
宿
業
と
い
う
言
葉
は
宿
世
か
ら
の
業
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
悪
業
だ
け
で
な
く
、
善
業
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
普
通
一
般
に
宿
業
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
一
種
の
絶
望
的
な
感
懐
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
人
が
、
宿
業
と
い
う
こ
と
を
切
実
に
痛
感
し
＄
そ
の
言
葉
を
口
に
発
す
る
時
の
状
態
を
思
い
浮
需
へ
る
な
ら
、
容
易
に

頷
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
生
が
何
も
彼
も
自
分
の
思
う
よ
う
に
い
っ
て
い
る
時
、
少
く
と
も
そ
う
思
い
込
ま
れ
て
い
る

時
、
人
は
多
く
こ
の
言
葉
を
忘
れ
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
何
か
事
に
衝
き
当
っ
て
、
人
間
の
自
由
意
志
と
い
っ
た
も
の
が
、
凡
そ

何
の
役
に
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
程
に
打
ち
の
め
さ
れ
行
き
詰
っ
た
時
、
人
は
そ
の
何
処
に
も
持
っ
て
ゆ
き
場
の
な
い
現
実
の
前
に
、

自
力
の
無
効
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
共
に
、
諦
ら
め
の
つ
か
な
い
状
態
を
、
運
命
と
し
て
自
ら
に
納
得
す
る
よ
う
努
め
、

あ
る
い
は
宿
業
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
そ
れ
を
受
け
支
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
観
経
に
説
か
れ
た
、
「
我
昔

何
の
因
縁
あ
っ
て
か
此
の
悪
子
を
生
め
る
や
、
世
尊
ま
た
何
の
因
縁
あ
っ
て
か
提
婆
達
多
と
共
に
春
属
た
る
や
」
と
い
う
悲
劇
の
渦
中

か
ら
発
せ
ら
れ
た
章
提
希
の
愚
痴
は
、
そ
の
よ
う
な
人
生
の
有
様
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宿
業
と
い
う
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て

深
く
感
知
せ
ら
れ
る
の
は
、
生
死
輪
廻
の
現
実
相
に
触
れ
た
時
で
あ
り
、
涯
し
な
く
底
知
れ
な
い
業
縁
の
大
地
に
立
た
さ
れ
た
時
で
あ

親
鶯
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
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る
ｃ
親
鴬
は
そ
の
宿
業
の
世
界
を
最
も
深
く
見
詰
め
た
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
も
深
く
語
っ
た
人
で
あ
る
が
ゞ
し
か
し
、
親
鴬
は
何
故

か
宿
業
と
い
う
言
葉
を
一
度
も
そ
の
著
述
の
上
で
使
っ
て
は
い
な
い
。
親
鶯
が
宿
業
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
筈
は
な
か
ろ
う
。

何
故
な
ら
そ
の
こ
と
は
、
歎
異
抄
第
十
三
条
に
、
唯
円
が
親
鴬
の
言
葉
と
し
て
、
「
兎
毛
羊
毛
の
端
に
い
る
塵
ば
か
り
も
、
造
る
罪
の

宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
と
知
る
ゞ
へ
し
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
繍
自
身
の

著
述
の
上
に
そ
の
言
葉
が
一
度
も
見
出
さ
れ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

今
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
次
の
こ
と
だ
け
は
云
え
る
よ
う
に
思
う
。
親
蕊
に
お
い
て
、
宿
業
と

い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
宿
世
の
善
業
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
聞
法
に
よ
る
信
心
の
獲
得
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
如
来
の
善
巧

方
便
に
よ
る
宿
善
の
開
発
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
て
あ
り
、
親
撫
に
お
い
て
、
宿
業
の
問
題
は
、
殆
ん
ど
全

く
罪
業
の
深
さ
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
親
駕
に
あ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
な
し
得
る
善
は
、
佛
の
光
の
前
に
は
す
べ
て
虚
仮
雑
毒
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
面

に
宿
業
と
し
て
の
罪
業
が
深
く
見
詰
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
真
に
大
善
と
云
わ
れ
る
も
の
は
如
来
の
大
行
の
他
に
は
な
い
と
い

う
、
極
め
て
明
確
な
決
択
が
な
さ
れ
て
い
る
。
故
に
親
鴬
の
場
合
、
宿
業
の
問
題
は
、
専
ら
罪
業
の
自
覚
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と

