
た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
香
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。
思
い
起
こ
し
ま
す
と
今
か
ら
四
十
数
年
前
に
こ
の
大
学
で
学
ば
せ
て
い
た
だ

い
た
一
学
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
時
は
山
口
益
先
生
が
学
長
を
な
さ
っ
て
お
り
ま
し
て
、
山
口
先
生
か
ら
は
、
『
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
Ｉ
」
、

舟
橋
一
哉
先
生
か
ら
は
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
の
「
倶
舎
論
』
の
註
釈
、
あ
る
い
は
稲
葉
正
就
先
生
か
ら
は
チ
ベ
ッ
ト
文
の
扇
毘
達
磨
集

論
」
と
い
う
よ
う
に
、
演
習
や
講
読
に
振
り
回
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
桜
部
先
生
が
ま
だ
助
手
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
他

に
も
多
く
の
先
輩
の
方
々
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
方
が
演
習
を
や
ら
れ
る
と
、
こ
ち
ら
が
一
週
間
か
け
て
調
べ
上
げ
て
き
た
こ
と

が
十
五
分
ぐ
ら
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
現
在
大
変
役
立
っ
て
い
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
当
時
は
別
に
浄
土
教
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
も
っ
ぱ
ら
如
来
蔵
思
想
を
や
っ
て
お
っ
た

ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
宗
門
と
か
研
究
所
の
関
係
で
ど
う
し
て
も
浄
土
教
を
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
い
は
高
崎
直
道
先
生
の
「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
」
と
い
う
大
著
が
出
ま
し
て
、
そ
れ
を
見
て
「
こ
れ
は
な
ん
ぼ
や
っ
て
も
追
い
つ
か

ん
」
と
い
う
よ
う
な
気
も
起
こ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
自
然
と
浄
土
教
の
方
を
や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
は
「
初
期
大
乗
と
浄
土
思

想
」
と
い
う
題
を
設
け
ま
し
て
、
時
間
の
許
し
ま
す
限
り
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

初
期
大
乗
と
浄
土
思
想

は
し
が
き

香
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そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
〈
無
量
寿
経
〉
が
中
心
と
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
口
に
〈
無
量
寿
経
〉
と
申
し
ま
し
て
も
、
昔
か
ら

五
存
七
欠
と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
沢
山
の
漢
訳
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
が
整
理
い
た
し
ま
し
た
も
の
を
プ
リ
ン
ト
で
さ
し
あ
げ
ま
し

た
。
そ
こ
に
示
し
た
テ
キ
ス
ト
が
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
漢
訳
と
し
ま
し
て
、
五
つ
残
っ
て
お
り

ま
す
が
、
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
七
欠
と
申
し
ま
す
の
は
、
お
そ
ら
く
実
際
に
は
無
か
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
翻
訳
者

に
つ
き
ま
し
て
も
い
ろ
い
ろ
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
。
例
え
ば
、
最
初
に
①
と
し
て
『
阿
弥
陀
三
耶
三
佛
薩
模
佛
檀
過
度
人
道
経
』
支
謙
訳

と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
私
が
い
ろ
い
ろ
調
査
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
支
謙
で
は
な
く
て
、

お
そ
ら
く
支
婁
迦
識
の
翻
訳
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
訳
語
の
上
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
例
え
ば
支
婁
迦
識
訳
と
し
て
確
か
で
あ
る

と
い
う
『
道
行
般
若
経
」
と
か
「
阿
悶
仏
国
経
」
と
か
、
あ
る
い
は
一
般
舟
三
味
経
」
な
ど
、
そ
う
い
う
も
の
と
比
べ
て
み
ま
し
て
も
訳

語
が
非
常
に
よ
く
似
通
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
以
下
の
『
平
等
覚
経
」
な
ど
と
の
関
係
に
お
き
ま
し
て
も
、
内
容
の
点
か
ら
言
っ
て
、

浄
土
思
想
と
申
し
ま
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
浄
土
思
想
が
ご
ざ
い
ま
す
。
東
方
阿
閖
仏
浄
土
へ
の
往
生
と
か
、
あ
る
い
は
弥
勒
浄
土
と

か
、
も
ち
ろ
ん
西
方
極
楽
世
界
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
に
も
例
え
ば
『
法
華
経
」
な
ど
で
は
「
譽
嶮
品
」
と
か
「
受
記

品
」
と
か
に
な
り
ま
す
と
、
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
受
記
を
得
ま
し
て
、
将
来
は
仏
と
な
り
、
そ
し
て
理
想
の
浄
土
を
建

立
す
る
と
い
う
よ
う
な
浄
土
思
想
も
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
い
は
仏
国
土
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
『
八
千
頌
般
若
経
」
の
「
薩
波

陀
倫
菩
薩
品
」
に
は
、
曇
無
娼
菩
薩
の
ｇ
且
ぼ
く
島
の
国
土
が
説
か
れ
た
り
、
あ
る
い
は
『
華
厳
経
』
の
「
入
法
界
品
」
に
よ
り
ま
す

と
殴
日
自
国
ぐ
葛
冨
と
い
う
楽
園
が
理
想
的
な
世
界
と
し
て
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
浄
土
を
飛
び
回
っ
て

い
て
も
ら
ち
が
あ
き
ま
せ
ん
か
ら
、
今
日
は
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
西
方
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
い
う
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
〈
無
量
寿
経
〉
の
諸
本
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一
番
古
い
初
期
の
形
態
を
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
支
婁
迦
識
訳
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
翻
訳
年
代
は
一

七
九
年
か
ら
一
八
九
年
の
間
で
場
所
は
洛
陽
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
二
番
目
に
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
」
。
こ
れ
は
支
婁
迦
識
訳
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
実
際
は
支
婁
迦
識
で
な
く
、

お
そ
ら
く
竺
法
護
の
翻
訳
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
す
。
年
代
は
三
○
八
年
。
三
○
八
年
と
申
し
ま
す
と
、
竺
法
護
は
長
い
翻
訳

生
活
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
末
期
で
あ
り
ま
す
。
場
所
は
天
水
。
天
水
と
申
し
ま
す
と
長
安
か
ら
ず
っ
と
西
の
方
へ

