
有
難
く
存
じ
上
げ
ま
す
。

私
は
こ
こ
七
、
八
年
来
↑
韓
国
や
香
港
と
、
国
交
が
あ
り
ま
し
た
時
代
に
は
台
湾
に
ま
い
り
ま
し
て
、
中
国
の
佛
教
の
儀
礼
、
あ
る
い

は
韓
国
佛
教
の
儀
礼
の
研
究
を
し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
宗
教
の
研
究
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
教
理
、
一
つ
に
は
教
団
、
一
つ
に

は
儀
礼
、
こ
の
三
つ
の
面
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
現
在
で
は
教
理
学
の
研
究
は
、
国
立
大
学
に

お
き
ま
し
て
は
印
度
哲
学
科
に
お
い
て
、
宗
門
大
学
に
お
い
て
は
佛
教
学
部
に
お
き
ま
し
て
や
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

教
団
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
中
国
佛
教
で
申
し
ま
す
と
、
東
洋
史
学
の
出
身
の
研
究
者
が
こ
れ
を
す
す
め
て
お
り
ま
し
て
、
お

そ
ら
く
大
谷
大
学
で
あ
っ
て
も
史
学
科
の
中
で
中
国
佛
教
史
と
い
う
も
の
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

儀
礼
の
研
究
は
宗
教
学
の
面
か
ら
や
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
佛
教
学
と
は
殆
ん
ど
関
係
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
行
動
科
学
の
理
論

を
導
入
致
し
ま
し
て
、
そ
れ
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
三
つ
は
善
く
ラ
寺
ハ
ラ
で
す
が
、
私
の
考
え
で
は
ど
れ
か
一
つ
に
重
点
を
置
き
ま

只
今
、
御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
鎌
田
で
す
。
大
谷
大
学
は
華
厳
学
の
輝
や
か
し
い
伝
統
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
大
学
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
で
私
の
よ
う
な
素
人
の
、
華
厳
学
の
伝
統
を
受
け
て
い
な
い
私
意
的
な
研
究
を
進
め
た
者
を
、
お
招
き
頂
き
ま
し
て
本
当
に
光
栄
に

華
厳
教
学
に
お
け
る
正
統
と
異
端鎌

田
茂
雄
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素
で
あ
り
ま
す
ｃ

束
ア
ジ
ア
世
界
と
は
政
治
的
に
は
冊
封
体
制
、
つ
ま
り
中
国
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
に
あ
る
勃
海
、
朝
鮮
、
日
本
、
さ
ら
に
は
寺
へ
ト

ナ
ム
の
よ
う
な
隣
接
し
た
区
域
を
い
う
の
で
す
。

東
ア
ジ
ア
世
界
を
形
成
す
る
支
柱
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
は
律
令
体
制
が
そ
れ
を
支
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
は
中

国
佛
教
の
伝
播
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
第
三
に
は
洪
字
文
化
間
と
い
う
も
の
が
そ
れ
を
支
え
て
お
り
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
世
界
を
形
成
す
る
要
素
の
一
つ
と
致
し
ま
し
て
、
中
国
佛
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
考
え
て
下
さ
い
。
中
国
佛
教
が
中

国
本
土
、
朝
鮮
半
島
、
そ
れ
か
ら
日
本
へ
と
伝
播
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
佛
教
を
比
較
し
ま
す
と
、
同
一
性
と
異
質
性

の
問
題
が
あ
る
。
中
国
佛
教
と
日
本
佛
教
と
同
じ
所
も
あ
る
し
、
違
う
所
も
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
と
に
か
く
考
え
て
見
な
く
て
は

い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
し
ば
ら
く
足
で
歩
い
て
や
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
や
り
な
が
ら
、
色
々
考
え
ま
し
た
結
果
で
す
が
、
朝
鮮
半
島
の
佛
教
と
い
う
も
の
を
少
し
独
立
さ
せ
て
考
え
な
い
と

い
け
な
い
。
同
じ
東
ア
ジ
ア
佛
教
圏
の
中
で
、
中
国
佛
教
と
朝
鮮
佛
教
と
、
こ
こ
で
朝
鮮
佛
教
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
の
は
、
地
理
的

の
朝
鮮
半
島
に
移
植
さ
れ
、
そ
こ
で
成
熟
し
、
展
開
し
た
佛
教
、
と
い
う
意
味
で
す
。
朝
鮮
佛
教
と
日
本
佛
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で

す
が
、
従
来
は
そ
れ
が
非
常
に
似
た
，
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
う
て
は
な
く
て
、
同
じ
漢
訳
佛
典
に
よ
っ
て
い
る
け

し
て
、
他
の
二
つ
の
面
を
絶
え
ず
考
慮
し
な
が
ら
問
題
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
し

て
、
こ
こ
六
、
七
年
実
態
調
査
を
つ
づ
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
色
々
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
儀
礼
の
研
究
の
面
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
私
達
は
日
本
の
佛
教
の
伝
統
を
受
け
て
い
る
の
で
す
が
、
朝
鮮
半
島
で
は
朝
鮮

の
佛
教
が
あ
り
、
中
国
本
土
に
お
い
て
は
、
中
国
佛
教
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
私
達
が
読
調
す
る
経
典
は
漢
訳
佛
教

の
経
典
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
漢
訳
経
典
、
漢
訳
大
蔵
経
を
中
心
と
し
た
一
つ
の
佛
教
圏
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
し
て
私
は
そ

れ
を
東
ア
ジ
ア
佛
教
圏
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
佛
教
圏
と
い
う
も
の
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
を
形
成
す
る
一
つ
の
要
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係
あ
り
ま
せ
ん
。

れ
ど
も
、
か
な
り
性
格
が
違
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
結
果
を
、
華
厳
学
の
研
究
に
反
映
さ
せ
て
見

る
と
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
私
自
身
の
問
題
意
識
に
し
て
き
た
の
で
す
。

し
ょ
う
り
ょ
う
ち
よ
う
か
ん

従
来
、
華
厳
教
学
と
申
し
ま
す
と
、
大
成
者
が
法
蔵
、
そ
し
て
清
涼
澄
観
ｌ
圭
峯
宗
密
と
い
う
中
国
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
杜
順
ｌ

智
侭
ｌ
法
蔵
ｌ
澄
観
ｌ
宗
密
、
こ
れ
を
華
厳
宗
の
五
祖
と
申
し
ま
す
が
、
法
蔵
と
澄
観
の
間
は
断
絶
が
あ
り
ま
す
。
後
の
人
が
そ
れ
を
デ

