
一
行
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
第
二
行
の
半
分
だ
け
で
、
あ
と
半
分
は
引
い
て
な
い
。
「我
、
修
多
羅
真
実
功
徳
の 

相
に
依
る
」
、
そ
し
て
『
願
生
偈
』
を
説
い
て
、
つ
ま
り
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
っ
て
『
願
生
偈
』
を
作
る
。
『
願
生
偈
』
を
作
る
こ
と
に 

よ
っ
て
修
多
羅
の
精
神
に
相
応
し
た
い
と' 

こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
『
願
生
偈
』
を
作
る
。

つ
ま
り
『
願
生
偈
』
を
何
故
作
る 

か
と
い
う
意
味
を
表
わ
さ
れ
た
、
こ
れ
が
第
二
行
目
の
意
味
だ
。
や
は
り
こ
れ
は
『
願
生
偈
』
の
序
分
の
意
味
だ
。
そ
こ
に
相
応
と
い
う
字 

が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
感
応
道
交
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
経
の
言
葉
を
反
復
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て' 

教
の
精
神
に
相
応
す
る
。
 

教
の
意
に
相
応
す
る
。
意
だ
。
経
は
何
か
言
葉
で
語
っ
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
経
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
繰
り
返
し
読
む
こ
と
に
よ
っ 

て
、
そ
の
意
に
相
応
す
る
。
読
む
時
は
努
力
し
て
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
い
加
減
に
読
ん
で
は
い
け
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ 

の
意
、
そ
の
精
神
に
な
る
と
い
う
と
、
努
力
を
超
え
て
い
る
。
向
こ
う
の
方
か
ら
響
い
て
く
る
。
向
こ
う
の
方
か
ら
出
て
く
る
。
読
む
方 

は
こ
ち
ら
か
ら
読
む
。
こ
ち
ら
か
ら
読
む
努
力
を
徹
底
し
て
い
く
と
、
最
後
に
は
向
こ
う
の
方
か
ら
響
い
て
く
る
。
向
こ
う
の
方
か
ら
響 

く
ま
で
こ
ち
ら
は
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
努
力
に
よ
っ
て
努
力
を
超
え
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
向
こ
う
の
精
神
が
こ
ち
ら
へ
響 

い
て
く
る
。
こ
れ
が
感
応
道
交
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
相
応
と
言
う
の
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
で
な
い
と
実
は
「論
」
と
は
言
え
な 

い
の
で
す
。
『
無
量
寿
経
』
に
依
っ
て
こ
の
『
論
』
を
作
る
。
経
は
世
尊
の
教
え
で
す
し
、
論
は
世
親
菩
薩
の
言
葉
で
す
け
れ
ど
、
位
は
違 

う
け
れ
ど
、
そ
こ
に
や
は
り
師
弟
一
味
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
仏
の
意
を
自
分
の
我
流
に
解
釈
し
た
の
で
な
い
。
我
流
で
は
い
け
な
い
の 

で
す
。
打
て
ば
響
く
。
「北
山
に
雲
あ
れ
ば
南
山
に
雨
」
と
い
う
よ
う
な
わ
け
で
す
。

世
尊
が
う
た
え
ば
、
世
親
は
立
っ
て
舞
う
、

と
い 

う
わ
け
だ
。
打
て
ば
響
く
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
よ
う
な
境
地
で
す
。



曾
我
先
生
が
よ
く
本
願
成
就
の
文
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
世
親
の
一
心
と
い
う
の
は
、
本
願
成
就
の
一
心
、
願
が
成
就
し
た
信
心 

と
い
う
、
 

こ
れ
が
大
事
な
の
だ
。
本
願
成
就
の
文
と
い
う
の
は
皆
さ
ん
知
っ
と
る
よ
う
に
「其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃 

至
一
念
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
あ
れ
が
真
宗
教
学
の
基
礎
で
す
。
あ
そ
こ
か
ら
親
鸞
教
学
が
出
発
す
る
。
真
実
の
教
と
い
う
の
は
、
 

本
願
成
就
の
文
を
真
実
の
教
と
言
う
の
で
す
。
真
実
の
教
と
い
う
の
は
『
大
無
量
寿
経
『
全
体
が
真
実
の
教
と' 

そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
み 

た
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
「如
是
我
聞
」
か
ら
全
部
真
実
の
経
典
と
言
っ
て
み
た
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
本
願
成
就
の
経
文
と
い
う
も
の
が
、
下 

巻
の
始
め
の
方
に
あ
る
。
そ
れ
が
真
実
と
い
う
の
だ
。
そ
こ
に
立
場
を
置
く
の
だ
。
本
願
に
立
場
を
置
く
の
で
は
な
い
。
本
願
成
就
と
い 

