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一　

楽　
　
　

真

は 

じ 

め 

に

　

こ
ん
に
ち
は
。
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
一
楽
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
、
こ
の
春
季
講
演
会
が
一
年
延
び
ま
し
て
、
今
年
も
ど
う
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

先
ほ
ど
学
長
の
お
話
に
も
あ
っ
た
通
り
、
五
木
寛
之
先
生
が
こ
ち
ら
に
来
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
、
何
と
か
実
現
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
去
年
出
し
た
講
題
を
そ
の
ま
ま
今
年
も
か
か
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
感
染
拡
大
す
る
中
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
訊
か
れ
た
こ
と
の
一
つ
に
「
仏
教
は
、
こ
の
現
実
問
題
に
ど
う
応

え
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
病
気
を
ど
う
に
か
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
期
待
す
る
声
で
あ
る
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わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
う
問
題
に
仏
教
は
ど
う
応
答
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
法
然
上
人
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）、
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
）
が
本
当
に
大
事
に
な
さ
っ
た
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」、
念
仏
申
す
と
い
う
教
え
が
、
昨
今
、
甚
だ
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ
わ
せ
ま
し
て
、
私
な
り
に
、
念
仏

申
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
人
間
に
何
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
と
思
っ
て
、
今
日
の

講
題
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

口
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
称
え
て
も
何
も
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
批
判
す
ら
お
寄
せ
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、

親
鸞
聖
人
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。
こ
れ
を
改
め
て
尋
ね
て
み
た
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
一
枚
、
簡

単
な
資
料
を
お
届
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
沿
い
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一　

仏
と
の
出
遇
い

　

ま
ず
「
仏ぶ
つ

と
の
出で

遇あ

い
」
と
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
念
仏
と
い
う
の
は
「
仏
を
念お
も

う
」「
仏
を
念

ず
る
」
と
い
う
字
を
書
き
ま
す
が
、
果
た
し
て
仏
を
知
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
な
の
で
す
ね
。
仏
を
知
ら
ず
に
仏
を
念
う
こ
と
は

で
き
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
よ
く
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
こ
と
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
仏
に
遇

っ
た
こ
と
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
仏
を
念
じ
て
い
ま
す
と
か
、
仏
を
信
じ
て
い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
方
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
仏
を
信
じ
て
お
ら
れ
る
の
か
。
ど
う
い
う
仏
を
念
じ
て
お
ら
れ
る
の
か
。
そ
こ
を
確
か
め
な
い
と
そ
も
そ
も

念
仏
と
い
う
こ
と
自
体
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
が
教
え
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
結
論
的
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
口
で
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
発
音
を
す
れ
ば
念
仏
だ
と
い
う
話
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
念お
も

わ
れ
て
い
る
仏
は
、
本
当
の
仏
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
念
仏
の
前
提
に
あ
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

阿
難
に
起
こ
っ
た
出
遇
い

　

一
つ
の
例
と
し
て
、
お
釈
迦
様
の
弟
子
で
あ
り
ま
し
た
阿あ

難な
ん

（
ア
ー
ナ
ン
ダ
）
の
こ
と
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

響こ
う

流る

館か
ん

を
入
っ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
に
、
本
校
の
卒
業
生
で
も
あ
り
ま
す
畠
中
光
享
先
生
の
絵
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ゴ
ー
ダ

マ
・
ブ
ッ
ダ
が
お
歩
き
に
な
っ
て
い
る
絵
で
、
ブ
ッ
ダ
の
後
を
歩
い
て
い
る
の
が
阿
難
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
お
釈
迦
様
に
随
っ
て
旅

の
お
供
を
し
て
い
た
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
旅
の
お
供
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
釈
迦
様
が
お
話
を
さ
れ
る
時
に
は
い
つ
も
隣
に
い

る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
阿
難
は
一
番
お
釈
迦
様
の
説
法
を
聞
い
た
人
と
し
て
「
多
聞
第
一
（
多
く
聞
く
こ
と
右
に
出
る
も
の
は
な

い
）」
の
弟
子
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
阿
難
は
、
お
釈
迦
様
の
お
心
に
な
か
な
か
気
づ
け
な
い
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
お
釈
迦
様
が
あ
ま
り
に

も
立
派
で
し
た
の
で
、
阿
難
は
、
自
分
は
到
底
及
ば
な
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

お
釈
迦
様
は
、
誰
も
が
迷
い
を
超
え
て
生
き
生
き
と
生
き
る
道
、
こ
れ
を
説
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
人
間
が
迷
い
苦
し
む
の
に
は
法

則
が
あ
る
。
そ
れ
を
超
え
て
い
く
に
も
法
則
が
あ
る
、
そ
の
法
則
を
見
出
さ
れ
て
説
い
て
お
ら
れ
た
の
が
お
釈
迦
様
な
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
お
釈
迦
様
は
個
人
的
な
能
力
で
覚
っ
た
と
か
、
経
歴
が
す
ご
い
と
か
、
そ
う
い
う
話
で
は
全
く
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
阿
難
は
、
お
覚
り
を
開
く
な
ん
て
い
う
の
は
自
分
に
は
夢
の
ま
た
夢
だ
、
到
底
及
ば
な
い
、
仏
陀
に
な
ん
か
な
れ

る
は
ず
は
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
様
が
い
く
ら
「
あ
な
た
も
仏
に
な
る
ん
だ
よ
」

と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
も
、
私
は
無
理
だ
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
間
的
に
は
謙
虚
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
俺
も
仏
に
な
る
ん
だ
」
と
言
う
よ
り
は
、「
私
な
ん
か
到
底
無
理
で
す
」
と
言
う
ほ
う
が
謙
虚
な
話
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
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は
、
お
釈
迦
様
か
ら
す
れ
ば
、「
あ
あ
、
阿
難
に
は
ま
だ
通
じ
な
い
か
。
ま
だ
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
い
う
思
い
を
ず
っ
と
抱
え

て
お
ら
れ
た
と
言
え
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
阿
難
が
改
め
て
お
釈
迦
様
に
出
遇
い
直
し
、
そ
の
本
当
の
お
心
に
気
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
が
、

『
仏
説
無
量
寿
経
』（
親
鸞
は
『
大
無
量
寿
経
』
と
呼
び
ま
す
）
で
す
。
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
の
「
教
巻
」
に
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
こ

こ
に
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
聖
、
我
が
心
に
念
言
す
ら
く
「
今
日
、
世
尊
、
奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
、
世
雄
、
仏
の
所
住
に
住
し
た
ま
え
り
。
今

日
、
世
眼
、
導
師
の
行
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
、
世
英
、
最
勝
の
道
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
、
天
尊
、
如
来
の
徳
を
行
じ
た

ま
え
り
。
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相あ

い

念
じ
た
ま
え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
、
な
き
こ
と
を
得
ん
や
。
何
が
故

ぞ
威
神
の
光
、
光
い
ま
し
爾
る
」
と
。（
中
略
）
仏
の
言
わ
く
「
善
い
哉
、
阿
難
、
問
え
る
と
こ
ろ
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
、
真
妙

の
弁
才
を
発お
こ

し
て
、
衆
生
を
愍
念
せ
ん
と
し
て
、
こ
の
慧
義
を
問
え
り
。
如
来
、
無む

蓋が
い

の
大
悲
を
以
て
三
界
を
矜こ

う

哀あ
い

し
た
ま
う
。

世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光こ

う

闡せ
ん

し
て
、
群
萌
を
拯す

く

い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲お

ぼ

し
て
な
り
。」

 

（「
教
巻
」
所
引
『
大
無
量
寿
経
』、『
真
宗
聖
典
』
一
五
三
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　
「
大
聖
」
は
お
釈
迦
様
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
阿
難
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
で
す
。「
今
日
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、「
今
日
の
お
釈
迦
様

は
い
つ
も
と
違
い
ま
す
ね
」
と
い
う
こ
と
を
五
回
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。「
今
日
」
が
五
回
出
て
き
ま
す
。
今
ま
で
と
は
違
う
見
方
で
お

釈
迦
様
を
仰
ぎ
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
傍
線
部
分
の
「
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
念
じ
た
ま
え
り
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
去
」
は
過
去
、「
来
」
は
未
来
、「
現
」
は
現
在
で
す
。
過
去
・
未
来
・
現
在
の
仏
様
と
い
う
の
は
、
お
互
い

に
念
じ
あ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
「
今
の
仏
」、
こ
れ
は
目
の
前
の
お
釈
迦
様
の
こ
と
で
す
が
、「
お
釈
迦
さ
ま
も
た
く
さ
ん
の
仏
を
念
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
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ね
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
何
気
な
い
言
葉
で
す
が
、
今
ま
で
阿
難
は
お
釈
迦
様
を
ど
う
見
て
い
た
か
と
言
っ
た
ら
、

お
一
人
の
素
晴
ら
し
い
お
方
と
し
て
、
仏
陀
は
上
の
ほ
う
に
お
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
お
釈
迦
様
は
、
実
は
あ

の
方
も
仏
に
な
る
、
こ
の
方
も
仏
に
な
る
、
昔
に
も
仏
は
お
ら
れ
た
、
今
現
在
も
ほ
か
の
世
界
に
仏
は
お
い
で
に
な
る
と
、
そ
の
た
く

さ
ん
の
仏
を
念
じ
て
い
る
お
方
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

特
に
過
去
の
仏
様
、
こ
れ
は
大
乗
仏
教
が
非
常
に
大
事
に
し
ま
す
。
お
釈
迦
様
か
ら
仏
教
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
お

釈
迦
様
の
前
に
も
た
く
さ
ん
の
目
覚
め
た
方
が
お
ら
れ
た
と
い
う
過
去
の
仏
と
い
う
思
想
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
現
在
も
、
他
方

仏
と
い
う
か
た
ち
で
、
イ
ン
ド
だ
け
で
な
く
て
ほ
か
の
世
界
に
も
た
く
さ
ん
の
仏
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
も
言
い
ま
す
。
未
来