云
う
べ
き
で
あ
り
、
親
鴬
に
お
い
て
そ
れ
は
運
命
論
や
宿
命
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
単
な
る
人
間
の
歎
き
や
諦
ら
め
と
し
て
で
な
く

人
間
に
お
け
る
宗
教
的
自
覚
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
宿
業
の
自

覚
に
よ
る
生
死
輪
廻
か
ら
の
解
脱
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
真
実
の
宗
教
を
問
い
↑
外
道
や
聖
道
門
と
も
対
決
し
て
い
っ
た
の
が
親

篭
で
あ
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
＄
親
鶯
に
と
っ
て
、
真
実
の
宗
教
と
は
、
人
間
に
諦
ら
め
を
強
い
た
り
、
歎
き
を
求
め

た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
透
徹
し
た
人
間
洞
察
に
基
づ
い
て
、
こ
の
人
生
を
真
に
人
間
成
就
の
場
と
し
て
生
き
る
道
を
、
そ
こ
に
開

親
棚
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
三
六
五



大
経
下
巻
の
悲
化
段
に
お
い
て
、
「
人
、
世
間
愛
欲
の
中
に
在
っ
て
、
独
り
生
れ
独
り
死
し
、
独
り
去
り
独
り
来
る
。
行
く
に
当
り

て
苦
楽
の
地
に
至
趣
す
、
身
自
ら
之
れ
に
当
る
、
代
る
者
有
る
こ
と
無
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
ご
と
く
、
絶
対
の
佃
と
し
て
生
死
界
に

輪
廻
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
絶
対
の
個
と
し
て
代
替
の
許
さ
れ
な
い
者
が
、
衆
生
と
し
て
世
間
愛

欲
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
、
絶
対
の
個
が
同
時
に
社
会
的
存
在
と
し
て
無
数
の
業
縁
関
係
の
網
の
目
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
家
庭
・
職
場
・
地
域
社
会
．
あ
る
い
は
国
家
等
々
と
云
っ
た
、
無
限
の
拡
り
を
も
つ
外
延
的
世
界
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
と
共
に
、
し
か
も
そ
れ
は
無
始
時
来
性
と
も
云
う
べ
き
無
限
の
過
去
の
歴
史
を
も
つ
も
の
と
し
て
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
業
縁
存
在
と
し
て
の
自
己
と
い
う
存
在
は
、
誠
に
複
雑
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
一
寸
し
た
一
瞬
の
行
為
で

す
ら
も
、
そ
れ
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
無
限
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
全
く
予
測

も
許
さ
れ
な
い
種
々
の
縁
と
の
触
れ
合
い
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
な
る
因
が
数
限
り
な
い
縁
と
触
れ
合
う
中
で
、
そ
れ
が

因
縁
と
し
て
和
合
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
は
、
そ
こ
に
主
体
に
お
け
る
選
び
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
不
思
議

な
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
運
命
的
で
あ
る
と
い
う

き
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
己
れ
自
身
に
対
す
る
厳
し
い
対
決
が
、
そ
の
ま
ま
真
仮
偽
批
判
と
い
う
態
と
も
な
り

そ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
を
開
顕
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

小
論
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
～
親
鐵
に
お
け
る
真
仮
偽
批
判
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
親
総
の
宿
業
感
に
つ
い
て
窺
っ
て

ゆ
き
た
い
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
は
不
断
に
自
由
を
願
い
求
め
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
人
間
が
生
き
る

上
に
は
、
自
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
自
由
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
、
己
れ
自
身
の
人
生
に
対
し
責
任
を
も
つ
ゞ
へ
き
こ
と
が
要
求

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
人
生
に
お
い
て
、
果
し
て
わ
れ
わ
れ
に
ど
れ
程
の
自
由
が
あ
る
と
言
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
来
、
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
Ｈ
由
意
志
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
死
ぬ
こ
と
も
亦
、
自
由
意
志

に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
云
わ
ば
不
条
理
の
世
界
に
あ
っ
て
、
そ
の
運
命
的
と
も
思
え
る
人
生

に
有
意
味
性
を
見
出
し
、
与
え
ら
れ
た
人
生
が
、
．
究
極
的
に
は
、
実
は
己
れ
自
身
に
よ
っ
て
選
び
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る

よ
う
に
あ
ら
し
め
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
切
な
る
祈
り
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
無
自
覚
な
ま
ま
に
生
き
統
け
る
こ
と
を
捨
て
て