う
と
こ
ろ
に
立
場
を
置
く
。
本
願
の
方
は
こ
れ
を
浄
土
真
宗
と
言
う
。
浄
土
真
宗
を
開
く
に
は
真
実
の
教
が
な
い
と
い
け
な
い
。
真
実
の 

教
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
を
開
く
。
だ

か

ら

「教
巻
」
に

『
大
無
量
寿
経
』
を
掲
げ
て
「真
実
之
教 

浄
土
真
宗
」
と
あ
る
の
で
す
。
真
実 

の
教
に
立
っ
て' 

そ
こ
に
浄
土
真
宗
を
開
く
。

法
然
上
人
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
『
観
無
量
寿
経
』

の
教
え
で
は
浄
土
真
宗
は
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
観
経
』 

に
よ
っ
て
は
で
き
な
い
。

し
か
し
浄
土
真
宗
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
、

選
択
本
願
で
す
か
ら
、

法
然
上
人
で
す
。

つ
ま
り
法
然
上
人
は 

『
観
経
』
を
超
え
た
の
で
す
。
『
観
経
』
を
超
え
て
選
択
本
願
と
、

浄
土
真
宗
と
言
わ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も' 

法
然
上
人
の
教
学
の
方 

は
ど
う
も
何
か
『
観
経
』
の
残
滓
を
残
し
て
お
る
。
お
こ
こ
ろ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
法
然
上
人
の
安
心
と 

い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
安
心
は
個
人
的
な
も
の
で
す
。
自
分
が
い
た
だ
い
た
領
解
と
い
う
も
の
は
。
し
か
し
、
 

教
学
は
公
の
も
の
で
す
か
ら
、
教
学
の
上
に
立
っ
た
ら
法
然
上
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
遠
慮
す
る
わ
け
に
い
か
ん
の
で
す
。
教
学
は
公
の
問 

題
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
立
場
か
ら
言
う
と
、
法
然
上
人
の
教
学
に
は
ま
だ
『
観
経
』
の
残
滓
が
あ
る
。
教
学
が
完
成
し
て
い
な
い
。
せ
っ 

か
く
浄
土
真
宗
、
選
択
本
願
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
選
択
本
願
の
教
学
が
完
成
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
完
成
す
る
た 

め
に
、
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
を
作
っ
た
。
そ
れ
が
真
実
教
の
学
だ
。
真
実
教
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
き
た
。
そ
れ
が
つ
ま
り
本
願
成 

就
の
文
で
す
。
世
親
菩
薩
の
『
願
生
偈
』
は
、
世
親
菩
薩
の
体
験
さ
れ
た
本
願
成
就
の
文
な
の
で
す
。
こ
れ
に
立
っ
て
本
願
と
い
う
も
の



を
開
い
て
き
た
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

第
二
行
と
言
っ
て
も
、
第
二
行
の
前
の
半
分
が' 

初
め
に
出
し
た
「我
依
修
多
羅
」
で
す
。

こ
の
文
章
を
み
て
い
る
と
、
『
浄
土
論
』 

に
よ
っ
て
『
入
出
二
門
偈
』
が
出
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
親
鸞
が
『
浄
土
論
』
を
ご
覧
に
な
る
場
合
は
、
直
接
に
『
浄
土
論
』
に
依
る 

と
い
う
よ
り
曇
鸞
大
師
の
解
釈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ

か

ら

「
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
と
い 

う
の
も
、
『
浄
土
論
』
で

は

「尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
と
言
う
の
で
す
。
「
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
 

と
い
う
の
は
曇
鸞
の
解
釈
で
す
。
し
か
し
無
碍
光
を
否
定
し
た
わ
け
で
な
い
か
ら
、
次

に

「無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
」
と
無
碍
光
と 

不
可
思
議
光
と
両
方
相
照
ら
し
て
い
る
。
『
浄
土
論
』
で
は
無
碍
光
、
曇
鸞
・
大
師
で
は
不
可
思
議
光
で
す
。
不
可
思
議
光
と
い
う
こ
と
も
実 

は

『
浄
土
論
』
に
あ
る
の
で
す
。
「
不
可
思
議
カ
を
成
就
す
る
が
故
に
」
と
い
う
言
葉
が
『
浄
土
論
』

に
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
曇
鸞 

は
そ
れ
を
取
り
出
し
て
、

次

に

「
五
種
の
不
可
思
議
あ
り
」
と
い
う
こ
と
を
出
し
て
い
る
。
「
五
つ
に
は
仏
法
力
不
思
議
」
と
、

不
思
議 

と
い
う
こ
と
が
既
に
『
浄
土
論
』
に
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
、
五
種
の
不
思
議
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合 