の
仏
と
言
う
と
、
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
弥
勒
菩
薩
が
今
修
行
中
で
あ
り
ま
し
て
、
五
十
六
億
七
千
万
年
の
後
に
お
釈
迦
様
の
次
に
こ
の

世
に
あ
ら
わ
れ
て
仏
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
思
想
も
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
お
釈
迦
様
は
目
の
前
に
い
る
阿
難
も
必
ず
未
来
に
仏
に
な
る
存
在
だ
と
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

阿
難
は
、
自
分
は
能
力
が
足
り
な
い
、
ぜ
ん
ぜ
ん
ダ
メ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
お
釈
迦
様
は
、「
あ
な
た
も
仏
に
な
る
存
在
な
の

で
す
よ
」
と
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
迷
っ
て
い
る
人
間
も
た
だ
迷
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
ご
覧
に
な
ら
な
い
の
が
お
釈
迦

様
な
の
で
す
。
必
ず
迷
い
苦
し
み
傷
つ
け
あ
う
こ
と
を
超
え
て
、
仏
と
し
て
人
生
を
完
結
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
を
念
じ
て
お
ら

れ
た
の
が
お
釈
迦
様
な
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
阿
難
は
、
自
分
が
完
全
に
勘
違
い
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
わ
け
で
す
。
お
釈
迦
様
の
位
置
ま
で
の
ぼ
る
の

に
、
ど
れ
だ
け
か
か
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ど
ん
な
修
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
到
底
自
分
に
は
無
理
だ
と
思

っ
て
い
た
。
こ
の
思
い
が
砕
け
た
の
が
、
仏
と
の
出
遇
い
で
あ
り
ま
す
。

　

自
分
の
思
い
計
ら
っ
て
い
た
こ
と
、
自
分
が
予
定
し
て
い
た
こ
と
、
自
分
の
考
え
で
固
め
て
い
た
こ
と
、
も
う
ち
ょ
っ
と
言
え
ば
思
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い
込
み
・
決
め
つ
け
、
こ
れ
が
砕
か
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
起
こ
る
の
が
「
仏
と
の
出
遇
い
」
の
中
身
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
阿

難
は
お
釈
迦
様
の
顔
を
見
て
い
ま
し
た
し
、
何
遍
も
お
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
本
当
の
意
味
で
仏
と
は
出
遇
っ
て
い
な
か
っ
た
わ

け
で
す
。
改
め
て
出
遇
い
直
し
た
、
こ
れ
が
こ
こ
の
物
語
で
す
。

　

お
釈
迦
様
は
そ
れ
を
聞
き
ま
し
て
「
あ
な
た
の
問
う
た
と
こ
ろ
は
と
っ
て
も
大
事
だ
」
と
言
っ
て
自
分
の
一
番
の
願
い
を
語
る
。
そ

れ
が
次
の
傍
線
部
分
「
如
来
、
無む

蓋が
い

の
大
悲
を
以
て
三
界
を
矜こ
う

哀あ
い

し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光こ
う

闡せ
ん

し
て
、
群
萌
を

拯す
く

い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲お
ぼ

し
て
な
り
」
で
す
。「
我
」
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
「
如
来
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
お
釈
迦
様
お
一
人
で
な
く
て
、「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
如
来
は
迷
い
苦
し
む
衆
生
を
救
う
た
め
に
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ

た
の
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
の
中
に
出
て
き
た
理
由
は
、
仏
道
（
仏
教
の
教
え
）
を
開
き
あ
ら
わ
し
て
群
萌

を
救
い
、
恵
む
た
め
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
お
も
う
か
ら
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
順
序
が
大
事
で
す
。
阿
難
が
気
づ
い
て
い
な
い
時
に
お
釈
迦
様
が
、
た
と
え
ば
「
今
日
は
誰
も
が
仏
に
な
る
法
を
説
く
ぞ
。

誰
も
が
仏
陀
に
な
る
道
を
説
く
ぞ
」
と
言
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
で
も
阿
難
は
、
私
な
ん
か
は
無
理
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
遠
慮

を
す
る
わ
け
で
す
。
お
釈
迦
様
が
言
っ
た
こ
と
で
す
ら
聞
か
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
自
分
の
中
に
あ
る
思
い
込
み
が
き
つ
い
わ

け
で
す
。
な
か
な
か
厄
介
で
す
。
で
す
か
ら
仏
と
出
遇
う
、
こ
こ
に
仏
教
は
始
ま
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
本

当
の
出
遇
い
が
な
け
れ
ば
、
全
部
思
い
描
い
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。「
仏
さ
ん
と
は
こ
ん
な
お
方
だ
」「
こ
ん
な
救
い
を
く
れ
る
に
違

い
な
い
」
全
部
思
い
込
み
で
す
。
こ
れ
が
砕
け
る
の
で
す
。
如
来
出
世
の
大
事
（
本ほ
ん

懐が
い

、
正し
ょ
う　

意い

）
を
知
っ
た
阿
難
、
こ
れ
が
仏
教
の
ス

タ
ー
ト
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

親
鸞
は
こ
れ
を
『
教
行
信
証
』
の
冒
頭
の
と
こ
ろ
に
引
用
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
た
と
え
ば
仏
教
用
語
を
い

く
ら
駆
使
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
仏
教
と
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
仏
教
的
な
装
い
を
も
っ
て
語
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
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迷
い
傷
つ
け
あ
う
こ
と
を
超
え
る
道
と
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
で
す
。

出
遇
い
の
難
し
さ

　

も
う
一
つ
の
言
葉
を
読
み
ま
す
。
こ
れ
は
同
じ
「
教
巻
」
に
引
か
れ
る
『
平
等
覚
経
』
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

『
平
等
覚
経
』
に
言の
た
まわ

く
、
仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、「
世
間
に
優
曇
鉢
樹
あ
り
、
た
だ
実
あ
り
て
華
あ
る
こ
と
な
し
、
天
下

に
仏
ま
し
ま
す
、
い
ま
し
華
の
出
ず
る
が
ご
と
し
な
ら
く
の
み
。
世
間
に
仏
ま
し
ま
せ
ど
も
、
は
な
は
だ
値も

う
あう

こ
と
を
得
る
こ
と

難
し
。」

 

（「
教
巻
」
所
引
『
平
等
覚
経
』、『
真
宗
聖
典
』
一
五
四
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　
「
優う

曇ど
ん

鉢ば
っ

樹じ
ゅ

」
と
い
う
の
は
三
千
年
に
一
度
咲
く
と
言
わ
れ
る
優う

曇ど
ん

華げ

の
花
、
極
め
て
見
る
こ
と
が
難
し
い
お
花
、
遇
う
こ
と
が
で

き
な
い
お
花
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
た
と
え
に
出
し
ま
し
て
、
仏
に
遇
う
と
い
う
の
は
そ
れ
ぐ
ら
い
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

ま
す
。

　

傍
線
部
分
「
世
間
に
仏
ま
し
ま
せ
ど
も
、
は
な
は
だ
値も
う
あう

こ
と
を
得
る
こ
と
難
し
」、
こ
れ
は
、
お
釈
迦
様
が
お
出
ま
し
に
な
っ
た
時

代
（
今
か
ら
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
）
に
た
ま
た
ま
巡
り
合
わ
せ
な
か
っ
た
か
ら
、
仏
と
出
遇
い
難
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
釈
迦
様
が
お
ら
れ
て
も
遇
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
こ
れ
を
言
っ
て
い
る
言
葉
な
の
で
す
。

　

仏
に
出
遇
え
な
い
と
、
背
く
こ
と
す
ら
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
例
と
し
て
「
提
婆
達
多
」
の
名
前
を
挙
げ
ま
し
た
。
こ
の
方
お
一
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
陀
に
背
い
た
方
と
し
て
た
い
へ
ん
有
名
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
阿
難
の
お
兄
さ
ん
と
し
て
伝
え
る
文
献
も
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
兄
弟
で
も
違
う
の
で
す
。
弟
の
阿
難
は
遇
え
ま
し
た
。
お
兄
さ
ん
の
提
婆
達
多
は
遇
え
ず
じ
ま
い
。
そ
う
い
う
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。
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こ
れ
は
た
い
へ
ん
大
事
で
す
。
お
釈
迦
様
が
い
て
も
仏
に
遇
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
れ

ば
仏
教
が
わ
か
っ
た
の
に
と
い
う
、
そ
ん
な
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
て
も
、
仏
教
に
遇

え
ず
じ
ま
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

　

私
は
授
業
後
、
学
生
さ
ん
達
に
ど
ん
な
ふ
う
に
伝
わ
っ
た
か
確
認
す
る
た
め
に
感
想
文
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
話
を

さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
の
感
想
文
に
、「
お
釈
迦
様
も
百
発
百
中
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
と
思

い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
う
な
の
で
す
。
お
釈
迦
様
に
出
遇
っ
た
人
全
員
が
、
お
釈
迦
様
の
お
心
を
わ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

背
く
人
も
出
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
縁
が
整
う
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ぐ
ら
い
難
し
い
の
で
す
。

　

お
釈
迦
様
が
、
た
と
え
ば
人
の
心
に
手
を
突
っ
込
ん
で
悩
み
を
抜
く
の
な
ら
ば
、
お
釈
迦
様
が
救
い
主
で
す
。
で
も
そ
う
で
は
な
い

の
で
す
。
本
人
が
目
覚
め
て
い
く
、
そ
の
後
押
し
を
す
る
。
そ
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
お
言
葉
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
届
け
て
く
だ
さ

る
。
こ
れ
が
、
お
釈
迦
様
が
で
き
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
そ
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
目
覚
め
る
か
ど
う
か
は
、
厳
し
い
言
い
方
で
す
け

れ
ど
も
、
一
人
ひ
と
り
の
責
任
な
の
で
す
。
こ
れ
を
阿
難
と
提
婆
達
多
と
い
う
兄
弟
が
よ
く
わ
か
る
違
う
か
た
ち
で
見
せ
て
く
れ
た
。