飽
く
ま
で
も
自
覚
的
に
人
生
を
生
き
る
、
へ
く
、
努
力
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
宿
業
の
自
覚
は
そ
の
根
本
的
基
稚
と
な
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

佛
教
に
お
け
る
業
思
想
も
、
古
代
イ
ン
ド
以
来
、
人
間
が
抱
え
て
き
た
輪
廻
か
ら
の
解
脱
と
い
う
問
題
に
対
し
て
答
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
人
間
が
仙
値
的
存
在
と
し
て
、
自
ら
の
人
生
・
生
存
に
対
し
責
任
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
生
の
尊
厳
性
に
つ
い
て
明

ら
か
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
佛
教
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
に
受
け
る
果
報
は
、
過
去
の
善
悪
の
業
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
果
報
の
内
容
は
業
因
が
善
悪
の
何
れ
か
で
あ
る
の
と
は
異
っ
て
、
善
悪
で
は
な
く
無
記
で
あ
り
、
苦
楽
で
あ
る
と
云
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
現
在
自
己
の
上
に
生
起
し
て
い
る
果
報
を
ど
の
よ
う
に
受
取
る
か
そ
れ
は
佃
為
の
人
間
の
自
覚
に
基
づ
く
受
取
り
方

に
よ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
主
体
に
お
け
る
厳
し
い
内
省
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
基
づ

く
果
報
の
意
味
的
転
換
ｌ
そ
れ
が
苦
楽
の
何
れ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
自
己
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
取
り
、
苦
楽
に

執
わ
れ
る
立
場
を
超
え
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
自
由
か
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
Ｉ
を
求
め
ら
れ
て
ぃ
る
も
の

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
三
〈
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と
領
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
た
と
え
人
生
の
根
本
道
理
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
客

観
的
な
論
理
性
を
も
っ
て
説
か
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
は
主
体
的
な
自
覚
が
最
大
の
要
因
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

抜
き
に
し
て
、
佛
教
に
お
け
る
業
思
想
を
一
般
化
し
、
現
実
の
人
生
に
お
け
る
諸
般
の
事
象
の
説
明
に
当
て
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

は
本
来
の
意
味
と
は
全
く
異
っ
た
も
の
と
な
り
、
多
く
の
誤
解
を
惹
き
起
す
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
佛
教
に
お
い
て

業
思
想
を
宗
教
的
自
覚
の
問
題
と
し
て
最
も
深
く
捉
え
た
の
は
、
大
乗
佛
教
に
お
け
る
爺
伽
唯
識
思
想
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
そ
こ
で
は
、
能
取
・
所
執
、
我
執
・
我
所
執
と
い
う
態
を
と
っ
て
顕
現
し
て
い
る
思
量
識
の
根
底
に
、
無
始
時
来
我
が
身
と
し
て
執

え
ら
れ
て
き
た
阿
頼
耶
識
と
い
う
意
識
の
、
微
細
で
は
あ
る
が
そ
れ
だ
け
に
甚
深
で
あ
る
意
識
の
流
れ
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

が
能
取
所
取
と
い
う
二
取
を
離
れ
た
本
来
の
依
他
起
性
に
向
け
て
転
依
し
て
ゆ
く
道
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
諸
法
は
無
常
で
あ

り
無
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
本
原
則
と
す
る
佛
教
に
お
い
て
は
、
す
、
へ
て
は
刹
那
減
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
し
か
も
そ
の
刹
那

に
生
じ
刹
那
に
減
し
て
ゆ
く
一
瞬
一
瞬
の
行
為
・
出
来
事
が
‐
一
つ
の
意
識
の
流
れ
と
し
て
、
無
限
の
過
去
か
ら
無
限
の
未
来
に
向
け

て
働
い
て
ゆ
く
こ
と
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
遍
計
所
執
と
い
う
人
間
の
自
我
意
識
に
基
づ
く
執
著
心
が
、
い
か
に
断
ち
難

く
離
れ
難
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
、
現
在
の
身
に
つ
い
て
の
深
い
内
省
と
自
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
故
に
そ
こ
で
語

ら
れ
る
過
去
と
か
未
来
は
、
平
面
的
直
線
的
な
時
間
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
在
に
お
け
る
此
の
身
に
具
わ
る
自
我
心