に
は
、
不
思
議
と
い
う
意
味
も
非
常
に
顕
著
に
な
る
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
不
思
議
と
比
較
し
て
本
当
の
仏
法
の
不
思
議
と
い
う
も
の
が 

あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
み
な
曇
鸞
の
釈
が
入
っ
て
い
る
。

今
度
は
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
直
し
て
も
う
一
遍
読
み
直
し
て
見
る
と
、

曇
鸞
大
師
は
こ
の
第
二
行
を
解
す
る
部
分
で
、

「依
」

と
い 

う
字
を
注
意
し
て
い
る
。
「依
」
と
い
う
字
で
す
。

親
鸞
は
、
世
親
菩
薩
が7

心
帰
命
す
る
に
先
立
っ
て
「世
親
菩
薩
、

大
乗
修
多
羅
真 

実
功
徳
に
依
っ
て
」
と

「依
」
と
い
う
字
を
非
常
に
大
事
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
入
出
二
門
偈
』
で
第
二
行
を
先
に
出
さ
れ
た
意
味 

な
の
で
す
。

た

だ

『
浄
土
論
』
の
場
合
に
は
『
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
、
『
願
生
偈
』
を
作
る
根
拠
を
「依
」
と
言
っ
た
の
だ
。

そ
れ
を 

親

鸞

は

「
一
心
帰
命
の
依
」
と
、

一
心
帰
命
す
る
と
こ
ろ
の
依
と
し
て
呼
応
さ
せ
る
。
依
と
い
う
こ
と
も' 

単
に
修
多
羅
に
依
っ
て
『
願 

生
偈
』
を
作
る
と
い
う
な
ら
序
分
に
な
る
。
今
は
序
分
で
は
な
い
。
本
論
だ
。
だ
か
ら
、
修
多
羅
に
依
っ
て
一
心
帰
命
す
る
。
釈
尊
の
教 

え
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
の
本
願
に
帰
す
る
。
釈
尊
の
教
え
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。



本
願
成
就
の
経
文
は
、
釈
尊
の
教
え
な
の
で
す
。
本
願
成
就
の
文
が
真
実
の
教
と
い
う
の
は
、
釈
尊
の
教
え
だ
。
し
か
し
、
曾
我
先
生 

は' 

こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
「釈
尊
の
教
え
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
釈
尊
の
教
え
の
ま
ま
が
、

阿
難
の
領
解
な
の
だ
」
と' 

あ 

れ
は
阿
難
の
領
解
だ
。
阿
難
の
領
解
と
釈
尊
の
教
え
と
が
二
つ
あ
る
わ
け
で
な
い
。
む
し
ろ
、
阿
難
の
領
解
に
よ
っ
て
釈
尊
が
語
ら
れ
た 

の
で
は
な
い
か
。

向
こ
う
か
ら
言
っ
て
も
ら
う
わ
け
で
す
。

何
か
人
間
と
い
う
も
の
は
、
「自
分
か
ら
言
っ
て
み
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ 

と
を
言
わ
れ
て
も
言
え
な
い
、

胸
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
う
ま
く
言
え
な
い
と
き
が
あ
る
。

そ
う
い
う
時
に
、
「
お
前
の
言
お
う
と
す
る 

の
ほ
こ
う
だ
ろ
う
」
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
よ
う
に
釈
尊
が
答
え
、
教
え
て
下
さ
る
。

そ
れ
は
阿
難
の
領
解
を
蹴
と
ば
し
て
釈 

尊
が
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
阿
難
の
領
解
と
い
う
も
の
を
本
当
に
汲
み
取
っ
て
、
阿
難
の
体
験
と
い
う
も
の
を
釈
尊
が
汲
み
と
っ 

て
、
そ
し
て
釈
尊
の
言
葉
で
明
ら
か
に
し
て
下
さ
る
。
そ
の
よ
う
に
曾
我
先
生
は
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
に
言
っ
た
こ
と
と
別
で
は 

な
い
。
や
は
り
こ
の
こ
と
が
相
応
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
相
応
と
い
う
こ
と
が
、
優
婆
提
舎
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

と
こ
ろ
が
第
二
行
で
、
曇
鸞
大
師
は
「依
」
と
い
う
字
に
注
意
し
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
「依
」
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
れ 

は
第
二
行
は
序
分
に
あ
る
と
同
時
に
ま
た
序
分
を
超
え
た
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
行
も
第
二
行
も
ね
。
第
二
行
の
解
釈
に
人
と3

と 

二
つ
の
解
釈
が
あ
る
の
で
す
。
人
の
方
は
『
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
い
う
よ
う
に
、
優
婆
提
舎
の
意
義
を
成
ず
る
。
こ
れ
が
第
一
の
立
場
、
 