行
っ
た
地
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
三
番
目
に
「
無
量
寿
経
」
康
僧
鎧
訳
。
こ
れ
は
一
般
に
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
「
無
量
寿
経
」
で
あ
り
ま
す
が
、
昔
か
ら
康
僧

鎧
訳
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
佛
陀
賊
陀
羅
と
宝
雲
の
共
訳
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
ま
す
。
年
代
は
四
二
一
年
、
建
業
の

道
場
寺
で
訳
さ
れ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

四
番
目
の
『
大
宝
積
経
無
量
寿
如
来
会
』
。
菩
提
流
志
の
訳
で
、
七
○
六
年
か
ら
七
一
三
年
に
長
安
の
西
崇
福
寺
で
訳
さ
れ
た
と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
従
来
の
説
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
五
番
目
の
『
大
乗
無
量
寿
荘
厳
経
」
。
法
賢
訳
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
従
来
の
説
と
変
わ
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
翻

訳
年
代
が
九
九
一
年
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ど
な
た
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
な
い
年
代
か
と
思
い
ま
す
。
根
拠
と
申
し
ま
す
の
は
、
『
宋
蔵
遺

珍
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
「
大
中
祥
符
法
宝
録
」
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
九
九
一
年
と
明
記
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
場
所
は
開
封
の
太
平
興
國
寺
の
西
に
建
て
ら
れ
た
訳
経
院
で
す
。

以
上
が
漢
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
最
近
龍
谷
大
学
の
百
済
先
生
が
ト
ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
大
学
の
図
耆
館
に
お
き
ま
し

て
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
招
来
さ
れ
た
漢
訳
の
〈
無
量
寿
経
〉
の
断
片
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
確
か

に
〈
無
量
寿
経
〉
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
本
願
の
最
初
か
ら
、
確
か
五
願
ぐ
ら
い
ま
で
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
他
の

ど
の
漢
訳
と
も
一
致
し
な
い
独
特
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
百
済
先
生
は
五
存
で
は
な
く
六
存
と
い
う
こ
と
に
な
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さ
て
、
【
Ｉ
】
「
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
最
近
い
ろ
い
ろ
な
説
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
資
料
に
一
例
と
し
て
挙
げ
ま

し
た
の
が
『
講
座
大
乗
仏
教
」
に
載
せ
ら
れ
た
高
崎
直
道
氏
の
説
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
大
乗
仏
教
は
元
来
、
仏
塔
（
ス
ト
ウ
ー
パ
、
塔
寺
）

を
中
心
に
集
ま
っ
た
仏
塔
供
養
を
通
じ
て
仏
を
讃
歎
、
崇
拝
す
る
在
家
信
者
を
主
と
す
る
集
団
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
新
仏
教
運
動
で
あ

る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
果
た
し
て
こ
の
見
解
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
最
近
疑
問
を
抱
く
よ
う

る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
圭

に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
漢
訳
の
訳
経
史
か
ら
見
て
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
二
世
紀
の
後
半
に
始
ま
り
ま
し
て
、
十
世
紀
の
末
に
至
る
ま
で
、
お

よ
そ
八
百
年
の
長
き
に
渡
り
ま
し
て
〈
無
量
寿
経
〉
が
翻
訳
を
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
原
テ
キ
ス
ト
自
体
に
絶
え
ざ
る
発

展
が
見
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
の
度
に
翻
訳
し
直
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
異
本
を
対
照
す
る
こ
と

に
よ
り
ま
し
て
、
〈
無
量
寿
経
〉
思
想
の
発
展
の
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
も
っ
と
も
古
い
の

は
、
こ
の
一
、
番
最
初
の
『
阿
弥
陀
三
耶
三
佛
薩
櫻
佛
檀
過
度
人
道
経
」
、
以
後
こ
れ
を
略
称
し
ま
し
て
『
大
阿
弥
陀
経
」
と
申
し
ま
す
が
、

『
大
阿
弥
陀
経
」
が
浄
土
思
想
の
一
番
古
い
形
態
を
知
る
上
で
の
最
短
の
資
料
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

な
り
ま
す
。

る
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
ｏ
と
に
か
く
も
う

一
つ
〈
無
量
寿
経
〉
の
漢
訳
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
⑥
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
ネ
パ
ー
ル
写
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
近
藤
田
宏
達
先
生
が
ロ
ー
マ
字
に
な
お

し
て
出
さ
れ
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
三
十
四
ほ
ど
の
写
本
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
い
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
翻

訳
者
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
北
京
版
の
み
名
前
が
違
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
資
料
と
し
て
お
話
し
す
る
と
い
う
こ
と
に

二
、
初
期
大
乗
の
修
行
階
梯

戸ダ、
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初
期
大
乗
経
典
に
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
塔
が
登
場
し
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
一
方
、
塔
を
供
養
す
る
よ
り
も
経
巻
を
供
養
す
る
方

が
よ
り
多
く
の
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
す
る
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
よ
う
な
例
も
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
一
つ
の
仮
説
と
し
ま
し
て
、
仏
滅
後

の
仏
教
徒
た
ち
の
信
仰
対
象
と
し
て
塔
を
崇
拝
す
る
流
れ
と
そ
れ
か
ら
法
を
崇
拝
す
る
流
れ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
一
」
ざ
い
ま

す
。
塔
は
仏
舎
利
を
祀
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
仏
の
肉
身
、
つ
ま
り
色
身
を
礼
拝
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
流

れ
の
代
表
が
〈
法
華
経
〉
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
経
巻
は
法
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
輪
崇
拝
と
し
て
現
れ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
つ
ま
り
法
そ
の
も
の
、
法
身
仏
に
対
す
る
信
仰
で
あ
っ
て
〈
般
若
経
〉
の
流
れ
は
こ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
だ
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
ま
し
て
〈
無
量
寿
経
〉
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
最
古
の
『
大
阿
弥
陀
経
」
で
は
、
そ
の
第
六
願
に

塔
を
逹
り
、
焼
香
し
、
散
華
し
、
そ
れ
か
ら
略
し
ま
し
て
塔
を
起
こ
し
、
寺
を
作
る
、
と
い
う
こ
と
が
菩
薩
道
と
し
て
説
か
れ
て
お
り
ま