の
深
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
れ
が
浄
土
教
に
お
い
て
、
善
導
に
よ
り
、
「
自
身

は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
と
深
信
す
」
と
表
白
せ
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
親
蕊
に
お
け
る
透
徹
し
た
人
間
洞
察
は
、
そ
の
善
導
に
お
け
る
機
の
深
信
に
導
び
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

周
知
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
お
け
る
業
が
そ
の
反
省
釣
自
覚
に
お
い
て
宿
業
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
現
在
の

一
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身
に
お
い
て
自
覚
せ
ら
れ
る
無
限
の
過
去
性
と
し
て
、
そ
れ
は
現
実
に
感
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
故
に
「
宿
」

業
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
自
覚
の
深
さ
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
、
王
体
的
自
覚
と
し

て
の
み
示
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
俗
に
云
う
親
の
因
果
が
子
に
報
い
と
云
う
よ
う
な
言
葉
も
；
子
供
に

対
す
る
親
の
蹴
塊
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
そ
れ
を
子
供
の
側
か
ら
口
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は

「
こ
れ
は
私
の
宿
業
で
あ
る
」
と
は
語
り
え
て
も
、
「
そ
れ
は
貴
方
の
宿
業
で
あ
る
」
と
は
云
え
な
い
こ
と
等
の
上
に
も
見
ら
れ
る
と

い
づ
れ
に
せ
よ
、
宿
業
と
い
う
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
感
知
せ
ら
れ
る
の
は
、
極
め
て
複
雑
に
絡
み
合
う
業
縁
的
世
界
の
中

に
あ
っ
て
、
己
れ
の
業
の
深
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
宿
業
の
身
と
し
て
、
「
自
身
を
深
信
す
る
」
に

至
る
の
は
、
歎
異
抄
第
九
条
に
、
「
佛
か
ね
て
し
る
し
め
し
て
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
」
と
示
さ
れ
て
い

る
ご
と
く
、
浄
法
界
等
流
の
教
法
の
間
薫
習
に
よ
る
、
所
照
の
自
覚
と
し
て
で
あ
る
。
故
に
そ
こ
で
は
闇
の
深
さ
が
、
そ
の
ま
ま
光
の

深
さ
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宿
業
の
自
覚
の
根
源
の
と
こ
ろ
に
↑
法
界
は
す
で
に
現
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
不
可
思
議

な
境
地
が
、
親
鐵
に
よ
っ
て
；
不
断
煩
悩
得
浬
築
と
示
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
語
る
時
、
そ
れ
は
現
実
に
お
け
る
様
を
な
矛
盾
に
充
ち
た
問
題
を
、
個
人
の
内
面
に
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
果
的
に
は
現
実
に
背
を
向
け
、
諦
ら
め
の
世
界
に
引
き
入
れ
る
も
の
と
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
反
論
が
出
る
で
あ
ろ
う
。
す

で
に
も
触
れ
た
ご
と
く
、
人
間
は
絶
対
の
個
と
し
て
代
替
の
許
さ
れ
な
い
者
で
あ
る
と
共
に
、
業
縁
存
在
と
し
て
無
限
の
拡
が
り
を
も

つ
種
・
類
と
い
っ
た
外
延
的
世
界
と
共
に
あ
り
、
亦
、
無
限
の
過
去
か
ら
の
歴
史
を
背
負
っ
た
者
と
し
て
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、

主
体
的
自
覚
は
、
不
断
に
そ
れ
ら
の
問
題
と
関
わ
り
合
う
中
で
、
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
り
、
事
実
、

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
．
一
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す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
親
鶯
の
言
葉
と
し
て
、
宿
業
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
歎
異
抄
第
十
三
条
の
み
で
あ
っ
て
、

親
獺
の
著
述
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
第
十
三
条
は
、
第
三
条
に
明
か
さ
れ
た
、
悪
人
正
機
と
い
う
信
仰
に
生
き
る
者
に
対
し
て
の
批
判

に
答
え
る
も
の
で
あ
り
、
唯
円
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

「
弥
陀
の
本
願
不
思
議
に
お
わ
し
ま
せ
ば
と
て
、
悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
、
ま
た
本
願
ぼ
こ
り
と
て
往
生
か
の
う
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ

三
七
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そ
の
よ
う
な
態
に
よ
っ
て
し
か
主
体
的
自
覚
は
成
立
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
佛
教
↑
殊
に
大
乗
佛
教
は
、
自
利
々
他
の
成
就
と
い