つ
ま
り
序
分
に
な
る
。

「修
多
羅
真
実
の
功
徳
に
依
っ
て
願
生
偈
を
説
く
」
、
『
願
生
偈
』

に
よ
っ
て
仏
教
と
相
応
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
 

簡
単
に
い
え
ば
修
多
羅
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
経
で
す
。
そ
し
て
相
応
と
語
ら
れ
る
の
は
教
え
で
す
。
こ
う
い
う
具
合
に
仏
経
に
依
っ
て 

仏
教
と
相
応
し
よ
う
と
。
仏
経
に
依
っ
て
仏
教
と
い
う
も
の
の
意
義
を
完
成
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
論
の
意
義
だ
。

つ
ま
り
経
か
ら
生 

ま
れ
て
、
し
か
も
教
の
事
業
を
完
成
し
て
い
く
の
で
す
。
経
か
ら
生
ま
れ
て
ま
た
教
を
生
み
出
し
て
い
く
。
仏
法
興
隆
と
い
う
事
業
が
論 

の
役
目
で
す
。
こ
う
い
う
意
義
と
い
う
も
の
を
成
就
し
て
い
る
、
こ
れ
は
文
字
通
り
で
、
こ
う
言
う
と
序
分
に
な
る
。
 

し
か
し
、
も
う
一
つ
序
分
で
な
い
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
が
大
事
な
の
で
す
。
序
分
で
あ
る
と
と
も
に
序
分
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
何



か
と
い
う
と
成
上
起
下
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
『
願
生
偈
』
と
い
う
の
が
、
全
体
五
念
門
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
を
表
わ
す
の
だ
。
こ
れ
は
『
入
出
二
門
偈
』
に
非
常
に
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
入
出
二
門
と
い
う
の
は
五
念
門
の
こ
と
で
す 

か
ら
ね
。
こ
れ
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
五
念
門
と
い
う
の
は
『
願
生
偈
』
を
解
釈
し
た
解
義
分
に
あ
る
。
解
義
分 

の
内
容
と
い
う
も
の
が
だ
い
た
い
言
う
と
五
念
門
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
『
浄
土
論
』
と
言
う
け
れ
ど
も
、
解
義
分
を
言
う
の
で
は
な
し
に 

『
願
生
偈
』
が
優
婆
提
舎
、
『
願
生
偈
』
が
論
の
体
だ
。
半
分
半
分
で
は
な
い
。

偈
が
本
体
だ
。

解
義
分
と
い
う
の
は
『
願
生
偈
』
と
い 

う
も
の
に
後
か
ら
加
え
た
の
で
は
な
い
の
だ
。
『
願
生
偈
』
の
中
に
含
ん
で
い
る
意
義' 

淹
含
の
義
、
『
願
生
偈
』

の
中
に
含
蓄
し
て
い
る 

意
義
だ
。
『
願
生
偈
』
の
中
に
既
に
含
蓄
し
て
い
る
意
義
を
取
り
出
し
て
明
ら
か
に
す
る
、
 

そ
れ
を
解
義
と
言
う
。

だ
か
ら
『
願
生
偈
』 

の
方
が
総
説
分
、
全
体
な
の
だ
。
半
分
半
分
で
は
な
い
。
偈
の
方
が
全
体
な
の
だ
。
あ
と
で
散
文
で
述
べ
て
あ
る
解
義
分
の
方
は
、
偈
の 

中
に
含
ん
で
い
る
意
味
を
取
り
出
す
。
取
り
出
す
時
に
、
問
答
し
て
取
り
出
す
の
だ
。
問
答
の
形
、
「問
う
て
日
く
」
「答
え
て
日
く
」
と 

い
う
形
で
取
り
出
す
の
だ
。
半
分
半
分
で
は
な
い
。
全
体
と
部
分
の
関
係
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
曇
鸞
大
師
は
『
願
生
偈
』
を
解
釈
す
る
時
に
解
義
分
を
通
す
。
『
願
生
偈
』
の
中
に
含
ん
ど
る
意
義
を
解
義
分
に
説
い
て
あ
る 

の
だ
か
ら
、
解
義
分
を
通
し
て
『
願
生
偈
』
を
見
る
と
い
う
の
は
当
然
で
す
。
し
た
が
っ
て
『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
が' 

一
体
ど
う
い 

う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
る
た
め
に
は
、
解
義
分
か
ら
振
り
返
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
だ
。
そ
う
す
る
と
、
 

こ
こ
に
五
念
門
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
、
五
念
門
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
『
願
生
偈
』
を
解
釈
す
る
。
 

こ
こ
で
大
事
な
の
は
『
願
生
偈
』
は
願
心
で
す
。
願
生
の
一
心
で
す
か
ら
、
そ
の
願
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
、
五
念
門
の 