ッ
チ
あ
げ
ま
し
て
、
こ
う
い
う
法
統
を
作
っ
た
の
で
す
。
慧
苑
は
法
蔵
の
弟
子
で
す
が
、
澄
観
に
よ
っ
て
師
の
説
を
否
定
し
た
、
け
し
か

ら
な
い
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
抹
殺
さ
れ
ま
す
。
李
通
玄
と
い
う
の
は
、
ど
の
伝
統
に
も
属
さ
な
い
で
、
一
人
で
華
厳
経
を
読
み
、
一
人

で
華
厳
経
の
実
践
を
し
た
人
で
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ば
疎
外
者
で
あ
り
ま
す
し
、
単
独
者
で
あ
り
ま
す
し
、
全
く
そ
う
い
う
法
統
と
は
関

こ
の
よ
う
な
中
国
の
華
厳
を
勉
強
す
る
に
は
、
従
来
は
法
蔵
、
澄
観
と
い
う
も
の
を
研
究
す
る
の
で
す
が
、
そ
し
て
法
蔵
、
澄
観
の
二

つ
を
大
体
合
わ
せ
た
も
の
を
正
統
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
を
正
統
と
し
た
の
は
鎌
倉
時
代
の
凝
然
で
あ
り
ま
す
。
凝
然
が
巧
み
に
法
蔵
と
澄

観
と
を
合
わ
せ
ま
し
て
、
東
大
寺
系
統
の
華
厳
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
本
寺
派
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に

対
し
ま
し
て
同
じ
鎌
倉
時
代
に
、
凝
然
よ
り
少
し
早
く
明
恵
上
人
が
出
て
お
り
ま
す
。

明
恵
上
人
は
高
山
寺
華
厳
、
あ
る
い
は
末
寺
派
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
高
山
寺
系
統
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
派
の
う
ち
凝
然
を

正
統
、
明
恵
上
人
を
異
端
と
し
て
、
正
統
、
非
正
統
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
す
。

ど
う
し
て
そ
う
い
う
考
え
方
が
定
着
し
た
の
か
と
い
う
と
、
正
統
・
異
端
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
始
め
、
正
統
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
し
て
異
端
が
で
き
る
の
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
一
番
社
会
的
な
勢
威
を
得
た
も
の
、
あ
る
い
は

教
義
学
的
に
も
何
か
そ
こ
に
権
威
を
得
た
も
の
、
そ
れ
が
正
統
に
な
っ
て
他
を
異
端
と
名
づ
け
る
わ
け
で
し
て
、
始
め
か
ら
決
ま
っ
て
い

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
、
こ
ち
ら
が
正
統
派
で
こ
ち
ら
は
異
端
派
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
中
国
の
華
厳
と
、
そ
れ
か
ら
朝
鮮

の
華
厳
と
の
関
係
か
ら
問
題
を
考
え
て
見
よ
う
と
い
う
の
が
今
日
の
お
話
で
す
。
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ま
ず
明
恵
上
人
と
凝
然
大
徳
の
学
問
の
特
徴
と
申
し
ま
す
か
、
そ
れ
を
簡
単
に
申
し
あ
げ
ま
す
。

き
い
の
・
く
に

明
恵
上
人
は
皆
さ
ま
も
高
山
寺
を
よ
く
御
存
知
と
思
い
ま
す
の
で
、
別
に
説
明
す
る
必
要
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
紀
伊
国
に
生
ま

れ
た
の
で
す
が
、
小
さ
い
時
に
御
両
親
を
失
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
八
歳
の
時
に
高
雄
の
神
護
寺
に
預
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
東
大
寺
で
勉
強
し
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
東
大
寺
で
勉
強
し
て
も
本
当
の
も
の
は
得
ら
れ
な
い
と
い
い
ま
し
て
↑
和
歌
山
県
の
湯

す
は
ら

浅
の
栖
原
村
の
白
上
の
峰
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
て
お
り
ま
す
。

私
も
二
年
前
に
現
地
調
査
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
沢
山
、
島
が
見
え
る
湾
で
し
て
、
和
歌
山
か
ら
も
う
少
し
先
で
す
が
、

あ
ん

そ
こ
に
海
の
見
え
る
断
涯
絶
壁
の
山
の
上
に
庵
を
作
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
ひ
た
す
ら
修
行
を
な
さ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
イ
ン
ド
に
渡

ろ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
中
止
し
た
と
い
う
よ
う
な
お
話
も
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
そ
の
後
、
高
山
寺
に
入
り
ま
し
て
、
ひ
た
す

ら
に
華
厳
教
学
を
勉
強
し
、
更
に
は
真
言
密
教
を
学
ば
れ
ま
し
て
華
厳
密
教
、
す
な
わ
ち
厳
密
と
い
う
も
の
を
確
立
さ
れ
た
の
で
す
。

一
方
、
凝
然
大
徳
は
求
道
者
と
し
て
通
し
た
明
恵
と
は
違
い
ま
し
て
、
ひ
た
す
ら
学
問
に
励
ま
れ
た
方
で
す
。
佛
教
史
と
し
て
は
、

『
三
国
佛
法
伝
通
縁
起
』
と
い
う
本
を
お
書
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
華
厳
学
で
は
彼
の
華
厳
学
を
大
成
し
た
「
華
厳
法
界
義
鏡
』

を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
そ
の
他
、
『
五
教
章
』
に
註
釈
を
つ
け
た
り
、
『
探
玄
記
』
に
註
釈
を
つ
け
た
り
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

明
恵
上
人
は
実
践
に
生
き
た
方
、
凝
然
大
徳
は
学
問
に
生
き
た
方
で
す
。
凝
然
が
亡
く
な
ら
れ
る
前
に
書
か
れ
ま
し
た
、
「
五
十
要
問

答
加
塵
章
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
奥
書
き
に
は
、
老
眼
を
ぬ
ぐ
い
、
病
手
を
励
ま
し
て
著
作
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
と
に
か
く
八
十
二
歳
で
著
作
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
老
眼
を
ぬ
ぐ
い
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
眼
が
見
え
な
い
の
で
は
な
く

て
、
儀
礼
的
に
そ
う
書
く
一
つ
の
慣
行
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
東
大
史
料
編
墓
所
に
お
ら
れ
ま
し
た
玉
村
先
生
か
ら
伺
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
本
の
奥
書
き
の
最
後
に
老
眼
を
ぬ
ぐ
い
病
い
の
手
を
励
ま
す
と
い
う
文
句
が
見
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
他
の
所