う
人
間
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
世
界
に
あ
っ
て
は
、
相
互
に
矛
盾
し
合
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
容
易
に
そ
の
一

致
を
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
を
、
佛
道
実
践
の
究
極
目
的
と
し
て
掲
げ
、
そ
れ
を
問
う
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
爺
伽

唯
識
説
に
お
い
て
、
摂
大
乗
諭
の
上
で
阿
頼
耶
識
に
共
相
（
器
世
間
）
と
不
共
相
（
衆
生
世
間
）
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
、
荘
厳

経
論
に
お
い
て
、
そ
の
阿
頼
耶
識
を
根
拠
と
す
る
諸
識
の
究
寛
的
転
依
態
と
し
て
、
大
円
鏡
智
・
平
等
性
智
・
妙
観
察
智
・
成
所
作
智

と
い
う
二
利
の
成
就
が
説
か
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
浄
土
教
に
お
い
て
、
そ
れ
が
浄
土
往
生
の
道
と

し
て
説
か
れ
、
親
鶯
に
よ
っ
て
‐
願
作
佛
心
・
度
衆
生
心
と
い
う
浄
土
の
大
菩
提
心
が
強
調
せ
ら
れ
、
往
相
と
共
に
還
相
の
問
題
が
深

く
究
明
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
故
に
佛
道
に
立
っ
て
主
体
的
自
覚
を
求
め
て
ゆ
く
限
り
、
そ
れ
は

決
し
て
個
人
の
主
観
的
な
救
い
を
求
め
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

前
上
、
宿
業
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
内
含
し
て
い
る
問
題
の
一
端
に
つ
い
て
触
れ
て
き
た
が
↑
親
鴬
に
お
い
て
、
真
実
の

宗
教
の
開
顕
と
い
う
課
題
の
上
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
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そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
、
現
在
に
お
け
る
善
悪
の
心
の
働
き
や
、
行
為
も
す
尋
へ
て
は
宿
業
に
よ
る
と
い
う
、
一
切
の
自
由
意
志
を
全

面
的
に
否
定
す
る
が
ご
と
き
徹
底
し
た
内
観
は
、
佛
教
に
お
い
て
、
現
在
に
お
い
て
受
け
る
苦
楽
・
無
記
の
果
報
は
、
過
去
の
宿
業
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
も
の
と
は
異
っ
て
お
り
、
歎
異
抄
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
佛
教

が
現
在
の
果
報
に
つ
い
て
宿
業
を
語
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
更
に
一
歩
お
し
進
め
た
も
の
と
云
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
は
決
定
論

と
殆
ん
ど
変
ら
な
い
も
の
の
ょ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
て
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
当
然
自
由
の
問
題
が
問

わ
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
歎
異
抄
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
に
お
け
る
個
々
の
主
体
の
自
由
も
、
根
本
的
に
は
宿
業
の
身
に
お

け
る
自
由
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
自
身
を
煩
悩
熾
盛
の
凡

夫
・
罪
悪
深
重
の
衆
生
と
信
受
し
た
機
の
深
信
が
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
す
ゞ
へ
て
の
業
は
有
漏
雑
毒
の
行
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
徹

底
し
た
信
知
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
歎
異
抄
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
宿
業
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら

せ
る
も
の
と
し
て
、
「
さ
る
、
へ
き
業
縁
の
催
せ
ば
、
い
か
な
る
振
舞
を
も
す
、
へ
し
」
と
い
う
親
篭
の
仰
せ
を
引
証
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

自
ら
を
善
人
と
し
て
誇
り
、
他
を
裁
く
よ
う
な
僑
慢
な
心
に
対
し
て
厳
し
く
反
省
を
促
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
煩
悩
具
足
の

凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
信
知
せ
よ
と
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
由
意
志
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
否
定
す
る
の
で

は
な
く
、
自
由
意
志
の
間
に
合
わ
な
い
現
実
人
生
の
相
を
、
業
縁
の
世
界
に
生
き
る
宿
業
の
身
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
明
ら
か
に
す

る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
通
し
て
、
「
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
、
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
偏
え
に

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
三
七
一

し
と
知
る
ゞ
へ
し
と
候
い
き
」

と
、
こ
の
条
本
願
を
疑
う
、
善
悪
の
宿
業
を
心
得
ざ
る
な
り
、
善
き
心
の
お
こ
る
も
宿
業
の
催
す
故
な
り
、
悪
事
の
思
わ
れ
せ
ら
る
る