行
と
い
う
の
で
す
。
行
を
も
っ
て
願
を
説
く
の
で
す
。
行
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
事
な
意
味
で
は
な
い
で
す
か
。
こ
れ
は
親
鸞
の
教
学 

の
場
合
に' 

非
常
に
大
事
な
意
味
に
な
っ
て
く
る
。
信
心
と
か
願
心
と
か
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
心
だ
け
を
考
え
る
と
い
う
と
、
観
念 

論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
『
浄
土
論
』

と
い
う
も
の
が
や
か
ま
し
く
言
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
で
す
。

心
と
い
う
け
れ
ど
観
念
論
だ
。
 

そ
れ
が
さ
っ
き
言
っ
た
主
体
性
に
お
け
る
問
題
だ
。
「世
尊
、
 

我
」
と
言
っ
た
け
れ
ど
も' 

た
だ
世
親
菩
薩
の
主
観
の
考
え
を
述
べ
た
と



い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
願
を
自
分
流
に
解
釈
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
 

主
観
を
破
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
し
て
教
え
の
ま
ま
が
領
解
な
の
で
す
。
主
観
を
破
っ
て
い
る
、
主
観
を
破
っ
た
主
体
な
の
だ
。
天
親 

菩
薩
の
一
心
と
い
う
も
の
は
、
主
観
を
破
っ
た
主
体
と
い
う
意
味
だ
。
そ
こ
に
行
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
。
行
と
い
う
も
の
を
持
っ
て 

い
る
、
こ
れ
が
大
事
な
の
で
す
。

行
と
い
う
の
が
何
故
要
る
か
と
言
う
と
、
生
活
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
行
と
い
う
も
の
を
、
や
か
ま
し
く
言
う
の
は
生
活
と 

い
う
意
味
で
す
。

信
仰
と
い
う
の
は
信
仰
生
活
だ
。
「わ
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
話
で
は
な
い
の
で
す
。

願
に
生
き
る
と
い
う
生
活
が
な 

け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
仏
法
が
興
隆
せ
ん
の
は
何
故
か
と
い
う
と
、
生
活
が
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
信
仰
的
実
存
と
い
う
も
の
を
、
 

仏
教
の
言
葉
で
は
行
者
と
い
う
。
鈴
木
大
拙
は
、
禅
者
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 

こ
ち
ら
の
方
で
は
、
念
仏
者
と
、
こ
う 

言
う
。
広
く
言
え
ば
行
者
な
の
で
す
。
禅
も
念
仏
も
行
者
な
の
で
す
。
真
言
宗
で
は
阿
闍
梨
と
言
い
ま
す
。

阿
闍
梨
、

イ
ン
ド 

語
で
言
う
な
ら
で
す
。
ア
ー
チ
ャ
リ
ヤ
ー
と
い
う
と
行
者
、
こ
れ
は
実
存
で
す
。
だ
か
ら
信
者
で
あ
っ
て
は
駄
目
な
の
だ
、
行
者
で
な
い 

と
。
信
者
は
観
念
論
で
は
な
い
か
。
人
間
業
で
は
駄
目
で
す
。
建
物
が
あ
っ
て
も
、
金
集
め
を
し
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
信
者
で 

な
く
行
者
で
な
い
と
駄
目
な
ん
だ
。
行
者
的
人
間
で
す
。
こ
れ
は
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
、
 

信
仰
的
実
存
に
生
き
る
行
者
で
す
。
行
者
と 

い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
一
般
的
に
言
え
ば
、
レ
ー
ベ
ン
デ(

1
し
8 ^

才)

で
す
。
こ
れ
が
一
番
い
い
。
生
活
者
で
す
。
仏
道
の
生
活
者
で
す
。
 

レ
ー
ベ
ン
デ
と
い
う
の
が
行
者
で
す
。

つ
ま
り
行
者
と
い
う
こ
と
は
、
私
生
活
を
超
え
る
と
い
う
意
味
だ
。
信
者
な
ら
、
仏
教
に
対
し
て 

興
味
が
あ
る
関
心
が
あ
る
と' 

そ
う
い
う
も
の
が
信
者
で
す
。
行
者
と
い
う
も
の
は
公
な
の
だ
。
自
己
関
心
を
超
え
て
本
願' 

如
来
の
精 

神
に
生
き
る
と
い
う
の
だ
。
公
生
活
者
だ
。
念
仏
者
と
言
わ
な
く
て
も' 

仏
教
に
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
普
通' 

世
間
で
は
宗
教
は 

私
事
だ
。
政
治
・
経
済
・
社
会
と
区
別
し
て
、
宗
教
と
は
私
事
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
逆
な
の
だ
。
私
事
に
過
ぎ
ん
よ 