に
は
老
眼
の
涙
あ
ふ
る
る
を
ぬ
ぐ
い
、
中
風
の
右
手
を
励
ま
す
、
昼
は
日
光
に
対
し
勇
を
起
し
、
夜
は
と
も
し
び
を
か
か
げ
て
眠
り
を
覚

ま
す
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
ひ
た
む
き
に
学
問
を
な
さ
っ
た
。
学
問
を
す
る
こ
と
が
行
で
あ
っ
た
の
で
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婬
欲
を
行
ず
る
機
会
に
度
を
恵
ま
れ
た
ん
だ
と
、
け
れ
ど
も
そ
の
時
に
何
か
の
障
害
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
為
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

ん
だ
と
い
』
う
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
一
文
を
辻
善
之
助
博
士
が
御
覧
に
な
ら
れ
ま
し
て
、
御
自
分
で
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
一

生
不
犯
を
通
さ
れ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
と
に
か
く
戒
律
を
自
分
の
身
に
科
し
た
の
で
す
。
例
え
ば
こ

う
い
う
こ
と
を
『
遺
訓
』
の
中
で
申
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
戒
律
の
本
を
書
か
れ
た
凝
然
に
対
し
ま
し
て
明
恵
は
戒
律
を
実
践
さ
れ
た
の
で
す
。
日
本
佛
教
史
の
学
者
で
あ
ら
れ
た
辻
善
之

助
先
生
が
、
日
本
佛
教
史
を
通
じ
ま
し
て
、
一
生
不
犯
で
あ
っ
た
の
は
明
恵
上
人
た
だ
一
人
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ど
こ
か

で
申
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
聞
き
し
た
の
で
す
が
、
明
恵
の
伝
記
を
拝
読
致
し
ま
す
と
、

た
ひ
た
び
す
で

「
度
度
既
に
婬
事
を
犯
さ
ん
と
す
る
便
り
あ
り
し
に
、
不
思
議
の
妨
げ
あ
り
て
、
打
ち
さ
ま
し
打
ち
さ
ま
し
し
て
、
つ
い
に
志
ざ
し

す
。
明
恵
上
人
は
本
当
の
安
心
、
悟
り
を
得
よ
う
と
し
て
、
佛
光
観
と
い
う
観
法
を
修
さ
れ
た
の
が
彼
の
生
命
で
あ
っ
た
の
で
す
。
ど
ち

ら
も
ひ
た
む
き
と
い
う
意
味
で
は
非
常
に
共
通
す
る
の
て
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

凝
然
は
、
日
本
の
華
厳
宗
は
東
大
寺
を
根
本
と
す
る
と
い
う
確
信
の
も
と
に
、
華
厳
学
研
究
に
没
頭
さ
れ
た
の
で
す
。
八
十
二
年
の
生

涯
で
一
百
二
十
五
部
一
千
二
百
余
巻
を
著
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
大
変
な
量
で
、
お
そ
ら
く
著
書
は
等
身
ど
こ
ろ
か
、
著
書
が

身
長
を
ず
っ
と
越
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
学
問
に
生
き
ら
れ
た
。
ま
た
一
方
で
は
戒
律
の
研
究
を
な
さ
い
ま
し
て
、

『
梵
網
経
』
に
対
す
る
註
釈
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
も
修
辞
改
定
す
る
こ
と
四
十
年
余
り
で
す
。
私
ど
も
は
一
寸
論
文
で
も
、
本

で
も
書
く
と
書
き
っ
ぱ
な
し
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
に
く
り
か
え
し
手
を
入
れ
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鴬
さ
ま
の

『
教
行
信
証
』
の
よ
う
に
、
手
を
入
れ
手
を
入
れ
て
何
十
年
も
手
を
入
れ
て
や
る
と
い
う
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
大
変
な
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

を
遂
げ
ざ
り
き
」
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「
人
の
信
施
は
内
に
叶
ふ
徳
あ
り
て
受
く
る
は
福
な
り
。
破
戒
の
比
丘
、
若
し
後
世
の
報
な
く
ぱ
、
衣
は
炎
網
と
成
っ
て
身
を
焦
し
、

食
は
熱
輪
と
成
っ
て
腹
を
穿
た
ん
事
、
必
定
し
て
疑
な
か
る
く
し
」
と
。

お
布
施
を
受
け
る
と
き
に
内
に
本
当
に
具
わ
っ
た
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
破
戒
の
比
丘
が
お
布
施
を
受
け
れ
ば
そ
れ
は
大
変
な

こ
と
に
な
る
の
だ
。
炎
と
な
っ
て
身
は
燃
え
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
自
己
に
厳
し
い
明
恵
上
人
は

修
行
の
面
で
も
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

今
日
だ
め
だ
っ
た
ら
明
日
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

「
た
だ
久
長
の
志
を
ひ
っ
さ
げ
て
＄
今
日
極
め
ず
ば
明
日
、
今
日
悟
ら
ず
ば
来
月
、
今
年
相
応
せ
ず
ば
来
年
、
今
生
証
せ
ず
ば
来
生
、

た
い
く
、
つ

と
深
く
退
屈
せ
ず
、
火
を
た
く
が
如
く
励
む
、
へ
し
」

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
今
日
だ
め
な
ら
明
日
＄
明
日
だ
め
な
ら
明
後
日
と
い
う
よ
う
に
、
と
に
か
く
一
生
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
。
そ
れ
で
は
何
故
、
何
の
為
に
、
何
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
の
求
道
心
を
沸
き
立
た
せ
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
一
番

大
き
な
欲
望
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
『
華
厳
経
』
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
一
番
人
間
の
大
き
な
欲
、
大
欲
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、

真
理
を
求
め
る
欲
望
だ
と
、
そ
れ
を
清
浄
の
欲
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
清
浄
の
欲
と
い
う
の
は
佛
道
を
願
う
心
な
り
。
佛
道
に
お
き
て
欲
心
深
き
も
の
は
必
ず
佛
道
を
得
る
な
り
」
と
。

明
恵
の
求
道
を
支
え
た
背
景
は
清
浄
欲
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
人
間
の
欲
望
の
中
の
最
高
の
欲
な
の
で
あ
る
と
彼

そ
れ
で
は
時
間
の
関
係
で
こ
ま
か
い
こ
と
は
省
略
致
し
ま
し
て
、
明
恵
上
人
と
凝
然
大
徳
と
い
う
方
は
そ
う
い
う
方
な
ん
だ
と
い
う
こ

と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
明
恵
は
一
生
、
高
山
寺
に
お
き
ま
し
て
求
道
者
と
し
て
生
き
ら
れ
た
方
、
凝
然
は
ひ
た
す