も
悪
業
の
計
う
ゅ
え
な
り
、
故
聖
人
の
仰
せ
に
は
、
兎
毛
羊
毛
の
端
に
い
る
塵
ば
か
り
も
、
造
る
罪
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な



本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
れ
ば
こ
そ
、
他
力
に
て
は
候
え
‐
一
と
い
う
、
絶
対
自
由
の
世
界
を
開
示
す
る
と
こ
ろ
に
、
歎
異
抄
の
主
題
は

置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

歎
異
抄
の
底
を
貫
ぬ
き
流
れ
る
根
本
課
題
が
、
善
悪
の
彼
岸
へ
の
内
在
的
超
越
ｌ
親
鶯
は
そ
れ
を
善
導
の
観
経
疏
（
玄
義
分
）
・
大

経
下
簔
悲
化
段
の
文
に
依
っ
て
横
趨
と
表
わ
し
て
ぃ
畜
ｌ
に
あ
る
こ
と
峰
獅
訓
篇
の
総
論
で
あ
る
篁
条
贋
「
し
か
れ
ば
弥
陀

の
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
佛
に
ま
さ
る
《
へ
き
善
な
き
が
故
に
、
悪
を
も
お
そ
る
静
へ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願

を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
故
に
」
と
、
本
願
を
信
受
せ
る
者
に
お
け
る
現
生
不
退
の
信
境
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
亦
、
後
序
の
述
懐
篇
に
、
「
聖
人
の
仰
せ
に
は
、
善
悪
の
二
つ
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る

な
り
、
そ
の
故
は
如
来
の
御
心
に
善
し
と
思
召
す
ほ
ど
に
知
り
徹
し
た
ら
ば
こ
そ
、
善
き
を
知
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
悪
し

と
思
召
す
ほ
ど
に
知
り
徹
し
た
ら
ば
こ
そ
～
悪
し
さ
を
知
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
・
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
ょ

ろ
ず
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
佛
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
と
こ
そ
仰
せ
は

候
い
し
か
」
と
述
舎
へ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
頷
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
」
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
愛
憎
善
悪
の
問
題
に
執
わ
れ
、

そ
れ
に
か
か
わ
り
果
て
て
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
自
力
が
何
の
役
に
も
立
た
な

い
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
時
に
あ
っ
て
も
、
自
己
の
生
死
の
す
蕊
へ
て
を
ま
か
せ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
が
わ
れ
わ
れ
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
「
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
偏
え
に
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
」
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
本
願
信
受
・
前
念
命
終
・
即
得
往
生
・
後
念
即
生
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
た
よ
う
な

死
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
問
題
は
飽
く
ま
で
も
生
死
の
問
題
の
根
本
的
解
決
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
肉

三
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体
に
お
け
る
生
死
の
問
題
と
い
う
、
い
か
な
る
人
間
に
と
っ
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
出
来
な
い
極
限
状
況
を
、
そ
の
生
死
界
を
し
て

輪
廻
界
た
ら
し
め
て
い
る
現
在
に
お
け
る
自
我
心
の
放
下
と
し
て
問
い
詰
め
る
こ
と
に
あ
る
。
歎
異
抄
は
、
そ
れ
を
「
業
報
に
さ
し
ま

か
せ
て
」
生
き
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
「
さ
る
、
へ
き
業
縁
の
催
せ
ば
、
い
か
な
る
振
舞
を
も
す
」
る
、
煩
悩
具
足
の

凡
夫
で
あ
る
こ
と
の
信
知
に
お
い
て
、
自
力
無
効
と
徹
底
し
、
そ
の
受
け
難
い
業
報
を
受
け
て
生
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
消
極
的
な
諦
ら
め
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
佛
教
本
来
の
立
場
と
も
異
る
も
の
と
批
難
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
「
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
」
る
と
は
、
泣
き
寝
入
り
や
、
諦
ら
め
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は

業
報
を
己
れ
に
立
ち
還
え
る
縁
と
し
て
自
ら
に
引
受
け
、
そ
れ
を
通
し
て
人
生
の
有
意
味
性
を
発
掘
し
創
造
し
て
ゆ
く
法
縁
と
し
て
質