こ
れ
は
、
私
は
た
い
へ
ん
大
き
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

二　

阿
弥
陀
仏
と
の
出
遇
い

　
「
仏
と
の
出
遇
い
」
が
仏
教
の
出
発
点
だ
と
申
し
あ
げ
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
様
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に
な
さ
る
中
で
、「
阿
弥
陀
」
と

い
う
名
前
を
大
事
に
な
さ
い
ま
す
。

　

イ
ン
ド
の
も
と
も
と
の
仏
教
に
詳
し
い
方
は
、「
阿
弥
陀
な
ん
て
い
う
の
は
後
か
ら
出
て
き
た
教
え
だ
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。「
ほ
か
か
ら
流
入
し
て
き
た
他
宗
教
の
影
響
も
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
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私
は
否
定
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
お
釈
迦
様
の
一
番
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
何
か
と
言
っ
た
ら
、
お
釈
迦
様
一
人
が
偉
い
方
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
誰

も
が
仏
に
な
る
法
則
・
道
筋
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
で
あ
り
ま
す
か
ら
、「
そ
れ
に
出
遇
い
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
を
勧
め
て

く
だ
さ
る
の
が
お
釈
迦
様
な
の
で
す
。
お
釈
迦
様
は
、「
阿
弥
陀
に
出
遇
え
」
と
い
う
教
え
を
残
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
っ
た

ら
、
お
釈
迦
様
に
遇
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
迷
い
を
超
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
お
釈
迦
様
の
顔
を
見
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
私

の
と
こ
ろ
に
来
い
」「
私
に
出
遇
え
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。「
阿
弥
陀
に
出
遇
え
」
と
い
う
ふ
う

に
お
っ
し
ゃ
る
。

　
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
の
発
音
を
漢
字
に
写
し
て
い
ま
す
が
、
意
味
は
「
無
量
寿
（
分
量
で
量
れ
な
い
寿い
の
ち）」
と
訳
さ
れ
ま
す
。

「
無
量
光
（
分
量
で
量
れ
な
い
光
）」
と
も
書
き
ま
す
。

　

我
々
は
日
頃
い
つ
も
分
量
で
量
っ
て
い
ま
す
。
勝
っ
た
か
負
け
た
か
。
得
か
損
か
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
生
き
て
い
る
価
値
が
あ
る
か

な
い
か
。
こ
こ
ま
で
量
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
お
釈
迦
様
が
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
世
界
は
、
ど
ん
な
命
も
誰
と
も
代
わ
れ
な
い
、
ど
ん

な
命
に
も
尊
さ
が
あ
る
世
界
で
す
。
こ
れ
を
イ
ン
ド
の
言
葉
で
は
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

阿
難
が
お
釈
迦
様
に
出
遇
っ
た
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
が
、
時
代
を
超
え
て
、
国
が
違
っ
て
も
、
誰
の
上
に
も
起
こ
る
と
い
う
こ

と
を
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
が
、「
阿
弥
陀
に
出
遇
う
」
こ
と
を
残
さ
れ
た
お
釈
迦
様
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。

「
阿
弥
陀
」
の
名
を
勧
め
る
釈
尊

　

次
に
二
つ
、
お
経
の
言
葉
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
先
ほ
ど
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
最
後
の
部
分
（
流る

通づ
う

分ぶ
ん

）

で
す
。
説
い
た
教
え
が
未
来
に
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
、
広
く
世
界
に
届
い
て
い
く
よ
う
に
、
流
通
し
て
い
く
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
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も
っ
て
説
か
れ
て
い
る
部
分
で
す
。

仏
、
弥
勒
に
語
り
た
ま
わ
く
、「
そ
れ
、
か
の
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
歓
喜
踊
躍
し
て
乃
至
一
念
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
当

に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は
大
利
を
得
と
す
。
則
ち
こ
れ
無
上
の
功
徳
を
具
足
す
る
な
り
。」

 

（『
大
無
量
寿
経
』
流
通
分
、『
真
宗
聖
典
』
八
六
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　

初
め
の
「
仏
」
と
い
う
の
は
お
釈
迦
様
で
す
。
釈
尊
が
、
自
分
の
次
に
こ
の
世
の
迷
い
苦
し
む
衆
生
を
救
う
、
大
乗
仏
教
で
大
事
な

役
割
を
担
う
弥
勒
菩
薩
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

傍
線
部
分
「
そ
れ
、
か
の
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
歓
喜
踊
躍
し
て
乃
至
一
念
す
る
こ
と
あ
ら
ん
」
で
す
。
阿
弥
陀
の
お
名

前
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
そ
こ
に
歓
び
を
持
っ
て
、
た
っ
た
一
遍
で
も
念
仏
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
乃

至
」
と
い
う
の
は
十
乃
至
二
十
と
か
百
乃
至
二
百
と
い
う
ふ
う
に
間
を
と
る
時
に
言
い
ま
す
。
一
か
ら
五
な
ら
一
乃
至
五
で
す
。
で
す

か
ら
こ
こ
で
は
、
た
っ
た
一
遍
で
も
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
っ
た
一
遍
で
も
阿
弥
陀
を
念
ず
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
大
き

な
利
益
を
得
る
。「
無
上
の
功
徳
」
を
具そ
な

え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
、
未
来
の
衆
生
の
救
い
を
担
う
弥
勒
に
対
し
て
「
あ
な
た
は
自
分
勝
手
に
や
り
な
さ
い
」
と
は
言
わ
な
い
と
こ
ろ

で
す
。「
大
事
な
の
は
こ
こ
で
す
よ
」「
要
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
「
阿
弥
陀
の
名
前
を
聞
き
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉

で
残
し
て
い
か
れ
た
。
私
ど
も
か
ら
す
る
と
、
釈
尊
の
遺
言
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
ま
い
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
大
事
に
し
て
お
ら
れ
る

世
界
を
「
阿
弥
陀
」
の
名
前
を
通
し
て
い
た
だ
い
て
い
け
ま
す
。

　
「
阿
弥
陀
」
と
は
、
物
差
し
で
量
れ
な
い
世
界
、
こ
れ
を
私
た
ち
に
伝
え
る
た
め
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
日
頃
、
良
い
悪
い
、
勝
っ
た

負
け
た
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
私
た
ち
に
対
し
て
、「
そ
ん
な
物
差
し
で
は
量
れ
な
い
世
界
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
か
？
」
と

呼
び
か
け
て
く
る
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
の
名
前
、
言
葉
の
持
っ
て
い
る
力
で
あ
り
ま
す
。
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今
日
は
隠
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
演
台
正
面
に
は
、
親
鸞
聖
人
が
大
事
に
し
た
「
歸
命
盡
十
方
無
碍
光
如
來
」
と
い
う
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
の
意
味
を
十
字
の
言
葉
で
あ
ら
わ
し
た
ご
本
尊
が
彫
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
も
と
は
、
こ
う
い
う
お
経
に
あ
る
の
で
す
。

　
「
名
号
を
聞
く
」、
名
前
を
聞
く
と
い
う
、
こ
こ
が
大
事
な
の
で
す
が
、
聞
く
と
な
る
と
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
詮
索
が
お
き
ま
す
。
本
当

に
聞
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
お
経
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
人
の
ほ
う
が
聞
く
度
合
い
が
深
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て

き
ま
す
。
私
た
ち
は
比
べ
る
と
い
う
根
性
が
抜
け
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
の
話
を
聞
い
て
も
、
阿
弥
陀
の
世
界
に
触
れ
て
も
、

ま
た
比
べ
合
う
。
そ
う
い
う
私
た
ち
に
対
し
て
、
あ
え
て
「
聞
く
」
と
い
う
言
葉
を
奥
に
引
っ
込
め
て
、「
名
前
を
称
え
る
だ
け
で
良

い
」
と
勧
め
た
の
が
、
こ
の
『
大
無
量
寿
経
』
を
受
け
た
『
観
無
量
寿
経
』
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　
『
観
無
量
寿
経
』
で
は
人
間
の
在
り
方
を
九
通
り
に
分
け
ま
し
て
、
こ
の
人
に
は
こ
う
い
う
道
が
あ
り
、
こ
の
人
に
は
こ
う
い
う
道

が
あ
る
と
い
ろ
い
ろ
な
道
筋
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
世
間
で
は
い
ろ
い
ろ
な
生
き
方
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
善
を
積
み
上
げ
て
こ

ら
れ
た
人
も
あ
る
。
社
会
的
に
も
の
す
ご
く
業
績
を
上
げ
て
こ
ら
れ
た
方
も
あ
る
。
そ
う
い
う
縁
が
な
く
て
一
生
懸
命
生
き
よ
う
と
思

っ
て
も
傷
つ
け
合
う
こ
と
ば
か
り
し
て
き
た
と
い
う
生
き
方
も
あ
る
。
で
も
大
事
な
の
は
、「
誰
の
上
に
も
、
阿
弥
陀
と
出
遇
い
さ
え

す
れ
ば
道
は
開
け
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
九
通
り
の
在
り
方
を
挙
げ
て
、
そ
こ
か
ら
阿
弥
陀
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て

そ
の
人
に
道
は
開
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
が
『
観
無
量
寿
経
』
の
九
通
り
の
人
の
在
り
方
を
勧
め
る
大
事
さ
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
を
「
九く

品ぼ
ん

」
と
言
い
ま
す
。

　

お
経
が
人
間
を
ラ
ン
ク
づ
け
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
一
言
で
言
う
な
ら
「
誰
も
が
平
等
に
救
わ
れ
ま
す
よ
」
と
言
え
ば
い

い
わ
け
で
す
。
で
す
が
「
誰
も
が
平
等
に
救
わ
れ
ま
す
よ
」
と
聞
い
て
も
、「
い
や
、
あ
ん
な
立
派
な
こ
と
を
し
て
き
た
人
と
私
と
は
違