す
が
、
他
の
諸
本
で
は
こ
れ
に
対
応
す
る
願
を
欠
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
成
就
文
は
三
輩
段
に
当
た
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
輩
往
生
を
説

く
段
に
は
『
大
阿
弥
陀
経
」
で
も
「
平
等
覚
経
」
で
も
第
六
願
と
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
「
無
量
寿
経
』
で
も
塔
像
を
起

立
す
る
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
し
か
し
、
他
の
諸
本
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
平
川
彰
先
生
の
ご
指
摘
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

〈
無
量
寿
経
〉
は
最
初
、
塔
崇
拝
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
が
阿
弥
陀
仏
信
仰
が
純
化
す
る
に
従
っ
て
塔
崇
拝
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
、

い
う
説
が
出
て
く
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
塔
崇
拝
と
い
い
ま
す
と
、
い
わ
ば
仏
舎
利
を
祀
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
釈
迦
信
仰
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
浄
土
教
の
阿
弥
陀
仏
信
仰
と
は
相
反
す
る
も
の
が
あ
る
の
も
当
然
の
こ
と
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
さ
ら
に
平
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
〈
般
若
経
〉
に
は
阿
閥
仏
の
信
仰
が
出
て
い
る
け
れ
ど
も
阿

弥
陀
仏
の
信
仰
は
出
て
い
な
い
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
信
仰
は
〈
般
若
経
〉
と
は
背
景
を
異
に
し
た
基
盤
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
根
拠
と
な

り
ま
す
の
が
次
の
資
料
【
Ⅱ
】
「
阿
惟
越
致
菩
薩
を
理
想
像
と
す
る
佛
道
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

梶
芳
光
運
先
生
を
初
め
と
す
る
諸
先
学
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
〈
原
始
般
若
経
〉
で
は
ま
ず
初
発
意
菩
薩
、
随
般
若
波
羅
蜜
教
者
、
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こ
れ
を
〈
無
量
寿
経
〉
類
に
引
き
当
て
て
み
ま
す
と
『
大
阿
弥
陀
経
」
で
は
一
生
補
処
と
い
う
こ
と
は
説
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
『
無

量
寿
経
」
に
な
り
ま
す
と
本
願
の
中
に
も
一
生
補
処
の
願
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
間
の
『
平
等
覚
経
』
で
は
第
二
十

願
に
「
不
一
生
等
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
場
所
か

ら
言
っ
て
も
一
生
補
処
の
願
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
一
生
補
処
を
表
す
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
一
生
補
処
の
菩
薩
と
申
し
ま
す
の
は
最
初
期
の
〈
無
量
寿
経
〉
に
は
ま
だ
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
発

展
す
る
と
と
も
に
一
生
補
処
の
菩
薩
と
い
う
も
の
も
加
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
〈
般
若
経
〉
の
発
展
段
階
と
比
べ
て
み
て
も
、

最
初
期
の
〈
般
若
経
〉
に
は
一
生
補
処
が
未
だ
説
か
れ
ず
、
そ
れ
が
や
が
て
一
生
補
処
が
阿
惟
越
致
の
更
に
上
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

更
に
、
次
の
よ
う
な
場
所
も
あ
り
ま
す
。
修
行
の
段
階
と
し
ま
し
て
、
こ
の
阿
惟
越
致
の
菩
薩
に
至
る
ま
で
に
、
例
え
ば
「
大
阿
弥
陀

経
」
で
は
、
最
初
に
預
流
果
、
一
来
果
、
不
還
果
、
阿
羅
漢
果
、
そ
し
て
阿
惟
越
致
菩
薩
と
い
う
よ
う
な
階
梯
が
説
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、

「
大
阿
弥
陀
経
」
で
も
阿
惟
越
致
菩
薩
を
最
高
の
菩
薩
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
す
。
「
平
等
覚
経
」
も
こ
れ
と
同
じ
で
す
。
こ
れ

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
「
八
千
頌
般
若
経
』
の
中
に
も
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
「
未
だ
道
を
得
な
い
も
の
は
す
な
わ
ち
道
を
得
る
」
と

「
未
だ
預
流
果
を
得
な
い
も
の
は
す
な
わ
ち
預
流
果
を
得
る
」
と
そ
れ
か
ら
不
還
、
阿
羅
漢
と
い
き
ま
し
て
そ
し
て
阿
惟
越
致
に
至
り
ま

そ
し
て
阿
惟
越
致
菩
薩
と
い
う
菩
薩
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
と
云
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
現
在
の
冒
行
般
若
経
」
で
は
こ
の
三
つ
だ
け
で

終
わ
っ
て
い
る
場
所
と
、
こ
の
上
に
更
に
一
生
補
処
の
菩
薩
を
第
四
番
目
、
す
な
わ
ち
菩
薩
と
し
て
最
高
の
位
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
『
放
光
般
若
経
』
あ
た
り
で
は
一
生
補
庭
を
加
え
た
四
位
の
説
が
一
般
化
し
て
お
り
ま
す
が
、
し
か
し
〈
般
若
経
〉

自
体
と
し
て
一
番
初
期
の
形
態
は
こ
の
初
発
意
菩
薩
か
ら
始
ま
っ
て
阿
惟
越
致
菩
薩
が
最
高
の
菩
薩
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
、
つ
ま
り

阿
惟
越
致
と
い
う
こ
と
は
不
退
転
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
も
う
こ
れ
で
退
転
し
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
が
最
高
の
菩
薩
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
ｈ
／
ま
し
よ
う
。
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す
。
資
料
で
は
【
Ⅱ
】
で
独
覚
を
不
還
と
阿
羅
漢
の
間
に
カ
ッ
コ
で
位
置
つ
け
て
い
ま
す
が
、
阿
羅
漢
と
阿
惟
越
致
の
間
に
独
覚
を
入
れ

る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
声
聞
道
の
段
階
・
階
梯
を
説
い
て
、
そ
の
上
に
阿
惟
越
致
菩
薩
を
位
置
づ
け
る
と
い