ら
八
十
二
歳
ま
で
学
問
一
す
じ
に
生
き
ら
れ
た
方
だ
と
い
う
こ
と
を
御
理
解
頂
け
た
と
思
い
ま
す
。

今
度
は
、
こ
の
二
人
の
学
問
の
内
容
に
入
る
わ
け
で
す
が
、
ど
う
い
う
風
に
中
国
の
華
厳
を
摂
取
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

牛
乱
、

っ
て
い
る
の
で
手
り
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修
さ
れ
た
。

た
ま
た
ま

宋
か
ら
李
通
玄
の
『
華
厳
経
論
」
が
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
偶
々
見
て
、
こ
れ
は
と
飛
び
つ
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
と
飛
び
つ
く

ま
で
に
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
一
す
じ
の
求
道
の
道
が
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
李
通

な
い
ぽ
つ

玄
が
説
い
た
佛
光
観
と
、
明
恵
が
求
め
た
も
の
と
が
一
致
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
明
恵
の
内
発
と
、

外
か
ら
与
え
ら
れ
た
因
縁
に
よ
っ
て
そ
れ
が
熟
し
た
と
考
え
る
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
『
入
解
脱
門
義
』
と
い
う
本
を
お
書

き
に
な
ら
れ
た
り
、
佛
光
観
に
関
す
る
著
書
を
色
々
お
書
き
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。

一
方
、
凝
然
は
ど
の
華
厳
を
受
け
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
凝
然
は
華
厳
学
に
関
し
て
は
先
程
書
き
ま
し
た
『
法
界
義
鏡
』

『
華
厳
宗
要
義
』
な
ど
の
他
、
十
重
唯
識
に
関
す
る
註
釈
害
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
『
法
界
義
鏡
」

が
最
も
代
表
的
な
著
作
で
す
。

ど
の
よ
う
に
二
人
は
中
国
の
華
厳
を
受
け
と
め
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
明
恵
上
人
か
ら
お
話
し
申
し
上
げ
ま
す
と
、
明

恵
上
人
は
初
め
は
宗
密
の
教
学
を
受
け
た
の
で
す
。
宗
密
に
『
円
覚
略
疏
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
高
山
寺
で
講
義
し
ま
し

た
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
と
聞
く
も
の
が
少
な
く
な
る
と
、
最
後
は
松
の
枝
を
見
て
講
義
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
あ

る
時
点
か
ら
李
通
玄
を
受
け
る
よ
う
に
な
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
李
通
玄
が
や
っ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
の
、
佛
光
三
昧
観
と
い
う
観
法
を

ど
う
し
て
法
蔵
と
か
智
嚴
と
か
い
う
初
期
の
華
厳
学
を
受
け
な
い
で
、
宗
密
乃
至
は
李
通
玄
を
受
け
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な

の
で
す
。
明
恵
は
李
通
玄
の
『
華
厳
経
諭
』
と
偶
然
に
出
会
っ
た
わ
け
で
す
。
宋
か
ら
華
厳
教
学
の
典
籍
が
来
た
。
そ
れ
と
偶
然
に
出
会

い
ま
し
て
、
佛
光
観
と
い
う
も
の
を
お
知
り
に
な
っ
た
。
こ
の
出
会
い
に
つ
い
て
何
と
い
っ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、

あ
い
ぎ
よ
う

「
こ
の
論
未
だ
広
く
流
布
せ
ず
、
盧
わ
ざ
る
因
縁
に
依
っ
て
大
宋
朝
よ
り
之
を
得
た
り
。
予
、
こ
の
文
を
見
る
に
深
く
愛
楽
を
生
ず
」

凝
然
は
ど
の
よ
う
に
し
て
『
法
界
義
鏡
』
を
書
い
た
か
と
い
、
い
ま
す
と
、
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
法
蔵
と
澄
観
と
を
巧
み

（
「
佛
光
三
昧
観
冥
感
伝
」
）
と

90



に
取
入
れ
て
お
り
ま
す
。
『
法
界
義
鏡
』
の
原
文
を
全
部
原
典
に
あ
た
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
比
較
し
て
分
析
し
ま
す
と
、
ま
こ
と
に
巧
み

に
法
蔵
の
教
学
と
澄
観
の
教
学
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
華
厳
教
学
で
は
一
真
法
界
と
い
う
こ
と
を
よ
く
申
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
四
種
法
界
と
い
う
こ
と
も
申
し
ま
す
。
こ
の
一
真
法

界
を
一
番
最
初
に
と
り
だ
し
て
『
法
界
義
鏡
』
は
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
す
が
！
こ
の
凝
然
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
華
厳
学
は
、
そ

の
後
の
日
本
の
華
厳
学
の
方
向
を
決
定
せ
し
め
た
の
で
す
。

ゆ
す
ぎ

例
え
ば
華
厳
学
の
権
威
湯
次
了
栄
先
生
に
『
華
厳
大
系
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
最
も
す
ぐ
れ
た
華
厳
学
の
概
論
書
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
中
で
は
、
凝
然
が
『
法
界
義
鏡
』
で
展
開
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
お
ら
れ
る
。
一
真
法
界
論
と
い
う
構
成
そ
の
も

の
も
、
四
種
法
界
と
い
う
構
成
そ
の
も
の
も
で
す
。
こ
れ
は
凝
然
が
な
さ
れ
ま
し
た
仕
事
を
忠
実
に
伝
承
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

の
も
、
四
種
法
界
と
』

明
ら
か
な
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
一
寸
余
談
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
智
倣
と
法
蔵
の
華
厳
学
と
、
澄
観
と
宗
密
の
華
厳
学
は
違
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
昔

か
ら
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
前
者
は
ひ
ら
た
い
言
葉
で
い
い
ま
す
と
、
哲
学
的
な
構
築
が
主
で
あ
り
、
後
者
は
実
践
的
な
立
場
、
す
な

わ
ち
禅
を
中
に
取
り
入
れ
て
構
成
し
た
華
厳
学
で
あ
り
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
華
厳
教
学
と
い
う
の
は
智
傲
・
法
蔵
ま
で
で
、
澄
観
・
宗

ほ
う
た
ん

密
は
本
当
の
華
厳
教
学
で
は
な
い
ん
だ
と
い
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
鳳
潭
で
す
。
鳳
潭
と
い
う
学
者
は
こ
れ
ま
た
大
変
な
学
者
で
し
て
、

華
厳
教
学
だ
け
で
は
な
く
て
、
密
教
や
ら
天
台
教
学
や
ら
、
何
か
ら
何
ま
で
す
。
へ
て
や
っ
た
人
で
す
。
た
だ
後
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
鳳