う
で
し
ょ
う
」
と
か
、「
あ
れ
だ
け
仏
教
に
詳
し
い
人
と
お
経
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
人
と
は
違
う
で
し
ょ
う
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
、
こ
の
人
に
は
こ
う
い
う
道
が
あ
り
、
こ
の
人
に
は
こ
う
い
う
道
が
あ
る
と
、
い
ち
い
ち
具
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体
例
を
挙
げ
て
く
だ
さ
る
の
が
こ
の
九
通
り
の
人
の
生
き
方
な
の
で
す
。
大
事
な
の
は
、
ど
こ
に
で
も
阿
弥
陀
と
の
出
遇
い
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
道
が
開
か
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
言
「
み
ん
な
助
か
る
よ
」
と
言
っ
て
も

う
な
ず
か
な
い
人
間
を
見
越
し
て
、
こ
う
い
う
ラ
ン
ク
づ
け
が
あ
る
よ
う
な
価
値
観
の
上
で
説
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
引
き
ま
し
た
の
は
、
そ
の
九
通
り
の
在
り
方
の
最
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
番
上
は
「
上じ
ょ
う　

品ぼ
ん

」、
そ
し
て
「
中ち
ゅ
う　

品ぼ
ん

」、

「
下げ

品ぼ
ん

」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
・
中
・
下
が
あ
り
ま
し
て
、
合
計
で
九
通
り
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
次
に
挙

げ
ま
し
た
の
は
最
後
に
出
て
き
ま
す
「
下
品
下げ

生し
ょ
う」
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
に
善
を
作な

す
よ
う
な
縁
に
遇
わ
な

か
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。

仏
、
阿
難
お
よ
び
韋
提
希
に
告
げ
た
ま
わ
く
、「
下
品
下
生
と
い
う
は
、
あ
る
い
は
衆
生
あ
り
て
、
不
善
業
た
る
五
逆
・
十
悪
を
作

る
。
も
ろ
も
ろ
の
不
善
を
具
せ
る
か
く
の
ご
と
き
の
愚
人
、
悪
業
を
以
て
の
故
に
悪
道
に
堕
す
べ
し
。
多
劫
を
経
歴
し
て
、
苦
を

受
く
る
こ
と
窮き
わ

ま
り
な
か
ら
ん
。
か
く
の
ご
と
き
の
愚
人
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
善
知
識
の
、
種
種
に
安
慰
し
て
、
た
め
に
妙

法
を
説
き
、
教
え
て
念
仏
せ
し
む
る
に
遇
わ
ん
。
こ
の
人
、
苦
に
逼せ

め
ら
れ
て
念
仏
す
る
に
遑い
と
まあ
ら
ず
。
善ぜ
ん

友ぬ

告
げ
て
言
わ
く
、

「
汝
も
し
念
ず
る
に
能
わ
ず
は
、
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
」
と
。
か
く
の
ご
と
く
心
を
至
し
て
、
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十

念
を
具
足
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
せ
し
む
。
仏
名
を
称
す
る
が
故
に
、
念
念
の
中
に
お
い
て
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。」

 
（『
観
無
量
寿
経
』
下
品
下
生
段
、『
真
宗
聖
典
』
一
二
〇—

一
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　

初
め
の
「
仏
」
は
お
釈
迦
様
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
釈
迦
様
が
、
阿
難
と
『
観
無
量
寿
経
』
の
直
接
の
対
告
衆
で
あ
る
韋
提
希
に
対

し
て
お
告
げ
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
不ふ

善ぜ
ん

業ご
う

」
と
は
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
悪
で
す
。
傷
つ
け
合
う
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
き
た
。
不
善
業
の
第
一
番
目
、
殺
生
を
す

る
な
と
い
う
戒
め
を
破
っ
て
殺
生
を
し
て
生
き
て
き
た
。
噓
を
つ
く
な
と
言
わ
れ
て
も
噓
を
つ
い
て
生
き
て
き
た
。
そ
う
い
う
人
間
関
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係
を
壊
し
て
い
く
よ
う
な
在
り
方
（
十
悪
）
を
作
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
の
人
は
不
真
面
目
で
そ
う
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
の
で
す
。

　
「
も
ろ
も
ろ
の
不
善
を
具
せ
る
か
く
の
ご
と
き
の
愚ぐ

人に
ん

」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
悪
を
作
っ
た
の
で
す
か
ら
「
悪
人
」
と
書
い
て
も
よ

さ
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
は
「
愚
人
（
愚
か
な
人
）」
と
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
生
懸
命
生
き
る
中
で
傷
つ
け
合
っ
た
り
苦
し
め
合
っ

た
り
す
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
在
り
方
な
の
で
す
。
お
経
は
非
常
に
厳
密
だ
と
思
い
ま
す
。
悪
を
作
っ
た
か
ら
「
悪
人
」

と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
縁
・
境
遇
の
中
を
生
き
て
、
そ
し
て
苦
し
み
を
作
り
続
け
て
き
た
「
愚
人
」
と
言
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
人
は
、
命
が
終
わ
っ
て
も
そ
の
苦
し
み
か
ら
は
解
放
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
て
つ
も
な
い
長
い
時
間
を
か
け
て
苦
し

み
を
受
け
続
け
る
こ
と
は
終
わ
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
「
愚
人
」
が
、
初
め
て
仏
教
の
こ
と
、
お
釈
迦
様
や
阿
弥
陀
の
世
界
の
こ
と
を
教
え
る
人
に
出
遇
っ
た
の
で
す
。
そ
の

人
の
こ
と
を
「
善
知
識
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
念
仏
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
念
仏
で
き
な
い
の
で
す
。
ま
ず
こ
の
場
合
の
「
念
仏
」
は
、
心
を
静
め
て
心

に
仏
様
の
世
界
・
阿
弥
陀
の
世
界
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
、
比
べ
な
く
て
も
い
い
世
界
・
量
ら
な
く
て
も
い
い
世
界
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
作
っ
て
き
た
こ
と
に
う
な
さ
れ
る
よ
う
な
苦
し
く
て
仕
方
が
な
い
日
々
の
中
で
、
念
仏
で
き
な
い
の

で
す
。
余
裕
が
な
い
の
で
す
。

　

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
傍
線
部
分
「
汝
も
し
念
ず
る
に
能
わ
ず
は
、
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
」
と
「
善
友
」
が
言
い
ま
す
。「
善
友
」
は

善
き
友
、
お
そ
ら
く
善
知
識
が
善
き
友
と
な
っ
て
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
「
称
名
念
仏
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま

す
。
念
仏
と
い
う
の
は
仏
に
出
遇
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
わ
け
な
の
で
す
が
、
そ
の
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
時
に
は

口
で
名
前
を
称
え
る
だ
け
で
よ
い
と
、
阿
弥
陀
の
名
前
を
称
え
て
く
だ
さ
い
と
勧
め
た
と
言
う
の
で
す
。
心
を
落
ち
着
け
る
余
裕
が
な
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い
時
は
称
え
る
、
称
名
が
大
事
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
後
の
傍
線
部
分
「
十
念
を
具
足
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
せ
し
む
」、
十
遍
ほ
ど
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
さ
せ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
今
ま
で
作
り
続
け
て
き
た
こ
の
罪
、
そ
れ
に
追
い
か
け
ら
れ
る
こ
と
、
う
な
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
か
ら
の
解
放
が

あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
罪
か
ら
除
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
過
去
に
や
っ
た
こ
と
が
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え

る
と
よ
く
な
い
で
す
。
こ
れ
も
結
論
的
な
こ
と
を
言
っ
て
お
け
ば
、
自
分
が
や
っ
た
こ
と
を
本
当
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
は
一
生
懸
命
生
き
て
き
た
つ
も
り
だ
っ
た
け
れ
ど
も
愚
か
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
、
幸
せ
を
求
め
な

が
ら
自
分
で
地
獄
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
自
覚
が
そ
こ
に
起
こ
り
、
罪
に
追
い
か
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
分
の
過
去
を
隠
し
た
り
、
自
分
の
過
去
を
偽
っ
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
の
解
放
と
い
う
意
味
で
、「
罪
を
除
く
」
を
読
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
の
人
は
決
し
て
今
ま
で
仏
教
を
学
ん
だ
り
修
行
を
し
た
り
し
て
き
た
人
で
は
な
い
の
で
す
。
命
が
終
わ
る
最
後
の
最

後
に
念
仏
を
勧
め
て
く
れ
る
方
と
の
出
遇
い
が
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
の
世
界
を
初
め
て
知
り
、
そ
こ
に
私
は
私
と
し
て
命
を
完
結
し
て
い

け
る
、
人
生
を
尽
く
し
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ん
が
目
の
前
に
出
て
き
た
と
か
、
そ
ん

な
こ
と
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
名
前
を
称
え
た
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
名
前
を
称
え
る
と
こ
ろ
に
、「
そ
ん
な
世
界
が
あ
っ

た
の
か
！
」
と
い
う
出
遇
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

三　

称
名
念
仏
の
意
義

　

こ
こ
を
大
事
に
な
さ
っ
た
の
が
法
然
上
人
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
ま
で
の
間
に
は
『
観
無
量
寿
経
』
を
大
切
に
受
け
止
め
た
た
く
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さ
ん
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
中
国
に
『
観
無
量
寿
経
』
を
た
い
へ
ん
重
要
視
な
さ
っ
た
善
導
大
師
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
と
い
う
方
が

お
ら
れ
て
、
法
然
上
人
は
そ
の
お
心
を
受
け
止
め
た
わ
け
で
す
。
法
然
上
人
に
先
立
っ
て
、
日
本
で
は
源
信
僧
都
（
九
四
二
〜
一
〇
一

七
）
と
い
う
方
も
非
常
に
大
事
な
役
を
担
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
先
に
生
き
ら
れ
た
方
が
あ
っ
て
、
こ
の
阿
弥
陀
の
世
界
は
法

然
上
人
に
伝
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
の
世
界
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
お
釈
迦
様
が
お
勧
め
に
な
り
、
善
導
大
師
が