う
こ
と
が
『
大
阿
弥
陀
経
」
も
「
八
千
頌
般
若
経
』
も
同
じ
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
〈
無
量
寿
経
〉
類
の
初
期
の
段
階
で
は
、
未
だ
大
乗
菩
薩
道
が
未
発
達
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ま
だ
十
地
の
階
梯
と
い
っ
た

も
の
も
成
立
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
四
向
四
果
の
声
聞
道
を
借
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
『
平
等

覚
経
」
で
は
こ
の
よ
う
な
四
向
四
果
を
認
め
な
が
ら
も
声
聞
道
を
抹
消
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
汲
み
取
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
例
え
ば

本
願
文
に
お
き
ま
し
て
、
「
大
阿
弥
陀
経
」
で
は
、
「
我
が
国
中
の
諸
菩
薩
阿
羅
漢
を
し
て
Ｉ
た
ら
し
め
ん
」
と
誓
願
す
る
の
が
常
で
あ
り

ま
す
が
、
「
平
等
覚
経
」
で
は
阿
羅
漢
と
い
う
語
は
全
く
使
用
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
「
我
が
国
中
の
人
民
」
と
か
「
我
が
国
の
菩
薩
」
と
し

て
お
り
ま
す
。
『
無
量
寿
経
」
に
な
り
ま
す
と
、
「
国
中
の
人
天
」
、
「
国
中
の
菩
薩
」
と
ご
ざ
い
ま
し
て
、
以
下
「
如
来
会
」
も
「
国
中
の

有
情
」
あ
る
い
は
「
国
中
の
菩
薩
」
「
諸
々
の
衆
生
の
類
」
と
か
「
国
中
の
群
生
」
と
い
う
呼
び
名
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
阿
羅
漢
と
い

う
言
葉
は
全
然
出
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
〈
無
量
寿
経
〉
の
発
展
段
階
に
お
き
ま
し
て
、
初
期
の
段
階
で
は
、
未
だ
声
聞
道

的
な
雰
囲
気
を
脱
し
切
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
次
第
に
菩
薩
道
へ
と
転
換
し
て
い
く
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
見
ま
す
と
、
「
大
阿
弥
陀
経
」
は
未
だ
声
聞
乗
を
脱
し
き
れ
ず
、
大
乗
の
意
識
も
な
い
、
ま
し
て
小
乗
を
け
な
す
と
い

う
よ
う
な
こ
と
も
な
い
、
ま
さ
し
く
静
谷
正
雄
氏
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
原
始
大
乗
と
も
い
う
べ
き
段
階
の
経
典
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
次
の
【
Ⅲ
】
番
に
移
り
ま
し
て
、
「
阿
惟
越
致
菩
薩
と
三
輩
の
関
係
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
無
量
寿
経
」
で
は
下
巻
に
三
輩
往
生
の

段
が
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
三
輩
の
区
別
は
、
『
無
量
寿
経
」
ま
で
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
「
如
来
会
』
以
後
の
諸
本
で
は
、
そ
の
区
別
は
撤

廃
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
初
期
の
二
十
四
願
経
と
『
無
量
寿
経
』
に
の
み
三
輩
の
区
別
を
し
て
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
大
阿
弥

三
、
阿
惟
越
致
菩
薩
を
目
指
す
仏
道

53



陀
経
』
を
例
に
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
は
第
一
輩
と
あ
り
ま
す
が
、
上
輩
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
「
家
を
去

り
、
妻
子
を
捨
て
、
愛
欲
を
断
じ
、
沙
門
と
な
る
も
の
」
と
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
出
家
者
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
本
願
で
は
、
「
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
第
七
願
に
当
た
り
ま
す
。
中
輩
は
「
家
を
去
り
、
妻
子
を
捨
て
、
愛
欲
を
断
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
ま
た
沙
門
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
布
施
を
し
、
沙
門
に
飯
食
を
供
養
し
、
仏
塔
を
作
り
、
散
華
、
焼
香
、
燃
灯
な
ど
の
善

行
を
な
す
も
の
」
と
い
い
ま
す
か
ら
、
在
家
の
仏
教
信
者
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
『
大
阿
弥
陀
経
」
で
は
第
六
願
に
相
当
い
た

し
ま
す
。
下
輩
は
「
前
世
に
悪
を
な
し
、
そ
し
て
布
施
、
焼
香
、
燃
灯
な
ど
の
善
行
も
で
き
な
い
も
の
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
教
の
信

仰
の
な
い
も
の
、
『
大
阿
弥
陀
経
」
で
は
第
五
願
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
三
者
に
対
す
る
仏
道
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

上
輩
の
も
の
は
臨
終
の
と
き
に
阿
弥
陀
仏
が
来
迎
さ
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
し
て
、
阿
惟
越
致
菩
薩
に
な
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

中
輩
の
も
の
は
斎
戒
清
浄
に
し
て
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
し
た
い
と
一
日
一
夜
断
絶
せ
ざ
れ
ば
、
今
生
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
を
見
、
臨
終
の

と
き
に
は
阿
弥
陀
仏
は
自
ら
の
形
像
を
仮
作
し
て
迎
え
、
そ
の
人
は
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
す
る
が
、
阿
弥
陀
仏
国
の
界
辺
の
自
然
七
宝
城

中
を
見
て
喜
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
こ
に
往
生
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
端
っ
こ
の
辺
鄙
な
と

こ
ろ
だ
と
。
そ
こ
へ
い
っ
た
ん
往
生
し
て
し
ま
う
と
五
百
年
そ
こ
か
ら
出
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
下
輩

の
も
の
は
慈
心
精
進
に
し
て
斎
戒
清
浄
で
、
一
心
に
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
し
た
い
と
念
ず
る
こ
と
昼
夜
十
日
断
絶
せ
ざ
れ
ば
、
命
終
っ
て

阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
す
る
が
、
こ
れ
も
中
輩
と
同
じ
く
阿
弥
陀
仏
国
の
界
辺
で
あ
り
、
五
百
年
は
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
五
百