潭
は
正
統
で
は
な
い
と
い
っ
て
否
定
さ
れ
る
、
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
一
人
で
あ
れ
だ
け
各
宗
の
教
学
を
こ
な
し
な
が
ら
、
議

論
を
展
開
し
た
人
と
い
う
の
は
一
寸
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

か
じ
よ
う
ほ
う

私
も
正
確
に
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
佛
教
の
史
的
展
開
を
始
め
て
加
上
法
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
論
証
し
た
富
永
仲
基
が
、
鳳
潭
の
「
法

華
経
』
の
講
義
を
若
い
時
に
大
阪
で
聞
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
代
は
富
永
仲
基
で
あ
る
と
か
、
そ
の
後
は
排

佛
論
を
書
い
た
山
片
蟠
桃
で
あ
る
と
か
、
偉
い
天
才
が
陸
続
と
し
て
出
て
い
る
時
代
で
す
。
日
本
の
思
想
史
を
通
じ
て
天
才
が
三
人
い
る
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智
侭
と
法
蔵
、
澄
観
と
宗
密
は
異
な
る
教
学
で
す
が
、
凝
然
が
実
に
巧
み
に
こ
の
両
者
を
一
緒
に
し
た
の
で
す
。

そ
の
次
に
も
う
一
つ
お
話
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
明
恵
上
人
に
影
響
を
与
え
た
宗
密
教
学
に
関
し
て
で
あ
り
ま
す
。
明
恵
の
弟
子
に
証

や

定
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
始
め
坊
さ
ん
で
し
た
の
で
す
が
、
途
中
で
止
め
て
し
ま
い
。
居
士
に
な
っ
て
本
を
書
い
た
。
ど
う
い

う
本
を
書
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
『
禅
宗
綱
目
』
と
い
う
本
を
書
い
た
。

か
っ
て
大
屋
徳
城
博
士
が
こ
の
本
を
発
見
な
さ
い
ま
し
て
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
本
は
高
山
寺
と
京
都
大
学
と
鎌
倉
の
松
ケ
岡
文
庫
に

あ
り
ま
す
。
宗
密
の
「
円
覚
経
大
疏
紗
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
『
禅
門
師
資
承
襲
図
』
と
い
う
本
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を

そ
の
ま
ま
摂
取
し
て
『
禅
宗
綱
目
』
を
作
っ
た
の
で
す
。
証
定
は
明
恵
に
つ
い
て
ず
っ
と
修
学
し
た
も
の
で
す
が
、
明
恵
ｌ
証
定
の
教
学

に
宗
密
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
本
を
見
る
と
よ
く
分
り
ま
す
。

も
う
一
人
鎌
倉
時
代
に
朗
遊
と
い
う
学
者
が
い
ま
す
。
｝
」
の
人
は
全
く
系
統
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
東
大
寺
系
か
高
山
寺
系
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。
こ
の
人
の
書
い
た
本
を
見
ま
す
と
、
宗
密
教
学
の
影
響
が
強
い
。
教
判
諭
で
は
凝
然
の
五
教
判
と
較
。
へ
ま
す
と
全
く
違
う
。
そ
し

て
「
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
に
説
か
れ
た
禅
の
三
宗
と
い
う
も
の
を
全
面
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
す
。
朗
遊
の
本
は
「
華
厳
香
水
源

記
』
と
い
う
本
で
す
。
こ
れ
は
『
日
本
大
蔵
経
』
に
も
集
録
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
の
人
の
伝
記
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
宗
密
の
「
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
の
全
面
的
な
摂
取
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
し
て
、
明
ら
か
に
明
恵
ｌ
証
定
ｌ
朗
遊
の
系

統
は
東
大
寺
の
華
厳
と
は
違
っ
た
中
国
華
厳
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

り
よ
』
フ

も
う
一
つ
明
恵
の
教
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
に
中
国
の
遼
の
密
教
が
あ
り
ま
す
。
遼
と
い
う
国
は
北
の
方
の
国
で
あ
り

ま
し
て
、
大
変
シ
ャ
ー
マ
’
一
ズ
ム
の
強
い
所
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
遼
の
密
教
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
独
持
の
も
の
で
し
て
、
『
大
日

経
演
密
紗
』
と
い
う
よ
う
な
本
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
他
『
釈
摩
訶
桁
論
』
の
註
釈
が
あ
り
ま
す
。
大
日
本
続
蔵
経
の
中
に
、

ん
だ
と
、
内
藤
湖
南
先
生
が
お
一

義
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

内
藤
湖
南
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
中
の
二
人
は
富
永
仲
基
と
山
片
蟠
桃
で
す
。
そ
う
い
う
人
が
鳳
潭
の
講
蛇



い
く
つ
か
が
入
っ
て
お
り
ま
す
が
＄
一
部
大
正
新
脩
大
蔵
経
に
も
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
影
響
を
受
け
ま
し
て
、
光
明
真
言
に
関
す
る

著
作
を
明
恵
が
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
遼
の
密
教
の
著
述
を
引
用
し
て
、
論
じ
て
い
る
の
で
す
。

明
恵
に
与
え
た
大
陸
佛
教
の
影
響
は
、
ま
ず
華
厳
学
で
は
宗
密
の
影
響
、
李
通
玄
の
影
響
、
そ
れ
か
ら
遼
の
密
教
の
影
響
と
い
う
も
の

が
あ
る
の
で
す
。
凝
然
に
与
え
た
大
陸
佛
教
、
大
陸
華
厳
の
影
響
は
法
蔵
と
澄
観
↑
も
ち
ろ
ん
智
幟
も
あ
り
ま
す
が
、
法
蔵
と
澄
観
と
を

巧
み
に
合
わ
せ
た
と
い
う
の
が
凝
然
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

最
後
に
明
恵
と
朝
鮮
華
厳
と
の
関
係
を
少
し
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
明
恵
の
弟
子
が
絵
に
書
い
た
も
の
に

『
華
厳
絵
巻
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
『
華
厳
縁
起
絵
巻
』
を
簡
単
に
「
華
厳
絵
巻
』
と
い
い
ま
す
が
、
絵
巻
物
に
な
っ
て
い
る
。
一

体
、
何
の
絵
が
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
、
題
名
に
は
、
華
厳
宗
の
祖
師
の
絵
と
書
い
て
あ
る
。
華
厳
宗
の
祖
師
の
絵
と
い
う
な
ら
ば
↑

誰
を
書
け
ば
よ
い
か
と
い
え
ば
、
中
国
で
は
法
蔵
を
書
い
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
一
番
初
め
の
杜
順
を
書
い
た
ら
い
い
。
あ
る