お
勧
め
に
な
り
、
源
信
僧
都
の
書
い
た
書
物
な
ど
を
通
し
て
法
然
上
人
は
お
釈
迦
様
の
お
心
に
出
遇
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

法
然
が
、
称
名
と
い
う
こ
と
で
特
に
注
意
す
る
の
は
、
心
を
集
中
し
な
い
と
い
け
な
い
と
か
、
雑
念
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
、

念
仏
に
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
湧
い
て
い
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
い

た
い
「
無
念
無
想
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
人
間
に
は
無
理
難
題
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
無
念
無
想
」
と
い
う
こ
と
を
目
指

せ
ば
目
指
す
ほ
ど
、
今
度
は
そ
れ
に
執
着
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
雑
念
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。「
阿
弥
陀
」

と
い
う
名
前
を
通
し
て
阿
弥
陀
の
世
界
を
い
た
だ
い
て
い
く
こ
と
、
思
い
出
す
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
法
然

の
受
け
止
め
に
な
り
ま
す
。

法
然
が
か
か
げ
た
専
修
念
仏
（
た
だ
念
仏
）

　

法
然
が
お
経
に
遡
っ
て
称
名
念
仏
が
い
い
と
選
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
仏
自
身
が
称
名
一
つ
で
い
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
に

与
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
、
阿
弥
陀
の
心
を
尋
ね
て
い
く
こ
と
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
出
て
き
ま
す
。

そ
の
中
の
一
節
だ
け
、
今
日
は
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
然
の
か
か
げ
た
「
専
修
念
仏
」、
一
般
に
は
「
た
だ
念
仏
」
と
い
う

教
え
で
あ
り
ま
す
。

当
に
知
る
べ
し
、
上
の
諸
行
等
を
以
て
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
往
生
を
得
る
者
は
少
く
、
往
生
せ
ざ
る
者
は
多
か
ら
ん
。
然
れ
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ば
則
ち
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
、
造
像
・
起
塔
等
の
諸
行
を
以

て
、
往
生
の
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ず
、
唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て
、
其
の
本
願
と
為
し
た
ま
え
り
。

 

（『
選
択
本
願
念
仏
集
』
本
願
章
、『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
、
九
四
五
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　
「
諸
行
」
と
い
う
の
は
念
仏
以
外
の
行
で
す
。
何
か
一
つ
条
件
を
た
て
れ
ば
、
で
き
な
い
と
言
う
人
が
出
て
く
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
称
名
念
仏
」
と
い
う
の
は
一
人
も
も
ら
さ
な
い
、
ど
こ
で
も
で
き
る
、
ど
ん
な
状
況
で
も
成
り
立
つ
の
で
す
。
阿
弥
陀
と
の
出
遇
い
、

仏
の
世
界
と
の
出
遇
い
な
の
で
す
。
法
然
は
、
こ
れ
を
大
事
に
受
け
取
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
阿
弥
陀
仏
自
身
の
お
心
と
し
て
、
傍

線
部
分
「
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
」
で
す
。
一
人
残
ら
ず
す
べ
て
の

も
の
を
お
さ
め
と
り
た
い
、
一
人
も
も
ら
さ
な
い
と
い
う
心
か
ら
選
ば
れ
た
の
が
称
名
で
す
。
諸
行
の
代
表
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
が
、

「
造
像
」
と
い
う
の
は
仏
像
を
造
る
こ
と
で
す
。「
起
塔
」
と
い
う
の
は
お
堂
を
建
て
る
こ
と
で
す
。
仏
像
を
作
っ
た
り
、
五
重
塔
を
建

て
た
り
す
る
こ
と
が
、
仏
教
界
の
中
で
も
善
根
功
徳
と
し
て
奨
励
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
法
然
は
は
っ
き
り
言
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
金
の
あ
る
人
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
な
い
人
は
も
れ
て
し
ま
う
。
仏
教
と
い
う
の
は
、
特
定
の

人
だ
け
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

　

仏
教
は
誰
の
上
に
も
平
等
に
開
か
れ
て
い
る
、
こ
れ
が
、
お
釈
迦
様
が
説
こ
う
と
し
た
法
則
で
す
。
誰
の
上
に
も
成
り
立
つ
道
な
の

で
す
。
そ
れ
を
阿
弥
陀
の
名
前
で
お
釈
迦
様
は
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
根
本
を
、
法
然
上
人
は
何
か
一
つ
の
条
件
づ
け

を
す
れ
ば
も
れ
る
人
が
出
る
、
も
ら
さ
な
い
の
が
こ
の
称
名
念
仏
だ
と
い
う
意
味
で
、
次
の
傍
線
部
分
「
唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て
、

其
の
本
願
と
為
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
ふ
う
に
断
言
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
法
然
が
、
称
名
念
仏
が
い
い
と
言
っ
て
選
ん
だ
の
で
は
な
く

て
、
阿
弥
陀
仏
自
身
が
選
択
し
た
の
で
す
。「
選せ
ん

択じ
ゃ
く

本
願
の
念
仏
」
な
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
お
い
て
選
択
さ
れ
た
念
仏
で
す
。

「
一
人
も
も
れ
な
い
道
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
お
釈
迦
様
が
語
ろ
う
と
し
て
い
た
根
本
の
心
と
通
じ
合
っ
て
い
ま
す
。
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お
釈
迦
様
は
誰
の
上
に
も
成
り
立
つ
迷
い
を
超
え
る
道
を
説
こ
う
と
な
さ
っ
た
。
そ
れ
が
釈
尊
の
出
世
本
懐
だ
と
い
う
お
話
を
し
ま

し
た
。
で
も
受
け
手
側
、
聞
く
私
た
ち
の
ほ
う
は
「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
現
代
で
も
や
っ

ぱ
り
言
わ
れ
ま
す
。「
誰
も
が
平
等
に
救
わ
れ
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
き
れ
い
ご
と
だ
」
と
言
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
理
想
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。「
誰
も
が
平
等
に
救
わ
れ
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
甘
い
」
と
い
う

ふ
う
に
言
わ
れ
る
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
仏
の
世
界
と
我
々
が
日
頃
生
き
て
い
る
物
差
し
で
量
る
人
間
の
世
界
、
こ
れ
は
質
が
違
う
の
で
す
。
質
の
違
う
仏

の
世
界
に
触
れ
た
と
こ
ろ
に
物
差
し
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
歴
や
能
力
は
関
係
が
な
い
の
で
す
。
生
ま
れ
た
家
柄
や
性

別
も
関
係
が
な
い
の
で
す
。
仏
教
の
知
識
が
あ
る
か
な
い
か
、
そ
ん
な
こ
と
も
関
係
が
な
い
。
こ
れ
を
法
然
は
、
称
名
念
仏
一
つ
で
誰

も
が
助
か
る
と
い
う
か
た
ち
で
か
か
げ
た
わ
け
で
す
。
誰
を
も
分
け
隔
て
す
る
こ
と
な
く
、
迷
い
を
超
え
る
仏
教
で
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
が
ま
た
誤
解
を
招
き
ま
す
。
人
間
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
先
入
観
が
あ
り
ま
し
て
、
称
名
念
仏
と
な
る
と
、「
そ
ん
な

呪
文
み
た
い
な
こ
と
を
口
で
言
っ
て
何
に
な
る
の
だ
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
次
に
訊
か
れ
る
の
が
、「
何
回
称
え
た
ら
い
い
の
で
す

か
」、
あ
る
い
は
「
声
の
大
き
さ
は
ど
れ
ぐ
ら
い
で
す
か
」、
あ
る
い
は
「
お
経
を
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
か
ら
の
念
仏
の
ほ
う
が
本
当
で
は

な
い
で
す
か
」
な
ど
で
す
。
せ
っ
か
く
法
然
が
誰
を
も
も
ら
さ
な
い
道
を
か
か
げ
た
の
に
、
そ
の
こ
と
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

実
際
に
法
然
上
人
と
い
う
方
は
、
一
日
に
六
万
回
の
念
仏
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
最
晩
年
に
は
七
万
回
に
な
っ
た
と
言

い
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
一
秒
に
一
回
称
え
て
も
、
七
万
回
と
い
う
の
は
二
十
時
間
か
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ず
っ
と
称
え
通
し

だ
っ
た
の
が
法
然
と
い
う
人
な
の
で
す
。
た
だ
そ
れ
は
、
回
数
を
重
ね
て
こ
れ
ぐ
ら
い
称
え
た
ら
良
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
意

味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
は
阿
弥
陀
の
世
界
を
す
ぐ
に
忘
れ
る
「
愚
か
な
自
分
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
称
え
続
け
な
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い
と
い
け
な
い
自
分
だ
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
阿
弥
陀
の
世
界
を
忘
れ
る
と
、
人
を
見
て
す
ぐ
に
あ
の
人
は
敵

か
味
方
か
、
役
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
と
判
断
し
ま
す
。
で
も
、
阿
弥
陀
の
世
界
を
念
ず
る
時
に
、
そ
う
い
う
物
差
し
で
量
っ
て
い
る

こ
と
が
い
か
に
愚
か
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
を
忘
れ
な
い
、
思
い
出
し
続
け
る
の
が
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
六
万
回
あ
る
い
は
七
万
回
称
え
て
い
た
法
然
の
姿
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
忘
れ
る
か
ら
こ
そ
の
念
仏
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
法
然
上
人
の
お
弟
子
の
中
に
は
、
法
然
上
人
の
七
万
回
に
は
と
て
も
及
ば
な
い
け
れ
ど
も
三
万
回
ぐ
ら
い
は
頑
張
ろ
う
と

い
う
人
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
お
わ
か
り
で
す
ね
。
三
万
回
頑
張
っ
て
い
る
人
は
、
法
然
上
人
に
は
負

け
る
け
れ
ど
も
一
万
回
の
お
前
よ
り
は
上
だ
と
必
ず
や
る
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
も
は
や
阿
弥
陀
を
念
ず
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
り

ま
す
。
口
で
い
く
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
音
を
出
し
て
い
て
も
、
阿
弥
陀
の
世
界
を
念
じ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