年
を
経
過
し
て
や
っ
と
そ
こ
を
出
て
阿
弥
陀
仏
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
に
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
『
大
阿
弥
陀
経
」
と
『
平
等
覚
経
」
で
は
阿
惟
越
致
菩
薩
と
な
る
の
は
、
上
輩
者
、
す
な
わ
ち
出
家
者
に
の
み
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
資
料
で
は
上
輩
の
所
に
○
印
を
し
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
○
印
は
『
大
阿
弥
陀
経
」
と
「
平
等
覚

経
』
で
す
。
そ
れ
が
阿
惟
越
致
菩
薩
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
る
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
無
量
寿
経
」
に
な
り
ま
す
と
、

上
輩
と
中
輩
の
も
の
が
阿
惟
越
致
菩
薩
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
『
無
量
寿
経
」
に
な
り
ま
す
と
阿
惟
越
致
菩
薩
に
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な
る
と
い
う
こ
と
が
中
輩
に
ま
で
範
囲
が
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
出
家
者
の
み
な
ら
ず
、
在
家
者
も
阿
惟
越
致
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
如
来
会
』
と
か
『
荘
厳
経
」
と
か
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
な
り
ま
す
と
、
も
は
や
一
二
輩
の

区
別
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
三
輩
の
区
別
は
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
部
分
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
見
ま
す

と
『
如
来
会
」
で
は
下
輩
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
も
、
阿
惟
越
致
菩
薩
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
『
荘
厳
経
」
も
同

じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
上
輩
、
中
輩
に
当
た
る
と
こ
ろ
は
、
阿
惟
越
致
菩
薩
に
な
る
と
い
う
記
述
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
下
輩
の
所
に
そ
の
記
述
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
〈
初
期
無
量
寿
経
〉
に
お
き
ま
し
て
は
、
理
想
的
な
仏
道
は
上
輩
、
つ
ま
り

出
家
し
て
沙
門
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
エ
リ
ー
ト
だ
け
が
阿
惟
越
致
菩
薩
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
雇
臺
寿
経
」

で
は
在
家
信
者
で
も
阿
惟
越
致
菩
薩
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
如
来
会
」
以
後
で
は
出
家
在
家
の
区
別
な
し
に
、
一

切
衆
生
に
阿
惟
越
致
へ
の
道
が
開
か
れ
た
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
次
に
【
Ⅳ
】
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
出
家
を
理
想
と
す
る
仏
道
」
で
す
。
大
乗
仏
教
は
在
家
信
者
の
間
よ
り
起
こ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
最
近
よ
く
い
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
浄
土
思
想
に
関
す
る
限
り
在
家
信
者
の
間
よ
り
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
疑
問
を
感
ず
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
む
し
ろ
出
家
し
て
修
行
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
浄
土
思
想
だ

け
で
は
な
く
、
他
の
初
期
の
大
乗
経
典
に
も
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
「
般
舟
三
昧
経
』
の
「
四
輩
口
凹
で
は
、
在
家
菩
薩
は
、

妻
子
を
捨
て
て
沙
門
と
な
る
こ
と
を
念
ぜ
よ
、
と
出
家
を
勧
め
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
こ
の
次
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
「
法
鏡
経
』
、

こ
れ
は
『
大
宝
積
経
」
「
郁
伽
長
者
会
」
の
異
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
八
一
年
に
安
玄
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、
随

分
古
い
経
典
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
在
家
の
生
活
は
繋
縛
で
あ
り
出
家
は
解
脱
で
あ
る
、
在
家
は
貧
苦
で
あ
り
出
家
は
無
苦
で
あ

四
、
出
家
を
理
想
と
す
る
仏
道

イーF
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る
、
在
家
は
怯
弱
で
あ
り
出
家
は
無
怯
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
九
十
以
上
の
理
由
を
並
べ
上
げ
ま
し
て
、
在
家
の
生
活
は
好
ま
し
い

も
の
で
は
な
く
し
て
、
出
家
の
生
活
こ
そ
が
理
想
の
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
述
べ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ

の
次
の
『
菩
薩
本
業
経
」
は
支
謙
訳
と
申
し
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
随
分
古
い
経
典
で
言
」
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
華
厳
経
』
の
「
浄
行
品
」

の
異
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
も
出
家
の
生
活
を
勧
め
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
初
期
大
乗
に
お
き
ま
し
て
は
、

出
家
し
て
修
行
す
る
こ
と
が
理
想
的
な
仏
道
修
行
と
考
え
ら
れ
て
お
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
し
ま
す
と
、

大
乗
仏
教
が
在
家
信
者
の
間
か
ら
起
こ
っ
た
新
仏
教
運
動
だ
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
な
お
さ
な
く
で
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
田
償

ま
す
。
更
に
、
そ
の
こ
と
は
次
の
戒
の
重
視
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

【
Ｖ
】
の
戒
の
重
視
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
浄
土
思
想
と
い
い
ま
す
と
、
す
ぐ
に
念
仏
を
念
頭
に
置
き
ま
す
が
、
初
期
に
お
き
ま

し
て
は
、
浄
土
思
想
と
い
え
ど
も
戒
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
「
大
阿
弥
陀
経
」
の
第
七
願
で
は
、
「
も
し
善
男
子
善
女
人

あ
っ
て
菩
薩
道
を
な
し
、
六
波
羅
蜜
行
を
奉
行
し
、
も
し
沙
門
と
な
っ
て
経
戒
を
穀
る
こ
と
を
得
ず
、
愛
欲
を
断
じ
、
斎
戒
清
浄
に
し
て

一
心
に
念
じ
て
わ
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
せ
ば
」
と
い
う
文
章
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
出
家
者
に
対
す
る
説
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

れ
か
ら
第
六
願
に
お
き
ま
し
て
も
「
善
男
子
善
女
人
に
し
て
分
檀
布
施
し
、
沙
門
に
飯
食
し
、
塔
を
起
こ
し
寺
を
作
り
、
愛
欲
を
断
じ
、

斎
戒
清
浄
に
し
て
一
心
に
我
を
念
じ
て
昼
夜
一
日
断
絶
せ
ざ
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
在
家
信
者
に
対
す
る
説
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
こ
に
お
き
ま
し
て
も
、
「
愛
欲
を
断
じ
」
と
か
、
「
斎
戒
清
浄
に
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
第
五
願
の
下
輩
の
も