ろ
う
べ
ん
し
ん
じ
ょ
う

い
は
日
本
の
華
厳
で
東
大
寺
に
関
係
す
る
人
と
し
て
は
、
東
大
寺
を
造
っ
た
良
弁
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
初
め
て
講
義
を
し
た
審
祥
大

徳
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
人
の
絵
を
書
け
ば
い
い
の
に
、
何
も
そ
う
い
う
も
の
は
書
い
て
な
い
。
誰
の
絵
を
書
い
た
か
と
い
う
と
、
義

湘
と
元
暁
の
絵
を
書
い
た
。
義
湘
と
元
暁
と
い
う
の
は
、
二
人
と
も
新
羅
の
方
で
す
。
義
湘
の
絵
が
四
巻
、
元
暁
の
絵
が
二
巻
で
す
。

義
湘
と
元
暁
と
い
う
の
は
、
二
人
と
も
仲
の
い
い
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
ま
し
て
、
長
安
（
大
陸
）
に
行
き
ま
し
て
、
華
厳
を
伝
承
し
よ
う

ほ
ら
あ
な

と
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
港
へ
で
る
途
中
と
あ
る
山
の
中
で
野
宿
を
し
た
。
そ
の
晩
、
真
暗
な
中
で
洞
穴
へ
入
っ
て
泊
ま
っ
た
。
朝
起
き

て
見
た
ら
、
そ
こ
に
は
骸
骨
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
穴
だ
っ
た
と
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
で
と
て
も
翌
晩
は
野
宿
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

夜
、
何
も
知
ら
な
い
と
き
に
は
平
気
で
野
宿
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
を
元
暁
が
悟
り
ま
し
て
、
一
切
の
こ
と
は
す
ゞ
へ
て
自
分
の
心
か
ら
生

ず
る
の
で
あ
る
と
、
だ
か
ら
心
の
他
の
師
を
た
づ
ぬ
く
か
ら
ず
と
悟
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
中
国
へ
留
学
し
て
華
厳
を
勉
強
す
る
必

要
は
な
い
。
本
土
に
留
ま
っ
て
、
そ
う
し
て
勉
強
す
れ
ば
自
分
は
い
い
ん
だ
と
い
っ
て
行
か
な
か
っ
た
。

一
方
義
湘
は
、
海
を
渡
っ
て
長
安
ま
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。
誰
に
つ
い
た
か
と
い
う
と
、
智
隙
に
つ
い
た
。
だ
か
ら
法
蔵
と
義
湘
は
兄
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弟
弟
子
な
ん
で
す
。
学
統
は
中
国
で
は
法
蔵
が
継
ぎ
、
新
羅
の
華
厳
は
義
湘
が
継
い
で
い
る
の
で
す
が
、
兄
弟
弟
子
で
す
。
そ
し
て
法
蔵

が
義
湘
へ
手
紙
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
手
紙
が
現
存
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
密
接
度
が
わ
か
り
ま
す
。

義
湘
と
い
う
の
は
王
子
様
で
、
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
ま
し
た
の
で
顔
も
立
派
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
長
安
で
一
人
の
女
の
人
に
恋
を
さ
れ

た
。
そ
の
女
の
人
は
義
湘
が
好
き
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
義
湘
は
自
分
は
出
家
の
身
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
の
愛
を
受
け
入
れ
る

こ
と
が
出
来
な
い
と
い
い
ま
し
た
ら
、
そ
の
女
の
人
が
尼
さ
ん
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
名
前
を
善
妙
尼
と
し
た
。
今
度
は
一
緒
に
勉

強
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
義
湘
の
帰
国
が
近
づ
い
た
。
善
妙
に
話
す
と
一
緒
に
来
る
と
大
変
だ
と
い
う
の
で
、
一
人
で
港
ま
で
逃

げ
て
い
っ
た
の
で
す
。
義
湘
を
乗
せ
た
船
が
港
を
離
れ
た
。
そ
の
時
善
妙
が
岸
ま
で
追
い
か
け
て
き
た
。
見
る
と
義
湘
の
乗
っ
た
船
が
遙

か
沖
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
善
妙
は
自
分
の
身
を
海
に
投
げ
て
龍
と
な
っ
て
、
義
湘
の
船
を
守
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
龍
が
義
湘

の
船
の
横
を
泳
ぎ
な
が
ら
守
護
し
て
い
る
絵
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
原
本
は
京
都
国
立
博
物
館
に
あ
り
ま
す
。

プ
ソ
ク
サ

そ
し
て
朝
鮮
半
島
に
着
い
た
。
義
湘
は
大
変
活
躍
致
し
ま
し
て
、
い
ろ
ん
な
所
へ
寺
を
建
て
た
。
そ
の
一
つ
に
浮
石
寺
と
い
う
寺
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
寺
を
義
湘
が
建
て
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
を
建
て
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
他
の
坊
さ
ん
達
が
義
湘
を
妨
害
し
た
。
こ
れ
を
建

て
さ
せ
ま
い
と
義
湘
に
迫
害
を
加
え
た
。
そ
の
時
に
善
妙
の
龍
が
巨
石
と
な
っ
て
空
中
に
舞
っ
た
。
そ
う
し
て
悪
僧
ど
も
を
そ
の
石
で
つ

ぶ
そ
う
と
し
た
。
悪
僧
ど
も
は
お
ど
ろ
い
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
浮
石
寺
と
い
う
の
は
石
を
浮
か
す
寺
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
も

ほ
こ
ら

二
年
位
前
に
こ
こ
に
行
き
ま
し
た
。
大
無
量
寿
殿
が
こ
こ
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
う
し
ろ
に
大
き
な
石
が
あ
る
。
左
背
後
に
小
さ
な
祠
が

あ
る
。
中
を
覗
い
て
見
ま
す
と
、
善
妙
尼
の
像
が
そ
こ
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
善
妙
堂
で
あ
り
ま
す
。
善
妙
堂
と
申
し
ま

す
と
、
高
山
寺
の
周
山
街
道
に
か
っ
て
善
妙
寺
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
未
亡
人
に
な
っ
た
人
た
ち
を
、
明
恵
上
人
が

高
山
寺
と
違
っ
た
所
へ
寺
を
建
て
て
住
ま
せ
ま
し
た
。
そ
れ
が
善
妙
寺
で
す
。
そ
の
中
の
一
人
の
尼
さ
ん
は
明
恵
上
人
が
亡
く
な
っ
た
と