分
を
誇
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

四　

呼
び
か
け
と
し
て
の
称
名
念
仏

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
、
比
べ
な
く
て
も
良
い
と
い
う
世
界
を
聞
き
な
が
ら
、
比
べ
る
こ
と
に
陥
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況

を
見
て
い
た
の
が
親
鸞
と
い
う
人
で
す
。
法
然
上
人
が
「
称
名
念
仏
」
を
か
か
げ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
で
す
。
ど
ん

な
者
に
も
道
は
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
ま
た
人
と
比
べ
合
う
材
料
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
親
鸞
は
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
念
仏
の
意
味
を
も
う
一
遍
確
か
め
直
す
と
い
う
こ
と
を
す
る
の
で
す
。

諸
仏
の
称
名

　

親
鸞
は
称
名
念
仏
を
「
諸
仏
の
称
名
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
。「
諸
仏
の
称
名
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
称
名
と
い
う
の
は
今
ま
で
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お
話
し
て
き
た
よ
う
に
、「
私
」
が
仏
を
念
ず
る
こ
と
で
す
。
心
を
落
ち
着
け
ら
れ
な
い
の
だ
っ
た
ら
口
で
称
え
る
だ
け
で
も
良
い
と
、

「
私
」
の
実
践
項
目
と
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
す
。
で
も
「
私
」
で
は
な
く
て
、
た
く
さ
ん
の
仏
様
が
称
え
て
く
だ
さ
る
、
阿
弥
陀
を
讃ほ

め

た
た
え
る
声
だ
と
い
う
ふ
う
に
位
置
づ
け
直
す
の
で
す
。
次
に
挙
げ
ま
す
の
は
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
の
冒
頭
で
あ
り
ま
す
。

大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名み

な

を
称
す
る
な
り
。
こ
の
行
は
、
即
ち
こ
れ
諸
も
ろ
も
ろの

善
法
を
摂
し
、
諸
も
ろ
も
ろの

徳
本
を
具
せ
り
。

極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
故
に
大
行
と
名
づ
く
。
し
か
る
に
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
。（
中

略
）
諸
仏
称
名
の
願
、『
大
経
』
に
言
わ
く
、
設た

と

い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
、
こ
と
ご
と
く
咨し

嗟し
ゃ

し
て
我

が
名
を
称
せ
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
、
と
。
已
上 

ま
た
言
わ
く
、
我
、
仏
道
を
成
る
に
至
り
て
名
声
十
方
に
超
え
ん
。
究
竟
し
て

聞
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
、
と
。
衆
の
た
め
に
宝
蔵
を
開
き
て
広
く
功
徳
の
宝
を
施
せ
ん
。
常
に
大
衆

の
中
に
し
て
説
法
師
子
吼
せ
ん
、
と
。
抄
要

 

（「
行
巻
」、『
真
宗
聖
典
』
一
五
七
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　

最
初
の
傍
線
部
分
「
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名み
な

を
称
す
る
な
り
」、
大
行
と
い
う
の
は
、
誰
が
称
す
る
と
は
書
い
て
あ

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
私
が
称
え
る
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
大
丈
夫
な
の
で
す
。「
誰
が
」
と
書
か
な
い
。
こ
こ

に
親
鸞
の
意
図
が
隠
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
結
論
的
に
言
う
と
、
こ
れ
は
誰
が
称
え
て
も
い
い
の
で
す
。
そ
の
声
が
私
に
届
い

た
時
に
、「
阿
弥
陀
の
世
界
を
忘
れ
て
い
た
な
」
と
い
う
呼
び
か
け
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

　

私
も
田
舎
に
お
寺
を
お
預
か
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
御
同
行
が
、
四
歳
の
孫
娘
さ
ん
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
た
そ
の

声
が
か
わ
い
ら
し
か
っ
た
と
い
う
お
話
を
同
朋
会
で
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
同
時
に
、
孫
娘
さ
ん
の
声
を
聞
い
て
、

私
は
こ
ん
な
に
素
直
に
念
仏
を
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
念
の
た
め
に
言
い
ま
す
が
、
そ
の
四
歳
の

お
嬢
ち
ゃ
ん
が
「
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ど
ん
な
思
い
で
念
仏
し
て
い
ま
す
か
？
」
と
吟
味
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
し
か
し
、
そ
の
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お
孫
さ
ん
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
声
が
そ
う
聞
こ
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
仏
か
ら
の
声
と
し
て
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
誰
が
称
え
て
も
良
い
と
言
っ
た
の
は
、
誰
か
が
称
え
る
声
に
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
て
く
だ
さ
い
」「
阿
弥
陀
の
世
界
を
大
事
に
生
き
て
く
だ
さ
い
」、
こ
う
い
う
呼
び
か
け
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
確
か
め
る
た
め
に
、
諸
仏
が
名
前
を
称
え
る
願
と
し
て
次
の
傍
線
部
分
「
設た
と

い
我
仏
を
得
た
ら
ん

に
、
十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
、
こ
と
ご
と
く
咨し

嗟し
ゃ

し
て
我
が
名
を
称
せ
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
」
を
『
大
無
量
寿
経
』
か
ら
引
い
て

お
ら
れ
ま
す
。「
咨し

嗟し
ゃ

」
と
は
讃ほ

め
た
た
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
が
、
仏
に
な
る
前
に
、
私
の
名
前
を
た
く
さ
ん
の
仏
様
に
よ
っ
て
讃ほ

め
た
た
え
ら
れ
た
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
讃ほ

め
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
讃ほ

め
た
た
え
る
こ
と
を
通
し
て
阿
弥
陀
と
い
う
存
在
が
全
世
界
に
届
い

て
い
く
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
と
い
う
名
前
を
通
し
て
、
物
差
し
で
量
る
必
要
の
な
い
阿
弥
陀
の
世
界
が
迷
い
苦
し
む
人

の
上
に
は
た
ら
い
て
い
く
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
「
諸
仏
の
称
名
」、
諸
仏
の
称
え
る
声
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
の
存
在
を
全
世
界
に
ひ
ろ

め
て
い
く
と
い
う
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
り
た
い
と
誓
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
諸
仏
に
よ
っ

て
私
の
名
前
が
讃ほ

め
ら
れ
た
い
と
い
う
、
こ
の
願
い
の
要
で
あ
り
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
続
け
て
、
次
の
傍
線
部
分
「
我
、
仏
道
を
成
る
に
至
り
て
名
声
十
方
に
超
え
ん
。
究
竟
し
て
聞
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
は
、

誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
」
を
引
い
て
い
ま
す
。
聞
こ
え
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
言
葉
が
全
世
界
に
届

い
て
い
く
、
そ
の
言
葉
が
は
た
ら
き
を
持
つ
と
い
う
、
こ
こ
を
大
事
に
な
さ
る
わ
け
で
す
。

　

法
然
上
人
が
「
称
名
念
仏
」
を
か
か
げ
た
と
い
う
の
は
、「
ど
ん
な
者
も
も
れ
な
い
よ
」「
誰
も
分
け
隔
て
な
い
で
す
よ
」「
誰
の
上
に

も
成
り
立
つ
道
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
中
身
は
、
音
を
出
せ
ば
何
と
か
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
話
で
は
な
い
の
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で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
こ
と
で
言
え
ば
、
ウ
イ
ル
ス
が
退
散
す
る
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
現
実

に
向
き
合
う
時
に
自
分
の
都
合
の
良
し
悪
し
だ
け
で
見
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
の
解
放
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

阿
弥
陀
の
救
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
思
い
は
か
ら
い
か
ら
の
解
放
、
分
別
か
ら
の
解
放
、
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
め
つ

け
て
い
た
執
着
か
ら
の
解
放
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
称
え
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
現
実
が
劇
的
に
好
転
す
る
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

好
き
か
嫌
い
か
、
都
合
が
良
い
か
悪
い
か
と
言
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
の
解
放
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

称
名
念
仏
の
中
に
、
仏
か
ら
の
呼
び
か
け
を
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
親
鸞
は
大
事
に
お
さ
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
で
は

初
め
か
ら
名
前
を
聞
く
と
言
っ
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
ま
た
聞
い
た
度
合

い
を
比
べ
て
、
私
の
方
が
深
い
と
か
言
い
出
す
人
間
が
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
分
け
隔
て
の
な
い
こ
と
を
「
称
名
」
と
い
う
か
た
ち
で

あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
称
名
念
仏
の
中
身
は
阿
弥
陀
の
世
界
に
う
な
ず
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
諸
仏
が
咨
嗟

し
称
す
る
言
葉
（
声
）
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
と
出
遇
う
。
こ
れ
が
、
親
鸞
が
こ
の
「
大
行
」
を
「
諸
仏
の
称
名
」
と
い
う
か
た
ち
で
お

さ
え
る
こ
と
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　

実
際
に
親
鸞
も
、
法
然
が
「
阿
弥
陀
の
世
界
は
大
事
だ
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
た
か
ら
、
親
鸞
に
先
立
っ
て
阿
弥
陀
の
世
界
に
出
遇
っ

て
い
る
人
が
勧
め
て
く
れ
た
か
ら
、
そ
れ
を
通
し
て
阿
弥
陀
に
出
遇
え
た
わ
け
で
す
。
法
然
も
そ
う
で
し
た
。
善
導
を
通
し
て
阿
弥
陀

の
世
界
に
出
遇
っ
て
い
き
ま
し
た
。
自
分
に
先
立
っ
て
出
遇
っ
て
い
る
と
い
う
歴
史
が
あ
っ
た
、
阿
弥
陀
の
世
界
を
証
明
し
て
き
た

人
々
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
「
諸
仏
」
の
具
体
的
な
中
身
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
通
し
て
阿
弥
陀
自
身
の
呼
び
声
を
聞
く
と
い
う
意
味
で
、
も
う
一
つ
挙
げ
ま
し
た
。