的
に
転
換
し
て
ゆ
く
、
強
靱
な
精
神
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
歎
異
抄
第
十
三
条
に
お
い
て
、
異
義
者
の
批
判
の
的
と
し
て
掲
げ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
悪
人
正
機
と
い
う
自
覚
に
立
ち
、
本
願
を
ほ
こ
り
と
し
て
生
き
て
い
る
人
左
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
賢
善
精
進
と
い

う
相
対
的
価
値
観
に
執
わ
れ
て
生
き
て
い
る
小
心
翼
狗
と
し
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
一
種
の
太
太
し
い
居
直
り
と
も
見
え
る
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
群
萠
の
大
地
を
通
し
て
弘
誓
の
佛
地
に
樹
っ
た
親
鴬
、
お
よ
び
そ
の
思
想
に
は
、
確
か
に
居
直
り
と
で
も
表
現
す

る
よ
り
他
は
な
い
よ
う
な
～
一
種
の
開
き
直
っ
た
強
靱
な
姿
勢
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ

く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
織
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
信
受
す
る
こ
と
の
出
来
た
独
立
者
の
み
が
も
つ
信
念
の
力
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
親
鴬
は
、
そ
の
よ
う
な
独
立
者
に
つ
い
て
、
信
巻
末
巻
に
は
、
そ
れ
を
横
超
の
菩
提
心
に
生
き
る
「
金
剛
心
の
行
人
」

と
語
り
、
触
光
柔
軟
の
願
・
聞
名
得
忍
の
願
を
引
用
し
て
そ
の
徳
を
証
明
し
讃
嘆
し
て
い
る
。
「
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
る
」
こ
と
は
、

自
我
の
計
い
が
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
最
も
柔
軟
な
相
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、

「
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
」
生
き
る
こ
と
は
、
生
死
即
浬
梁
と
信
知
す
る
が
故
に
、
い
か
な
る
問
題
を
も
厭
わ
な
い
菩
薩
の
無
生
法
忍

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
三
七
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
親
鴬
は
金
剛
心
の
行
人
を
、
佛
在
世
の
凡
夫
で
あ
る
章
提
希
の
上
に
見
て
い
た
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
観
経

は
、
「
我
宿
、
何
の
因
縁
あ
っ
て
か
此
の
悪
子
を
生
め
る
や
、
世
尊
復
、
何
の
因
縁
あ
っ
て
か
提
婆
達
多
と
共
に
春
属
た
る
や
」
と
い

う
愚
痴
を
も
っ
て
し
か
、
自
ら
の
業
報
を
受
取
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
章
提
を
通
し
て
、
そ
こ
に
悪
人
正
機
（
化
身
士
巻
本
に
お
い
て

親
瀞
は
章
提
希
に
つ
い
て
悪
人
正
機
を
彰
わ
す
と
釈
し
て
い
る
）
の
、
覚
が
附
か
れ
、
宿
業
と
し
て
そ
れ
が
引
受
け
ら
れ
る
ま
で
に
至
る
道

を
説
き
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
如
来
の
真
心
徹
到
す
る
が
故
に
、
お
よ
そ
寸
分
の
峨
悔
の
心
も
も
た
な
い
愚
痴
極
ま
り
な

き
凡
夫
の
上
に
も
、
現
実
の
業
苦
を
引
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
て
ゆ
く
、
横
超
の
金
剛
心
が
窮
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
故
に

真
の
自
由
は
＄
現
実
の
苦
悩
か
ら
逃
れ
る
と
こ
ろ
に
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
苦
悩
を
引
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
苦
悩
に

対
す
る
執
わ
れ
か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、
歎
異
抄
第
十
三
条
に
示
さ
れ
た
、
決
定
論
と
も
思
え
る
宿
業
感
を
通
し
て
、
そ
こ
に
ま
さ
し
く
究
極
の
課
題
と
し
て
明
ら

か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
ひ
と
え
に
本
願
を
た
の
み
ま
い

ら
す
れ
ば
こ
そ
、
他
力
に
て
は
候
え
」
と
い
う
一
句
の
体
現
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
う
。

る
者
は
、
則
ち
章
提
と
等

本
誓
に
諮
る
が
故
な
り
。
」

「
真
に
知
ん
ぬ
、
弥
勒
大
士
は
、
等
覚
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
故
に
、
龍
華
三
会
の
暁
、
当
に
無
上
覚
位
を
窮
む
く
し
、
念
佛
の
衆