き
に
、
そ
の
死
を
悲
し
み
ま
し
て
『
華
厳
経
』
の
一
品
を
血
書
致
し
ま
し
て
、
そ
れ
が
終
る
や
清
滝
川
に
身
を
投
じ
後
を
追
っ
た
と
い
う

こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
因
縁
が
あ
る
の
で
す
。
直
接
何
の
関
係
も
な
い
の
で
す
が
、
韓
国
の
栄
州
の
郊
外
に
あ
る
浮
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石
寺
の
裏
に
も
善
妙
堂
が
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
る
。
か
つ
て
周
山
街
道
の
近
く
に
善
妙
寺
が
あ
っ
た
。
明
恵
と
義
湘
と
い
う
も
の
は
国

土
は
違
い
ま
す
が
、
大
変
な
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
の
で
す
。

『
華
厳
絵
巻
』
の
義
湘
絵
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
え
ば
明
恵
自
身
の
内
部
に
あ
っ
た
も
の
の
中
で
一
番
似
て
い
た
人
が
義
湘
大
師
だ

っ
た
ん
だ
と
。
だ
か
ら
明
恵
は
華
厳
の
祖
師
は
義
湘
と
元
暁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
書
い
た
の
で
す
。

元
暁
に
つ
い
て
は
元
暁
に
『
遊
心
安
楽
道
』
と
い
う
浄
土
教
の
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
土
砂
の
加
持
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま

す
。
土
砂
の
加
持
と
い
う
の
は
一
つ
の
土
砂
に
光
明
真
言
を
称
え
て
、
そ
れ
に
霊
力
を
持
た
せ
る
。
そ
の
土
砂
を
お
墓
の
上
に
振
り
か
け

る
。
あ
る
い
は
人
が
死
ん
だ
時
に
死
体
の
上
に
ふ
り
か
け
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
の
人
は
極
楽
浄
土
へ
行
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
あ

る
そ
う
で
し
て
、
私
が
か
っ
て
韓
国
の
学
者
に
そ
う
い
う
風
習
が
あ
る
か
と
聞
い
て
見
ま
し
た
ら
、
昔
は
あ
る
い
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
と
い
う
答
え
を
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
に
角
、
元
暁
の
こ
れ
（
『
遊
心
安
楽
道
』
）
に
も
と
づ
き
ま
し
て
、
光
明
真
言
土
砂
加
持

と
い
う
こ
と
を
明
恵
は
説
い
て
い
る
。

明
恵
の
内
部
に
燃
え
て
い
た
も
の
、
明
恵
が
宗
教
的
に
求
め
て
い
た
も
の
、
そ
の
投
影
と
し
て
も
っ
と
も
ピ
ッ
タ
リ
し
た
も
の
が
義
湘

で
あ
り
、
元
暁
で
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
え
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
弟
子
が
『
華
厳
絵
巻
』
を
書
く
と
き
に
、
華
厳
の
祖
師
の
絵
伝
と
し
て

は
、
義
湘
伝
と
元
暁
伝
を
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
義
湘
と
の
関
連
を
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
明
恵
上
人
は
「
南
無
同
相
別
相
住
持
佛
法
僧
三
宝
」
と
い
う
名
字
を

書
い
て
い
る
。
名
号
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
を
大
変
に
拝
ん
で
お
ら
れ
た
。
礼
拝
の
対
象
と
さ
れ
た
。
非
常
に
簡
略
な
文
字
の
中
に
真
理

を
見
出
そ
う
と
い
う
や
り
方
を
、
義
湘
が
や
っ
ぱ
り
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
一
乗
法
界
図
印
』
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
わ
ず
か
に

七
言
三
十
句
の
詩
に
華
厳
の
法
門
を
ま
と
め
ま
し
て
三
日
十
字
を
図
の
よ
う
に
書
い
た
も
の
で
す
。
あ
の
應
大
な
華
厳
教
学
一
堂
一
百
十
字

に
よ
っ
て
表
わ
そ
う
と
し
た
。
明
恵
に
そ
の
影
響
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
浄
土
教
の
法
然
上
人
の
影
響
も
十
分
に
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
華
厳
学
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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以
上
、
朝
鮮
華
厳
と
の
関
連
か
ら
明
恵
を
考
え
た
の
で
す
が
、
最
後
に
、
一
言
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
華
厳
学
を
考
え
る

場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
朝
鮮
華
厳
を
研
究
対
象
に
加
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

プ
ソ
ク
サ
フ
ワ
エ
ン
サ

先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
浮
石
寺
を
朝
鮮
華
厳
で
は
北
宗
と
申
し
ま
す
。
一
方
、
全
羅
南
道
に
あ
る
華
厳
寺
と
い
う
寺
が
南
宗
の
本
山
で

き
ん
に
よ

す
。
華
厳
宗
が
南
北
二
宗
と
分
か
れ
て
、
そ
う
し
て
華
厳
の
教
義
が
展
開
し
て
き
た
の
で
す
が
、
高
麗
の
均
如
が
こ
れ
を
一
つ
に
止
揚
し

た
。
こ
の
二
つ
の
系
統
を
一
つ
に
綜
合
し
て
一
つ
の
体
系
を
作
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
均
如
の
文
献
が
戦
前
に
刊
行
さ
れ
ま
し
て
日
本
の
図

書
館
に
も
か
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
最
近
韓
国
で
も
発
刊
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
丹
念
に
研
究

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
奈
良
時
代
の
華
厳
に
照
明
が
あ
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
奈
良
時
代
の
華
厳
と
い
う
の
は

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
奈
良
の
終
り
に
書
か
れ
た
と
い
う
『
五
教
章
指
事
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
平
安
の
初
め
と
い
う

じ
ゆ
れ
い

そ
う
ず
い
ろ
く

説
も
あ
り
ま
す
し
、
著
者
の
寿
霊
の
年
代
が
は
っ
き
り
致
し
ま
せ
ん
。
義
湘
の
『
法
界
図
記
』
に
註
釈
し
た
『
叢
髄
録
』
と
い
う
書
物
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
正
蔵
四
十
五
巻
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
新
羅
時
代
の
華
厳
宗
の
学
者
の
説
が
盛
ん
に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
何
と
か
整
理
し
て
復
元
で
き
な
い
も
の
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
程
度
整
理
し
た
段
階
で
宋
朝
四
大
家
の
『
五
教
章
』
の
註

釈
、
こ
れ
と
綿
密
な
教
義
内
容
の
比
岐
検
討
を
加
え
る
と
、
朝
鮮
華
厳
の
特
質
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
ま
す
と
日
本
の
初