う
な
宗
教
を' 

観
念
論
と
言
い
ま
す
。
信
者
宗
教
で
す
。

マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
を
否
定
す
る
。
本
当
の
宗
教
と
い
う
も
の
は 

行
者
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
公
人
で
す
。



さ
て
、
成
上
起
下
と
い
う
こ
と
は
五
念
門
の
問
題
で
す
。
『
浄
土
論
』
と
い
う
の
は
文
章
を
超
え
て
い
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
論
と
言 

っ
て
も
「如
是
我
聞
」
か
ら
一
々
『
大
無
量
寿
経
』
の
文
句
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
文
句
を
超
え
て
い
る
の
だ
。
し
か 

し
、
で

は

『
大
無
量
寿
経
』
と
無
関
係
な
事
を
勝
手
に
言
っ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
文
句
を
超
え
て
、
文
句
の 

本
当
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
が
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
経
典
の
文
句
を
超
え
て
、
経
典
の
文
句
の
本
当
の
意
味 

を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
い
う
も
の
が
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
で
す
。
同
じ
世
親
菩
薩
の
論
で
も
、
経
典
の
文
句
を
一
々
て
い
ね
い
に 

解
釈
し
て
い
る
論
も
あ
る
の
で
す
。
『
十
地
経
論
』
と
い
う
の
は
、
綿
密
に
経
典
の
文
句
を
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
『
浄
土
論
』 

は

『
大
無
量
寿
経
』
の
論
と
言
う
け
れ
ど
、
別

に

『
大
無
量
寿
経
』
の
文
句
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
文
句
を
超
え
た
精
神
を
明 

ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
句
を
超
え
た
精
神
と
言
っ
て
も' 

文
句
に
よ
っ
て
文
句
の
本
当
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
う 

い
う
意
味
で
『
浄
土
論
』
を
五
念
門
と
い
う
も
の
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば' 

当
て
は
ま
る
と
い
う
の
で
す
。

成
上
起
下
と
い
う
の
は
『
願
生
偈
』
の
文
章
に
お
け
る
五
念
門
に
つ
い
て
言
う
の
で
す
。
最
初
の
一
行
と
次
の
一
行
、
そ
し
て
次
の
二 

十
一
行
、
そ
れ
か
ら
一
番
最
後
の
行
で
す
。
文
章
の
上
で
偈
文
が
こ
う
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
初
め
の
一
行
を
上
と
言
い
、
三 

行
目
か
ら
を
下
と
言
う
。
第
二
行
目
は' 

上
を
う
け
て
下
を
展
開
す
る
。
上
を
う
け
て
下
を
起
こ
す
、
と
い
う
の
は
、
上
と
下
が
切
れ
て 

い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
五
念
門
と
は
、
初
め
の
一
行
が
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
、
三
行
目
か
ら
が
観
察
で
す
。
 

最
後
の
一
行
が
回
向
だ
。
し
か
し
こ
の
第
二
行
は
、
五
念
門
の
中
に
な
い
。
上
を
う
け
て
下
を
起
こ
す
、
と
い
う
意
味
を
一
応
こ
の
第
二 

行
は
持
っ
て
い
る
。
全
体
は
五
念
門
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
が
、
第
二
行
の
隠
れ
た
意
義
だ
。
こ
の
よ
う
に
結
合
す
る
の
だ
。
序
分
だ
と 

言
え
ば
、
切
れ
る
の
で
す
。
序
分
な
ら
初
め
の
二
行
ま
で
が
序
分
で
、
三
行
目
か
ら
本
論
で
す
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
第
一
行
も
、
 

本
論
な
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
第
一
行
は
三
門
を
含
ん
で
い
る
。
第
二
行
は
上
と
下
を
結
合
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
い
う
意
義
を
表
わ 

す
の
が
第
二
行
の
役
割
な
の
だ
。
全
体
を
本
論
と
し
て
結
合
す
る
。
こ
れ
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
初
め
の
二
行
は
序
分
に
な
っ
て
し
ま 

う
。
こ
の
第
二
行
は
序
分
の
意
味
と
、
ま
た
全
体
を
表
わ
す
意
味
と
二
つ
あ
る
。



『
願
生
偈
』
を
配
当
す
れ
ば
、

一
応
五
念
門
に
配
当
で
き
る
。
配
当
で
き
る
か
ら
五
念
門
だ
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は 

な
い
。
精
神
か
ら
言
え
ば' 

五
念
門
の
行
と
い
う
も
の
が
『
願
生
偈
』
全
体
の
背
後
に
あ
る
の
だ
。
配
当
で
き
る
か
ら
五
念
門
だ
、
と
言 