「
南
無
」
の
言
は
帰
命
な
り
。（
中
略
）
こ
こ
を
も
っ
て
、「
帰
命
」
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。
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（「
行
巻
」、『
真
宗
聖
典
』
一
七
七
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　

こ
れ
は
親
鸞
の
言
葉
で
す
。「
帰
命
」
と
い
う
の
は
命
令
に
従
う
、
命
令
に
帰
す
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
発
音
で
は

「
ナ
モ
（nam

o

）」
で
す
。
そ
の
「
帰
命
」
と
い
う
の
は
、「
私
が
帰
命
し
ま
す
」
と
言
う
の
に
先
立
っ
て
一
人
も
も
ら
さ
な
い
と
誓
っ
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
我
々
を
招
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
呼
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
絶
対
命
令
だ
と
い
う
意
味
で

「
勅
命
」
だ
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
勅
命
」
と
い
う
の
は
中
国
以
来
、
皇
帝
の
命
令
を
意
味
し
ま
す
。

　

親
鸞
は
天
皇
・
上
皇
の
命
令
で
流
罪
に
あ
っ
た
人
で
す
。「
僧
侶
を
辞
め
ろ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
。
し
か
し
親
鸞
は
僧
侶
の

資
格
は
な
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
仏
教
徒
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
や
め
ま
せ
ん
で
し
た
。「
私
の
国
を
生
き
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
本
願
の
命
令
を
一
番
大
事
な
こ
と
と
し
て
生
き
て
い
っ
た
人
が
親
鸞
と
い
う
人
で
す
。
勅
命
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
、
一
番
大
切
な
命
令
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
言
葉
か
も
し
れ
な
い
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
私
が
阿
弥
陀
に
南
無
し
ま
す
」
と
い
う
前
に
、
阿
弥
陀
が
「
我
に
南
無
せ
よ
」「
私
の
世
界
を
生
き
よ
」
と
命
令
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
、
そ
の
声
を
聞
く
の
で
す
。
こ
れ
は
諸
仏
の
称
名
を
通
し
て
阿
弥
陀
自
身
の
声
を
聞
く
と
い
う
構
造
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
自
身

の
招
喚
の
命
令
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　
「
言
葉
が
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
大
事
な
の
か
」
と
た
ま
に
訊
か
れ
ま
す
。
以
前
に
、
こ
の
講
堂
に
お
客
さ
ん
を
招
待
し
て
、「
こ
こ

が
私
の
大
学
で
一
番
大
事
な
場
所
で
す
。
講
堂
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
西
洋
の
学
校
で
言
え
ば
礼
拝
堂
に
当
た
り
ま
す
」
と
話
を
し
た

ら
、「
前
に
あ
る
の
は
何
で
す
か
？
」
と
訊
か
れ
ま
し
た
。「
ご
本
尊
で
す
」
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
字
が
書
い
て

あ
る
の
で
、「
石
に
刻
ん
で
あ
る
字
が
何
で
大
事
な
の
で
す
か
？
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」、
こ
れ
は
今
ず
っ
と
お
話
し
て
き
ま
し
た
が
、「
阿
弥
陀
に
帰
命
し
て
く
だ
さ
い
」「
阿
弥
陀
の
世
界
を
大
事
に
生

き
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
言
葉
な
の
で
す
。
こ
の
言
葉
を
通
さ
な
い
と
私
た
ち
は
、
勝
っ
た
か
負
け
た
か
、
得
か
損
か
、
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そ
う
い
う
世
界
に
ず
っ
ぽ
り
と
埋
没
し
て
し
ま
う
と
い
う
在
り
方
を
免
れ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
阿
弥
陀
の
名
を
通
し
て
、

言
葉
を
通
し
て
阿
弥
陀
の
世
界
に
出
遇
い
続
け
て
い
く
。
こ
れ
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
を
称
え
る

こ
と
の
意
義
だ
と
申
し
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

五　

念
仏
の
利
益

仏
の
呼
び
か
け
が
開
く
生
き
方

　

そ
の
念
仏
に
よ
っ
て
何
が
与
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
伝
統
的
に
は
「
念
仏
の
利り

益や
く

」
と
言
う
べ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、「
仏
の
呼
び

か
け
が
開
く
生
き
方
」
と
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
親
鸞
が
ま
と
め
の
よ
う
に
お
い
て
い
る
言
葉
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
れ
ば
、
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
即
ち
無
明
の
闇
を
破

し
、
速す
み

や
か
に
無
量
光
明
土
に
到い
た

り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
、
普
賢
の
徳
に
遵し

た
がう

な
り
。
知
る
べ
し
、
と
。

 

（「
行
巻
」、『
真
宗
聖
典
』
一
九
二
頁
、
傍
線
引
用
者
）

　

念
仏
に
よ
っ
て
、
我
々
は
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
船
に
乗
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
一
人
も
も
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
船
に
た
と
え

て
い
ま
す
。
ど
ん
な
者
も
溺
れ
さ
せ
な
い
、
海
に
沈
ま
せ
な
い
の
で
す
。

　
「
光
明
の
広
海
」
と
い
う
の
は
、
も
の
が
見
え
る
世
界
で
し
ょ
う
ね
。
私
た
ち
は
日
頃
見
て
い
る
つ
も
り
で
、
役
に
立
つ
か
立
た
な
い

か
、
敵
か
味
方
か
と
瞬
時
に
判
断
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
当
に
は
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
本
当
の
存
在
の

意
味
を
照
ら
し
出
す
。
こ
れ
が
「
光
明
の
広
海
に
浮
か
」
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
「
至
徳
の
風
」
が
静
か
に
吹
い
て
い
る
。「
衆

禍
の
波
転
ず
」、
こ
れ
は
大
事
な
言
葉
で
す
。「
衆
禍
」
と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
の
禍
わ
ざ
わ
いで
す
。
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現
在
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て
は
「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
言
っ
て
、「
禍
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
何
気
な
く
使
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
に
私
た
ち
に
と
っ
て
単
な
る
邪
魔
者
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
ま
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
コ
ロ
ナ
が
う

れ
し
い
と
は
誰
も
言
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
回
の
経
験
を
通
し
て
見
え
て
き
た
大
事
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
の
問
題
は

単
な
る
邪
魔
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
た
だ
元
に
戻
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
通
し
て
新
た
な
生
き
方

が
ス
タ
ー
ト
す
る
は
ず
で
す
。
コ
ロ
ナ
を
縁
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、「
あ
の
経
験
は
大
事
だ
っ
た
な
ぁ
」
と

言
え
た
ら
、
単
な
る
禍
で
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
が
「
衆
禍
の
波
転
ず
」
で
す
。
意
味
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。
親
鸞
の
別
の
言
葉
で
は
「
悪
を
転
じ
て
徳
と
成
す
」
と
か
「
悪
を

転
じ
て
善
と
成
す
」
も
あ
り
ま
す
。「
転
ず
る
」
と
い
う
の
が
念
仏
の
利
益
で
す
。

　

そ
し
て
、
仏
教
で
長
ら
く
究
極
の
覚
り
と
言
わ
れ
て
き
た
「
大
般
涅
槃
」
が
、
愚
か
な
凡
夫
の
上
に
も
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
親

鸞
は
語
り
ま
す
。
特
別
な
修
行
を
し
た
者
だ
け
で
な
く
て
、
誰
の
上
に
も
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
語
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
傍
線
部
分
「
普
賢
の
徳
に
遵し
た
がう
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。「
普
賢
」
と
い
う
の
は
普
賢
菩
薩
と
い
う
菩
薩
の
名
前
で
あ
り
ま
し

て
、
慈
悲
を
代
表
す
る
、
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
象
徴
す
る
お
名
前
で
す
。
対
に
な
る
の
が
文
殊
菩
薩
で
し
て
、
こ
の
方
は
智
慧
を
あ
ら

わ
し
ま
す
。
普
賢
と
文
殊
は
、
大
乗
仏
教
で
は
も
の
す
ご
く
大
事
な
お
名
前
な
の
で
す
。

　
「
普
賢
の
徳
」
は
慈
悲
で
す
。
人
間
の
心
か
ら
出
て
く
る
は
ず
の
な
い
心
だ
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
。
い
つ
も
自
分
が
ど
れ
だ
け
得

を
す
る
か
と
い
う
自
分
の
利
害
し
か
考
え
て
い
な
い
人
間
が
、
相
手
の
こ
と
や
人
間
以
外
の
一
切
有う

情じ
ょ
うの
こ
と
に
目
が
向
く
よ
う
に
な

る
。
そ
う
い
う
世
界
を
い
た
だ
く
の
が
「
念
仏
の
利
益
」
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

起
こ
る
は
ず
の
な
い
よ
う
な
も
の
の
見
方
、
い
の
ち
の
見
方
を
賜
る
。
こ
れ
が
「
念
仏
の
利
益
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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真
の
仏
弟
子

　

そ
れ
を
親
鸞
は
「
真
の
仏
弟
子
」
と
い
う
か
た
ち
で
、「
信
心
の
利
益
」
と
し
て
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
語
り
ま
す
。「
信
心
の
利

益
」
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
念
仏
を
通
し
て
阿
弥
陀
に
出
遇
っ
た
と
こ
ろ
に
与
え
ら
れ
る
利
益
と
い
う
意
味
で
は
、
今
日
は
「
念
仏

の
利
益
」
の
中
に
入
れ
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
法
を
聞
き
て
よ
く
忘
れ
ず
、
見
て
敬
い
得
て
大
き
に
慶
ば
ば
、
す
な
わ
ち
我
が
善
き
親し
ん

友ぬ

な
り
、
と
言
え
り
と
。

 

（「
信
巻
」
所
引
『
大
無
量
寿
経
』、『
真
宗
聖
典
』
二
四
五
頁
）

　

こ
れ
は
、
お
釈
迦
様
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
で
語
っ
て
お
ら
れ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
仏
法
を
聞
い
て
よ
く
忘
れ
ず
、
仏
を
見