期
の
華
厳
思
想
史
に
一
つ
の
側
面
か
ら
照
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
「
五
教
章
』
を
註
釈
し
ま
し
た
均
如
の
『
円
通
紗
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
の
始
め
の
方
を
見
ま
す
と
、
草
本
と
錬

本
と
「
五
教
章
』
の
二
種
類
の
本
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
『
五
教
章
』
に
は
、
和
本
と
宋
本
と
あ
り
ま
し
て
、
下
巻
と

中
巻
と
が
反
対
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
大
正
大
蔵
経
は
宋
本
を
採
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
註
釈
者
は
凝
然
を
始
め
全
部

和
本
を
よ
し
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
宋
本
と
和
本
の
こ
と
を
考
え
ま
す
の
に
均
如
の
華
厳
学
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
従
来
は
日
本
佛
教
、
中
国
佛
教
の
み
重
視
さ
れ
て
朝
鮮
佛
教
と
い
う
も
の
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、

一
つ
こ
こ
で
考
え
直
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
華
厳
教
学
の
面
か
ら
も
は
っ
き
り
す
る
の
で
す
。
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チ
ー
ヌ
ル

も
う
一
つ
朝
鮮
に
は
高
麗
の
初
め
に
、
知
納
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
望
月
佛
教
大
辞
典
に
も
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が

普
照
国
師
知
訓
は
、
実
は
現
在
の
韓
国
佛
教
の
曹
渓
宗
の
開
祖
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
曹
渓
宗
の
開
祖
の
知
訶
が
李
通
玄

に
徹
底
的
に
依
拠
し
た
の
で
す
。
例
え
ば
『
華
厳
論
節
要
」
と
い
う
も
の
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
半
島
に
は
全
く
な
い
、
一
冊
も

な
か
っ
た
の
で
す
。
ど
こ
で
見
つ
か
っ
た
か
。
金
沢
文
庫
に
あ
り
ま
し
た
。
か
っ
て
東
国
大
学
の
金
知
見
博
士
が
刊
行
し
ま
し
た
。
つ
い

最
近
、
こ
れ
に
朱
点
が
打
っ
て
あ
る
の
が
今
迄
読
め
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
国
語
学
の
築
島
先
生
の
お
教
え
に
よ
っ
て
、
博
士
家
の
点
の

打
ち
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
て
、
訓
点
を
附
し
た
の
が
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
』
佛
典
第
二
巻
、
華
厳
篇
と
題
さ
れ
ま
し
て
昨
年

金
沢
文
庫
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ミ
ン

こ
れ
は
李
通
玄
の
『
華
厳
経
合
論
』
の
節
要
、
抜
粋
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
知
調
の
『
節
要
」
と
、
も
う
一
つ
明
代
に
活
躍
し
た
思

想
家
で
あ
る
李
卓
吾
の
『
華
厳
論
簡
要
』
と
を
較
べ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
中
国
人
の
李
卓
吾
と
朝
鮮
の
佛
教
者

知
調
が
、
李
通
玄
の
ど
こ
を
と
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
分
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
人
の
考
え
方
と
朝
鮮
の
人
の
考
え
方
の
相

異
が
分
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
、
知
調
の
著
書
に
『
法
集
別
行
録
節
要
並
入
私
記
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
従
来
、
宗
密
の
「
禅
門
師
資
承
襲
図
』

の
抜
粋
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
今
迄
、
宇
井
伯
寿
博
士
も
そ
う
い
わ
れ

て
お
り
ま
す
し
、
私
も
最
近
出
し
た
本
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
並
ゞ
へ
て
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ

う
な
気
が
致
し
ま
す
。
知
調
は
何
を
説
い
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
や
は
り
宗
密
に
よ
り
ま
し
て
「
先
悟
後
修
」
と
い
う
こ
と
を
盛
ん

に
強
調
し
ま
す
。
ま
ず
本
来
的
に
悟
っ
て
お
い
て
、
そ
し
て
そ
の
上
に
蜥
悟
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
。

丁
度
、
知
調
が
活
躍
し
た
の
は
千
二
百
年
前
後
で
あ
り
ま
す
。
千
二
百
年
と
い
い
ま
す
と
、
わ
が
日
本
で
は
永
平
道
元
が
生
ま
れ
て
い

る
。
永
平
道
元
は
本
証
妙
修
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
。
道
元
の
思
想
の
根
本
は
本
証
妙
修
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
の
知
詔
と

は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
す
が
、
同
じ
十
三
世
紀
に
同
じ
よ
う
な
思
想
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
興
味
を
抱
く
の
で
す
。
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現
在
、
知
調
の
建
て
た
松
広
寺
と
い
う
寺
は
全
羅
南
道
の
南
の
方
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
修
禅
社
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
修

禅
社
の
中
に
は
ア
メ
リ
カ
人
も
い
る
し
フ
ラ
ン
ス
人
も
い
る
。
色
ん
な
人
種
の
人
が
集
ま
り
ま
し
て
、
こ
こ
で
坐
禅
の
修
練
を
し
て
お
り

ま
す
。
日
本
の
禅
院
よ
り
も
人
里
離
れ
た
全
く
山
の
中
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
大
き
な
伽
藍
が
建
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
造
ら
れ
ま

し
て
、
そ
こ
が
一
つ
の
修
行
道
場
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
修
禅
社
の
こ
と
な
ど
も
今
後
色
々
と
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

話
が
あ
ち
こ
ち
へ
と
ん
だ
り
し
た
の
で
す
が
、
ま
さ
に
正
統
・
異
端
と
い
う
こ
と
は
中
国
に
お
け
る
正
統
を
受
け
た
か
ら
正
統
、
中
国

に
お
け
る
異
端
を
受
け
た
か
ら
異
端
だ
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
別
に
正
統
・
異
端
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
恵

上
人
に
し
ろ
、
凝
然
大
徳
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
の
両
大
徳
と
も
ひ
た
す
ら
に
一
方
は
求
道
に
、
他
方
は
学
問
に
生
き
た
と
い
う
面
で
は
共
通

ざ
い
ま
し
た
。

上
人
に
し
ろ
、
程

し
て
お
り
ま
す
。

以
上
を
も
っ
て
華
厳
教
学
に
お
け
る
正
統
と
異
端
と
題
し
ま
し
て
、
一
言
お
話
を
申
し
ま
し
た
。
御
静
聴
頂
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
こ

（
水
稿
は
昭
和
五
十
年
十
一
月
十
一
日
、
大
谷
大
学
佛
教
学
会
に
お
け
る
特
別
講
淡
の
筆
録
を
先
生
に
加
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
）

戸、

了
一〆
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