う
の
で
は
な
い
。
配
当
で
き
な
く
て
も
五
念
門
な
の
で
す
。

つ
ま
り' 

こ

の
『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
は
、
世
親
菩
薩
の
一
心
を
述
べ
ら 

れ
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
世
親
菩
薩
の
生
活
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
本
願
に
生
き
た
生
活
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味 

で
す
。
生
活
の
報
告
な
の
だ
、
生
活
も
な
し
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
生
活
の
記
録
だ
。
内
面
生
活
の
記
録
な
の
だ
。
 

だ
か
ら
配
当
す
れ
ば
配
当
で
き
る
。
そ
れ
で
五
念
門
を
置
く
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
第
二
行
目
は
成
上
起
下
の
意
味
を
も
つ
。

「何
所
依,

何
故
依
，
云
何
依
」

と' 

曇
鸞
大
師
は
五
念
門
に
配
当
す
る
と
き 

に

は

「依
」
と
い
う
字
に
注
意
す
る
の
で
す
。
前
に
述
べ
た
「優
婆
提
舎
の
義
を
成
ず
る
」
と
き
に
は
あ
ま
り
大
し
て
「依
」
と
い
う
字 

を
注
意
し
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
成
上
起
下
の
と
き
は
、
 

非
常
に
深
い
注
意
を
「依
」
と
い
う
字
に
注
い
で
い
た
。
そ
れ
を
親
鸞 

は
読
み
取
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
も
「世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
に
依
っ
て
」
と

「依
」
と
い
う
字
が
非
常
に
大
事
だ
。
 

「依
」
と
い
う
よ
う
な
字
は
、

依
他
起
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、

仏
教
の
学
問
で
は
非
常
に
大
事
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
 

「依
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
『
成
唯
識
論
』
に
、
依
と
所
依
と
は
違
う
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
依
と
所
依
と
を
混
乱
し
て
は
い
か
ん 

と
、
こ
う
い
う
事
を
『
唯
識
論
』
の
中
で
非
常
に
や
か
ま
し
く
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
依
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
依
他
起
で
す
。
こ
こ
で 

は
何
か
根
拠
だ
ね
。
根
拠
と
い
う
場
合
に
所
依
と
言
う
。
依
他
起
も
依
る
の
だ
け
れ
ど
も' 

根
拠
に
す
る
の
だ
か
ら
依
る
の
だ
け
れ
ど
も 

「広
く 

一
切
に
依
っ
て
因
縁
に
依
る
」
と
い
う
場
合
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
「所
依
」
は
非
常
に
厳
密
な
意
味
に
な
る
。
こ
ち

ら(

依 

他
起)

は
広
い
意
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

と
に
か
く
、
依
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
あ
る
が
、
注
意
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「ど
こ
に
依
る
の
か
、
何
故
依
る
の
か
、
ど 

う
依
る
の
か
」
と
い
う
内
容
を
き
っ
ち
り
と
押
さ
え
て
、
吟
味
し
て
い
る
。
我
々
は
、

「修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
り
て
」
と
ダ
ラ
ー
と 

読
ん
で
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
「修
多
羅
に
依
る
」
と
い
う
意
味
が
、
「何
に
依
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。



「
ど
こ
に
依
る
か
」
と
言
う
と
修
多
羅
に
依
る
の
だ
。

「何
故
依
る
の
か
」
と
言
う
と
、
真
実
だ
か
ら
依
る
の
だ
。
依
ら
ざ
る
を
得
な
い 

の
は
、
真
実
だ
か
ら
だ
。
「ど
こ
に
依
る
の
か
」
と
言
え
ば
、
修
多
羅
に
依
る
の
だ'

「何
故
依
る
の
か
」
と
言
え
ば' 

真
実
が
そ
こ
に
あ 

る
、
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

だ
か
ら
、

「真
実
功
徳
を
説
き
た
ま
え
る
修
多
羅
に
依
る
」
と
い
う
よ
う
に
返
っ
て
訓
む
。

も
し
、
 

そ
う
い
う
注
意
が
な
い
と
、

「修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
っ
て
」
と
ダ
ラ
ー
と
読
ん
で
し
ま
う
。

真
実
の
功
徳
を
説
か
れ
た
世
尊
の
、

そ 

の
真
実
と
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
だ
。
本
願
の
真
実
を
説
い
て
下
さ
れ
た
釈
尊
の
教
説
に
依
る
と' 

こ
う
い
う
意
味
に
な
る
。
二
尊 

に
お
依
り
に
な
る
。
教
説
が
釈
尊
、
本
願
が
阿
弥
陀
仏
で
す
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
「依
」
と
い
う
字
は
、
「何
故
依
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば'