て
敬
い
、
そ
れ
か
ら
得
た
も
の
を
大
き
に
喜
ぶ
な
ら
ば
、
私
の
善
き
友
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
私
の
「
弟
子
」
と
は
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
せ
ん
。「
我
が
善
き
親
友
」、
釈
尊
が
「
友
」
と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
る
。
釈
尊
を
、
生
き
て
い
く
「
友
」
と
し
て
歩
ん
で
い
く

と
い
う
こ
と
が
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

生
き
る
現
場
は
そ
れ
ぞ
れ
厳
し
い
孤
立
し
た
状
況
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
お
釈
迦
様
も
こ
う
だ
っ
た
と
か
、
親
鸞
聖
人
も
こ

う
だ
っ
た
と
か
と
い
う
こ
と
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
我
々
は
す
で
に
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
亡
き
方
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
孤
軍
奮
闘
し
て
い
る
よ
う
で
も
、
支
え
て
く
だ
さ
る
力
を
亡
き
方
か
ら
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　

釈
尊
か
ら
「
善
き
友
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
、
つ
ま
り
仏
法
に
生
き
て
い
く
、
阿
弥
陀
の
世
界
を
生
き
て
い
く
こ
と
の
大
事
さ
、
そ

れ
を
こ
こ
ま
で
讃ほ

め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
言
わ
く
、
も
し
念
仏
す
る
者
は
、
当
に
知
る
べ
し
。
こ
の
人
は
こ
れ
人
中
の
分
陀
利
華
な
り
、
と
。

 

（「
信
巻
」
所
引
『
観
無
量
寿
経
』、『
真
宗
聖
典
』
二
四
六
頁
）
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「
分ふ
ん

陀だ

利り

華け

」
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
の
「
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
（puṇḍarīka

）」
と
い
う
言
葉
の
音
写
語
（
音
を
写
し
た
言
葉
）
で
あ
り
ま
す
。

意
味
は
白
い
蓮
の
花
、
白
蓮
華
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
白
い
蓮
の
花
と
い
う
の
は
、
泥
の
中
か
ら
咲
い
て
そ
の
泥
の
色
に
染
ま
ら
な
い

と
い
う
意
味
で
、
覚
り
の
象
徴
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
の
で
す
。
大
事
な
の
は
、
泥
を
大
地
と
し
て
咲
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
泥
を
捨

て
て
し
ま
っ
て
、
ど
こ
か
自
分
だ
け
き
れ
い
な
と
こ
ろ
に
行
く
と
い
う
、
そ
ん
な
花
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
現
実
の
真

っ
た
だ
中
で
仏
法
の
覚
り
の
花
を
咲
か
せ
る
。
こ
れ
が
「
分
陀
利
華
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
念
仏
す
る
者
は
ま
さ
に
「
人に
ん　

中ち
ゅ
うの
分
陀
利
華
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
人
中
の
分
陀
利
華
」
を
い
ろ
い

ろ
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
る
中
で
覚
り
の
花
を
咲
か
せ
た
す
ご
い
人
、
と
も
と
れ
な
い
こ

と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
教
え
を
い
た
だ
い
て
阿
弥
陀
の
世
界
を
生
き
て
い
く
と
い
う
大
事
な
こ
と
を
輝
か
せ
て
く
だ
さ
る
。

覚
り
の
花
に
象
徴
さ
れ
ま
す
。
た
だ
私
は
、「
人
中
」
と
い
う
の
は
咲
く
場
所
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
高
原
の
き
れ
い
な
と
こ
ろ

で
高
嶺
の
花
と
し
て
咲
く
の
で
は
な
く
て
、
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
現
実
の
真
っ
た
だ
中
で
咲
く
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、「
弥
勒
に
同
じ
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
き
ま
す
。
弥
勒
菩
薩
は
、
お
釈
迦
様
が
未
来
の
衆
生
を
頼
む
ぞ
と
託

し
て
い
っ
た
方
で
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
経
典
の
中
で
、
弥
勒
菩
薩
が
お
釈
迦
様
の
次
に
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
の

で
、
弥
勒
菩
薩
が
あ
ら
わ
れ
て
く
れ
た
ら
、
こ
の
世
の
中
が
良
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
弥
勒
信
仰
が
親
鸞
の
時
代
に
は
と
て
も

盛
ん
で
あ
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
こ
れ
は
八
百
年
前
の
話
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
現
代
で
も
問
題
が
入
り
組
ん
で
く
る
と
、
そ
れ
を
ス
パ
ッ
と
整
理
し
て
く

れ
る
専
門
家
は
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
世
の
中
を
救
っ
て
く
れ
る
救
世
主
は
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
で
す
か
ら
弥
勒
を
待
ち
望
む
信
仰
と
い
う
の
は
、
一
言
で
言
え
ば
「
救
世
主
待
望
論
」
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
悪
い
と
は

言
い
ま
せ
ん
が
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
あ
ら
わ
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
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厳
し
い
現
実
が
そ
の
ま
ま
と
い
う
時
に
親
鸞
は
、
念
仏
す
る
人
は
弥
勒
と
同
じ
、
つ
ま
り
五
十
六
億
七
千
万
年
の
後
に
あ
ら
わ
れ
る

弥
勒
の
役
割
が
、
今
念
仏
し
て
い
る
そ
の
人
の
上
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
だ
さ
る
。
は
っ
き
り
言
え
ば
「
弥
勒
信
仰
」

と
の
決
別
で
あ
り
ま
す
。

　

英
雄
や
救
世
主
を
待
ち
望
む
の
で
は
な
く
て
、
一
人
ひ
と
り
が
阿
弥
陀
を
念
じ
て
ど
う
生
き
る
か
見
定
め
て
い
く
。
そ
こ
に
「
分
陀

利
華
」
が
咲
く
の
で
す
。
こ
れ
は
、
偉
い
人
間
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
思
い
や
分
別
を
中
心
に
す
れ
ば
、
あ

っ
と
い
う
間
に
好
き
か
嫌
い
か
、
得
か
損
か
と
い
う
こ
と
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
で
も
阿
弥
陀
を
念
ず
る
そ
の
時
だ
け
、
そ
の
時

に
阿
弥
陀
の
世
界
の
大
事
さ
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
の
現
実
の
真
っ
た
だ
中
で
生
き
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
ん
な
ふ

う
に
申
し
あ
げ
た
い
わ
け
で
す
。

お 

わ 

り 

に

　

今
日
の
講
題
「
念
仏
は
人
間
に
何
を
与
え
る
の
か
」
の
結
論
で
す
が
、
い
よ
い
よ
教
え
を
聞
い
て
生
き
て
い
く
人
間
が
誕
生
す
る
と

言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
法
然
上
人
の
お
言
葉
を
と
れ
ば
、
い
よ
い
よ
念
仏
し
て
生
き
る
人
間
が
生
ま
れ
る
と
言
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

あ
る
時
、「
念
仏
し
た
ら
ど
う
な
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
い
よ
い
よ
念
仏
す
る
人
間
が
生
ま
れ
ま
す
」、

「
い
よ
い
よ
教
え
を
聞
い
て
い
く
人
間
が
生
ま
れ
ま
す
」
と
答
え
ま
し
た
ら
、「
は
ぁ
？
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
劇
的
に
現
実
が
変
わ
る

と
か
、
本
人
が
超
人
に
な
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
「
そ
れ
だ
け
で
す
か
？
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
し

か
し
、「
そ
れ
だ
け
で
す
か
？
」
と
言
わ
れ
る
利
益
が
私
は
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
物
差
し
で
量
れ
な
い
阿
弥
陀
の
世
界
を
念
じ
て
、
こ
の
世
の
中
の
現
実
と
向
き
合
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
分
陀
利
華
と
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い
う
花
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
生
き
方
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
、「
念
仏
は
人
間
に
何
を
与
え
る
の
か
」
と
問
わ

れ
れ
ば
、
私
た
ち
に
「
生
き
方
」
を
与
え
て
く
だ
さ
る
と
答
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
生
き
方
か
と
言
え
ば
、
か
か
わ
り
の
中
で

仏
の
眼ま
な
こ、「
普
賢
の
徳
」
と
言
わ
れ
る
慈
悲
の
心
、
そ
れ
を
い
た
だ
き
な
が
ら
生
き
て
い
く
よ
う
な
人
間
が
生
ま
れ
る
と
言
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

現
実
か
ら
逃
げ
出
す
の
で
は
な
く
て
、
現
実
の
真
っ
た
だ
中
で
生
き
て
い
く
。
生
き
て
い
る
現
場
は
一
人
ひ
と
り
バ
ラ
バ
ラ
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
孤
立
し
て
は
い
な
い
。
自
分
に
先
立
っ
て
生
き
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
諸
仏
、
阿
弥
陀
の
世
界
を
大
事
に
生
き
、

そ
の
世
界
を
勧
め
て
こ
ら
れ
た
方
々
の
生
き
方
を
念
じ
な
が
ら
、
そ
の
声
に
励
ま
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
く

さ
ん
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

お
約
束
の
時
間
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
ま
で
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
念
仏
、
称
名
、
利
益
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〔
編
集
委
員
会
付
記
〕

　

二
〇
二
一
年
度
大
谷
学
会
春
季
公
開
講
演
会
で
は
、
本
学
教
授
一
楽
真
先
生
の
講
演
の
後
、
作
家
五
木
寛
之
先
生
に
「
い
ま
を
生
き

る
力
」
と
い
う
題
に
て
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
五
木
先
生
の
ご
意
向
に
よ
り
講
演
録
を
掲
載
す
る
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
二
年
越
し
の
講
演
会
で
あ
り
、
来
場
い
た
だ
い
た
本
学
会
会
員
の
皆
様
と
と
も
に
有
意
義
な
時

間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
公
開
講
演
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
下
で
の
開
催
で
あ
っ
た
た
め
、
や
む
な
く
来
場

者
の
制
限
（
京
都
府
在
住
の
本
学
会
会
員
及
び
大
谷
大
学
発
行
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
所
持
者
の
み
）
を
致
し
ま
し
た
。