の
に
対
す
る
説
に
お
き
ま
し
て
も
、
「
過
去
の
過
ち
を
悔
い
、
道
を
為
し
善
を
な
し
、
経
戒
を
保
ち
願
っ
て
わ
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
し
」

と
あ
り
ま
し
て
、
上
輩
・
中
輩
・
下
輩
の
三
輩
と
も
に
戒
を
保
つ
こ
と
が
往
生
の
条
件
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
「
般
舟
三
味
経
」
で
も

「
行
品
」
に
お
き
ま
し
て
、
「
若
し
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
あ
っ
て
、
戒
を
持
つ
こ
と
完
具
に
し
て
、
独
り
一
処
に
止
ま
り
、

西
方
阿
弥
陀
仏
を
念
ぜ
ょ
。
当
に
彼
方
の
仏
を
念
じ
、
戒
を
欠
く
こ
と
を
得
ず
。
若
し
は
一
昼
夜
、
若
し
は
七
日
七
夜
、
七
日
を
過
ぎ
て

以
後
、
阿
弥
陀
仏
を
見
る
べ
し
」
と
説
い
て
お
り
ま
す
。
『
般
舟
三
昧
経
」
の
「
行
品
」
と
い
い
ま
す
と
、
末
木
氏
の
説
に
よ
り
ま
す
れ
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ば
『
般
舟
三
昧
経
」
の
中
で
も
一
番
古
い
原
初
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
に
も
「
戒
を
欠
く
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
他
の
例
で
は
「
道
行
般
若
経
』
な
ど
を
見
ま
し
て
も
、
「
阿
惟
越
致
相
品
」
で
は
、
「
殺
生
、
強
盗
、
淫
決
、

両
舌
、
嗜
酒
、
悪
口
、
妄
言
、
綺
語
、
嫉
妬
、
愼
志
、
罵
言
、
疑
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
十
戒
を
保
つ
よ
う
に
説
か
れ
て
お
り
ま
し

て
、
実
際
数
え
て
み
ま
す
と
十
二
の
戒
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
初
期
大
乗
仏
教
に
お
き
ま
し
て
も
、
戒
と
い
う
こ
と
を
重

要
視
し
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
昔
か
ら
仏
教
の
修
道
と
は
、
戒
か
ら
定
、
定
か
ら
慧
と
い
う
よ
う
に
、
戒
、
定
、
悪
の
三

学
の
中
で
も
戒
と
い
う
も
の
が
一
番
基
本
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
浄
土
思
想
に
お
き
ま
し
て
も
、
や
は
り
戒
と
い
う
も
の
が
重

視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
そ
の
次
の
【
Ⅵ
】
に
移
り
ま
し
て
、
「
無
量
光
と
無
量
寿
と
い
ず
れ
が
先
か
」
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の

徳
と
い
た
し
ま
し
て
、
無
量
寿
、
無
量
光
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ま
し
て
、
そ
れ
が
仏
名
と
な
っ
て
、
崔
目
国
冒
印
と
か
淫
目
団
９
ｍ
と

呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
原
語
に
つ
き
ま
し
て
は
い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
に
分
け
ら

れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
古
く
荻
原
雲
来
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た
四
目
同
国
つ
ま
り
、
甘
露
と
か
不
死
を
意
味
す
る

画
白
目
国
が
四
目
国
と
な
り
、
さ
ら
に
四
目
烏
（
阿
弥
陀
）
と
な
っ
た
と
い
う
説
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
実
際
に
「
無
量
寿
経
』
や

『
阿
弥
陀
経
」
に
出
て
く
る
の
は
、
犀
目
団
言
い
と
シ
目
国
９
回
と
い
う
二
つ
の
語
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
仏
に
二
つ
の
名
前
が
あ
る
の
は

お
か
し
い
の
で
、
元
来
は
ど
ち
ら
か
一
つ
が
最
初
に
名
前
と
し
て
あ
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
画
目
愚
の
説
は
、

藤
田
宏
達
氏
の
考
え
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
言
語
学
的
に
も
無
理
だ
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
お
そ
ら

く
後
の
方
の
説
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
『
無
量
寿
経
」
で
は
ほ
と
ん
ど
が
醒
目
団
９
画
、
『
阿
弥
陀
経
』
で
は
姿
目
団
言
い

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
『
大
阿
弥
陀
経
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
解
決
の
道
が

五
、
無
量
光
仏
と
無
白
雲
寿
仏

57



得
ら
れ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

資
料
の
二
枚
目
の
表
の
方
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
漢
訳
の
五
つ
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
チ
ベ
ッ
ト
の
も
の
を
出

て
く
る
順
番
に
簡
単
な
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。
一
番
左
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
時
に
現
在
の
か
た
ち
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
三
段
階
ほ
ど
の

順
序
を
経
て
現
在
の
か
た
ち
に
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
う
の
が
藤
田
宏
達
氏
、
あ
る
い
は
末
木
文
美
士
氏
ら
の
見
解
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
私
も
そ
れ
に
は
同
感
で
一
」
ざ
い
ま
す
。
中
に
は
『
大
阿
弥
陀
経
」
は
一
時
に
現
在
の
か
た
ち
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
説
を
唱
え

る
方
も
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
や
っ
ぱ
り
段
階
的
に
成
立
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
大
阿
弥
陀
経
」
は
、
阿
難
を
対
告
者
と
す
る
部
分
と
阿
逸
多
あ
る
い
は
阿
逸
菩
薩
を
対
告
者
と
す
る
部
分
と
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
原
初
形
態
は
阿
難
を
対
告
者
と
す
る
部
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
の
考
え
で
は
、
『
平
等
覚
経
」
で
い
え
ば
、

「
東
方
偶
」
の
次
に
「
流
通
偶
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
表
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
真
ん
中
よ
り
少
し
下
の
方
に
「
東
方
偶
」
、

そ
し
て
「
流
通
偶
」
が
あ
り
ま
す
。
「
流
通
偶
」
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
お
経
の
最
後
に
こ
の
お
経
を
後
世
に
流
通
せ
よ
と
い
う
こ
と
を