「真
実
功
徳
相
」
ま
で
か
か
っ
て
い
る
。
「何
所
依
」 

の
方
は
そ
う
で
な
く
て
「修
多
羅
」
に
だ
け
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

と
こ

ろ
が

「
云
何
依
」

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「ど
う
依 

る
の
か
」
と
言
う
と
、
「説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応
」
ま
で
か
か
っ
て
く
る
。
文

章
で

は

「依
」

と
い
う
の
は
「真
実
功
徳
相
」
ま
で
し 

か
か
か
ら
な
い
。
「
云
何
依
」
と
い
う
話
に
な
れ
ば
「依
」
と
い
う
も
の
は
『
論
』

の
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。

曇
鸞
は
、
「ど
う
依
る
の
か
」
と
い
う
と
五
念
門
の
行
に
よ
っ
て
依
る
と
言
う
。
世
親
で
は'

「説
願
偈
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
か
ら 

『
願
生
偈
』
を
作
っ
て
依
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
曇
鸞
で
言
え
ば
五
念
門
の
行
で
す
。

五
念
門
の
生
活
に
よ
っ
て
依
る
。
「説
い
て
依 

る
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
「説
く
」
と
い
う
こ
と
が
行
な
の
だ
。
世
親
菩
薩
で
は
、
『
願
生
偈
』
を
説
く
と
い
う
こ
と
が
行
な
の
だ
。
こ
の 

こ
と
は
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
で
は
、
五
念
門
と
言
う
と
説
い
て
あ
る
意
味
の
内
容
だ
と
思
う
の
で
す
。
『
願
生
偈
』 

に
説
い
て
あ
る
文
章
の
意
味
が
五
念
門
で
あ
る
、
五
念
門
と
い
う
も
の
を
『
願
生
偈
』
は
説
い
た' 

と
こ
う
大
体
考
え
る
の
で
す
。
説
い 

て
あ
る
言
葉
の
中
の
意
味
と
し
て
五
念
門
が
あ
る
と
。

し
か
し' 

曇
鸞
は
逆
だ
。
『
願
生
偈
』
を
説
く
こ
と
が
五
念
門
の
中
に
あ
る
。

そ 

れ
が
五
念
門
の
行
な
の
で
す
。
そ
こ
が
ち
ょ
っ
と
違
う
の
だ
。

ち
ょ
う
ど
、

マ
ル
ク
ス
が
こ
う
言
っ
て
い
る
。
我
々
の
多
く
の
哲
学
、
観
念
論
と
い
う
哲
学
は
、
世
界
を
解
釈
し
て
い
る
哲
学
だ
。

マ 

ル
ク
ス
で
は
、
そ
の
世
界
を
変
革
す
る
の
が
哲
学
だ
。
世
界
を
解
釈
す
る
よ
う
な
哲
学
は
観
念
論
だ
。
自
分
の
哲
学
は
世
界
を
変
革
す
る



哲
学
だ
。
学
問
が
社
会
変
革
の
武
器
だ
と
言
う
の
だ
。

つ
ま
り
学
問
が
実
践
な
の
だ
。
社
会
変
革
の
実
践
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
、
世
親 

菩
薩
も
南
無
阿
弥
陀
仏
か
ら
、
経
を
読
み
、
思
索
し
、
論
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
菩
提
心
に
立
っ
て
や
っ
て
い
る
の 

で
す
。
菩
提
心
が
な
け
れ
ば
、
名
利
で
は
な
い
か
。
学
問
し
て
も
名
利
で
は
な
い
か
。

一
つ
の
坊
主
業
で
は
な
い
か
。
宗
教
ブ
ロ
ー
カ
ー 

で
は
な
い
か
。
世
親
菩
薩
が
『
浄
土
論
』
を
作
っ
た
時
に
は
、
卒
業
論
文
を
書
い
た
り' 

博
士
論
文
を
書
い
て
る
よ
う
な
つ
も
り
で
は
な 

い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
仏
教
を
研
究
し
て
、
研
究
と
い
う
も
の
で
名
利
を
求
め
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
そ
う
で
な
く
て. 

本
願
に
奉
仕
し
て
い
る
の
で
す
。
『
浄
土
論
』
と
い
う
の
は
本
願
を
行
じ
て
お
る
の
で
す
。
仏
法
興
隆
の
た
め
に
論
が
作
ら
れ
た
。
仏
教 

興
隆
の
事
業
な
の
だ
。
公
な
の
で
す
。

(
木
筋
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
七
日
、
 

岐
卓
集
慈
光
会
主
傕
の
『
入
田
二̂

偏
』
の
会
は
為
け
る
誰
護
の
前
半
の
錨
隊
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る-
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