説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
ま
で
が
最
初
の
段
階
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
『
大
阿
弥
陀
経
」
に
は
偶
文
が
一
切
一
」
ざ
い

ま
せ
ん
の
で
こ
の
「
東
方
偶
」
と
か
「
流
通
偶
」
は
な
い
の
で
一
」
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
の
が
「
十
方
来
会
」
の
と
こ
ろ
で
す
。

十
方
の
仏
国
よ
り
諸
々
の
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
の
も
と
へ
聴
聞
に
や
っ
て
き
て
、
そ
し
て
そ
の
説
法
を
聞
い
て
皆
喜
ん
だ
と
い
う
段
で
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
の
部
分
に
は
「
光
明
無
量
」
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
次
に
「
光
明
極
善
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
光
明
は
極

め
て
善
い
と
。
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
「
見
者
歓
喜
」
と
あ
り
ま
し
て
、
光
明
を
見
る
者
は
皆
歓
喜
す
る
と
い
う
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
光
明

に
つ
い
て
は
至
れ
り
尽
く
せ
り
の
語
を
も
っ
て
絶
賛
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
部
分
に
は
「
仏
寿
無
量
」
と
い
う

こ
と
は
何
も
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
「
仏
寿
無
量
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
「
大
阿
弥
陀
経
」
の
段
を
見
て
み
ま
す
と
、
表
で
は

ず
っ
と
下
の
方
で
す
ね
。
つ
ま
り
原
初
形
態
で
な
い
下
か
ら
四
分
の
一
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
「
仏
寿
無
量
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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つ
ま
り
、
こ
こ
は
阿
逸
菩
薩
を
対
告
者
と
す
る
部
分
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
説
く
前
の
少
し
上
に
「
二
一
菩
薩
最
尊
」
と
い
う
こ
と
が

ご
ざ
い
ま
し
て
、
つ
ま
り
観
音
・
勢
至
は
最
も
尊
い
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
仏
頂
光
明
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い

ま
す
。
仏
の
頂
の
光
明
は
甚
だ
優
れ
て
い
る
と
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
す
で
に
さ
ん
ざ
ん
誉
め
讃
え
て
き
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
こ
で
再
び
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
絶
賛
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
す
。
そ
し
て
そ
の
光
明
が
余
り
に
も
偉
大
で
あ
る
か
ら
、
太
陽
と
か
月
と
か

星
な
ど
の
光
を
覆
っ
て
し
ま
い
、
暗
闇
の
時
が
な
い
か
ら
昼
夜
の
区
別
も
な
い
。
従
っ
て
極
楽
は
歳
月
も
な
い
と
の
理
由
で
仏
寿
は
鉦
臺

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
仏
頂
光
明
」
の
次
に
「
国
無
歳
月
」
と
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
阿
弥
陀

仏
の
光
が
余
り
に
も
偉
大
で
あ
る
か
ら
し
て
、
太
陽
と
か
月
の
光
を
覆
っ
て
し
ま
う
か
ら
太
陽
が
輝
く
こ
と
も
、
あ
る
い
は
沈
む
こ
と
も

な
い
。
従
っ
て
月
日
も
な
い
ん
だ
と
い
う
論
理
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
光
が
照
り
っ
ぱ
な
し
だ
か
ら
月
日
も
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
仏
寿
は
無

量
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
再
説
す
る
事
は
、
仏
寿
無
量
の
論
理
を
引
き
出
す
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

扉
臺
寿
経
』
に
な
り
ま
す
と
「
仏
寿
無
量
」
の
経
説
は
表
の
ず
っ
と
上
へ
ま
い
り
ま
し
て
真
ん
中
よ
り
上
の
方
に
「
仏
寿
無
日
一
星
と

い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
は
阿
難
を
対
告
者
と
す
る
場
所
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
「
光
明
無
量
」
、
「
光
明
極
善
」
、
「
見
者
歓
喜
」
と

い
う
の
が
、
『
大
阿
弥
陀
経
」
と
同
じ
よ
う
に
説
か
れ
て
い
て
、
そ
の
次
に
「
仏
寿
無
巨
一
里
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
場

所
は
阿
難
を
対
告
者
と
す
る
場
所
で
あ
り
ま
す
の
で
、
「
大
阿
弥
陀
経
」
で
は
阿
逸
菩
薩
を
対
告
者
と
し
て
仏
寿
無
量
が
説
か
れ
て
い
た

の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
『
無
量
寿
経
」
で
は
そ
の
場
所
は
阿
難
を
対
告
者
と
し
て
仏
が
説
い
て
い
る
、
と
い
う
形
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
ま
し
て
、
つ
ま
り
「
光
明
無
量
」
と
「
仏
寿
無
昌
一
皇
と
い
う
も
の
が
肩
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
光
寿
無
量
の
教

義
が
確
立
し
た
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
元
来
は
「
光
明
無
量
」
の
み
で
あ
っ
て
、
仏
も
「
無
量
光
仏
」
す
な
わ
ち
圭
目
国
９
回
と
呼
ば
れ
て
お
っ

た
の
が
一
兀
の
形
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
浄
土
思
想
の
発
展
と
と
も
に
無
量
寿
の
教
義
が
加
わ
り
ま
し
て
、
仏
も
「
無
自
一
里
寿
仏
」
、

Rq
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以
上
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
い
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
の
代
表
が
〈
般
若
経
〉
と
い
た

し
ま
す
と
、
〈
般
若
経
〉
の
発
展
段
階
と
浄
土
思
想
の
発
展
段
階
と
を
比
べ
て
み
ま
し
て
も
、
〈
般
若
経
〉
と
浄
土
思
想
と
が
そ
れ
ほ
ど
背

景
を
異
に
し
た
も
の
と
も
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
大
乗
仏
教
が
在
家
者
の
集
団
の
中
か
ら
起
こ
っ
て
き
た
ん
だ
と
い

う
こ
と
も
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
声
聞
の
教
え
を
賛
美
し
た
り
、
あ
る
い
は
出
家
す
る
こ
と
を
勧
め

た
り
、
あ
る
い
は
戒
を
保
つ
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
り
、
後
の
教
学
で
申
し
ま
す
と
聖
道
門
的
な
色
彩
が
非
常
に
強
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
次
第
に
浄
土
思
想
特
有
の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
初
期
の
〈
無
量
寿
経
〉
で
も
「
我
を
念
ず
る
」
と
い
う
こ
と
は
出
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
全
然
な
い
と
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ

う
い
う
念
仏
と
い
う
こ
と
が
後
に
な
る
程
強
調
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
一
般
に
読
ま
れ
て
お
り
ま
す
霊
臺
寿

圭
目
国
冒
切
と
い
う
名
前
で
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
い
ろ
い
ろ
異
説
も
あ
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
私
は
無
量
光
仏
の
方
が
元
の
形
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
表
を
見
て
ま
い
り
ま
す

と
、
そ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
寿
命
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
つ
の
考
え

と
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
様
に
考
え
て
ま
い
り
ま
す
と
、
現
在
残
っ
て
お
り
ま
す
〈
無
量
寿
経
〉
の
諸
異
本
で
は
『
大
阿
弥
陀
経
」
が
一
番
古
い
よ
う
に
思

い
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
よ
り
原
初
の
〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い

う
原
初
の
〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
も
の
は
、
お
そ
ら
く
は
、
「
東
方
偶
」
、
「
流
通
偶
」
ま
で
の
よ
う
な
そ
う
い
う
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
し

て
阿
弥
陀
仏
は
光
明
無
量
で
あ
る
と
の
み
説
か
れ
て
い
た
の
が
最
初
の
形
態
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。

む
す
ぴ

f〕11



経
」
で
す
と
、
「
菩
提
心
を
お
こ
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
ま
す
。
「
菩
提
心
を
お
こ
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
初
期
の

『
大
阿
弥
陀
経
」
や
『
平
等
覚
経
」
で
は
出
て
こ
な
い
語
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
一
口
に
〈
無
量
寿
経
〉
と
申
し
ま
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
発
展
段
階
を
経
て
き
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
え
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

時
間
も
ま
い
り
ま
し
た
。
私
の
申
し
た
い
こ
と
は
以
上
の
よ
う
な
点
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
一
応
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

R

序
国

当
日
配
布
資
料
一

(1）(2）(3）(4）(5）(6）

阿
弥
陀
三
耶
三
佛
薩
槙
佛
檀
過
度
人
道
経
支
謙
訳

〈
支
婁
迦
識
訳
一
七
九
’
一
八
九
年
洛
陽
〉

無
量
清
浄
平
等
覚
経
支
婁
迦
識
訳

〈
竺
法
護
訳
三
○
八
年
天
水
〉

無
量
寿
経
康
僧
鎧
訳

〈
佛
陀
賊
陀
羅
・
宝
雲
共
訳
四
二
一
年
建
業
、
道
場
寺
〉

大
宝
積
経
無
量
寿
如
来
会
菩
提
流
志
訳
七
○
六
’
七
一
三
年

長
安
、
西
崇
福
寺

大
乗
無
量
寿
荘
厳
経
法
賢
訳
九
九
一
年

開
封
、
太
平
興
國
寺
の
西
に
建
て
ら
れ
た
訳
経
院

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
烏
圃
ぐ
働
国
‐
ぐ
乱
冨

戸1
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【
Ⅲ
】
阿
惟
越
致
菩
薩
と
三
輩
と
の
関
係

【
Ⅱ
】
阿
惟
越
致
菩
薩
を
理
想
像
と
す
る
佛
道

初
発
意
菩
薩
、
閏
昌
鼻
団
日
ｇ
除
目
の
四
目
冒
尉
詳
巨
計
理

随
般
若
波
羅
蜜
教
者
冒
四
冒
号
閂
日
日
国
冨
昌
冒
闇
自
習
煙
身
四
員
の

阿
惟
越
致
菩
薩
四
ぐ
］
日
ぐ
閏
国
目
目
鼻

（
道
行
般
若
８
）
（
貯
冨
困
冨
目
圃
両
面
も
闇
ご

預
流
↓
一
来
↓
不
還
↓
（
独
覚
）
↓
阿
羅
漢
↓
阿
惟
越
致
菩
薩

【
Ｉ
】
初
期
大
乗
佛
教
の
成
立

大
乗
佛
教
は
元
来
、
佛
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
、
塔
寺
）
を
中
心
に
集
ま
っ
た
、
佛
塔
供
養
を
通
じ
て
佛
を
讃
歎
、
崇
拝
す
る
在
家
信

者
を
主
と
す
る
集
団
に
よ
っ
て
興
さ
れ
た
新
仏
教
運
動
で
あ
る
。

（
『
講
座
・
大
乗
佛
教
」
一
、
高
崎
直
道
「
大
乗
経
典
発
達
史
」
弓
３
‐
と

(7）

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
冠
冨
鴨
冒
》
＆
号
緒
日
の
昌
皇
』
房
＆
冨
昌
の
ｍ
ご
呉
）
賢
冨
的
冨
呂
①
目
〕
○
ご
貝
一
○

］
旨
四
目
旨
四
ゞ
ロ
帥
屋
自
画
》
国
①
号
①
の
乱
①
訳

（
北
京
版
の
み
は
固
巨
〕
貝
賜
巴
目
の
冨
口
訳
）
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【
Ⅳ
】
出
家
を
理
想
と
す
る
佛
道

初
期
大
乗
経
典
に
は
出
家
を
清
浄
な
生
活
と
し
て
勧
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
般
舟
三
昧
経
』
四
輩
品

『
法
鏡
経
」
（
大
宝
積
経
・
郁
伽
長
者
会
の
異
訳
）

『
菩
薩
本
業
経
」
（
華
厳
経
・
浄
行
品
の
異
訳
）

【
Ｖ
】
戒
の
重
視

初
期
の
浄
土
経
典
は
戒
を
重
視
し
て
い
る
。

【
Ⅵ
】
無
量
光
と
無
量
寿
と
い
ず
れ
が
先
か
⑤

訂｜
‐
上
韮
早

中

＝f筐

軍

下
輩

大
阿

○

平
等
一
寿
経

○

○ ○

如
来
会

○○○

○’

荘
厳
経

○○○

Ｓ
・
Ｔ

r~1
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