生
は
、
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
故
に
、
臨
終
一
念
の
夕
↑
大
般
浬
樂
を
超
証
す
、
故
に
便
同
と
日
う
な
り
。
加
之
、
金
剛
心
を
獲

る
者
は
、
則
ち
章
提
と
等
し
く
、
即
ち
喜
悟
信
の
忍
を
獲
得
す
べ
し
、
是
れ
則
ち
往
相
廻
向
の
真
心
徹
到
す
る
が
故
に
、
不
可
思
議
の

て
い
る
。

の
力
に
よ
る
も
の
と
云
う
今
へ
き
で
あ
ろ
う
。
親
賛
は
そ
の
金
剛
心
の
行
人
に
つ
い
て
、
更
に
そ
れ
を
信
巻
末
で
は
、
次
の
ご
と
く
述
、
へ

三
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こ
の
光
明
と
名
号
の
摂
化
に
よ
る
獲
信
と
得
証
の
因
縁
を
明
か
す
文
に
つ
い
て
は
、
古
来
種
々
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ

は
、
如
来
の
本
願
と
衆
生
の
往
生
と
の
内
面
的
呼
応
閃
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
念
佛
は
往
生
に
と
っ
て
の
正
定
の
業
因
で

あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
附
か
れ
る
信
心
は
浬
藥
の
真
因
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
領
解
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
引
続
い
て
、
行
信
の
一
念
に
つ
い
て
明
か
さ
れ
る
論
理
的
展
開
に
お
け
る

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
三
七
五

方
を
摂
化
し
た
も
う
、

え
り
、
知
る
、
へ
し
。
』

前
上
、
金
剛
心
の
行
人
と
仰
が
れ
る
真
の
佛
弟
子
の
自
覚
は
、
宿
業
の
自
覚
を
通
し
て
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
主
と
し
て

歎
異
抄
に
よ
っ
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
教
行
信
証
に
つ
い
て
そ
の
｝
」
と
を
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
教
行
信
証
に
は
～
宿
業
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
問
題
に
せ
ら
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
、
行
巻
に
明
か
さ
れ
た
光
号
の
因
縁
に
つ
い
て
、
注
意
し
た
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
に
は
次
の
ご
と
く
、
他
力
廻

向
の
信
心
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
信
心
の
業
識
」
・
「
真
実
信
の
業
識
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
宿
業
の
問

題
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
良
に
知
ん
ぬ
、
徳
号
の
慈
父
ま
し
ま
さ
ず
ば
能
生
の
因
關
け
な
ん
。
光
明
の
悲
母
ま
し
ま
さ
ず
ぱ
所
生
の
縁
乖
き
な
ん
、
能
所
の

因
縁
和
合
す
寺
へ
し
と
雌
も
、
信
心
の
業
識
に
非
ず
ぱ
、
光
明
士
に
至
る
こ
と
無
し
、
真
実
信
の
業
識
、
斯
れ
則
ち
内
因
と
為
す
、
光
明

名
の
父
母
、
斯
れ
則
ち
外
縁
と
為
す
、
内
外
の
因
縁
和
合
し
て
報
土
の
真
身
を
得
証
す
、
故
に
宗
師
は
、
「
光
明
・
名
号
を
以
っ
て
十

方
を
摂
化
し
た
も
う
、
但
信
心
を
も
て
求
念
せ
し
む
」
と
言
い
、
又
「
念
佛
成
佛
是
れ
真
宗
」
と
云
い
、
又
「
真
宗
遇
い
難
し
」
と
云
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必
然
性
も
、
始
め
て
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
先
づ
も
っ
て
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
こ
に
宗
師
す
な
わ
ち

善
導
の
釈
文
を
引
証
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
こ
れ
が
全
く
善
導
の
解
釈
に
基
づ
い
て
施
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
は
、
「
一
々
の
光
明
、
遍
ね
く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し
、
念
佛
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
ず
」
と

い
う
～
観
経
真
身
観
の
文
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
善
導
の
往
生
礼
讃
の
「
弥
陀
世
尊
１
本
深
重
の
誓
願
を
起
し
た
ま
え
り
、
光
明
名
号

を
以
っ
て
十
方
を
摂
化
し
た
も
う
、
但
し
信
心
を
し
て
求
念
せ
し
む
…
…
」
と
い
う
文
の
意
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
表
現
は
↑
同
じ
観
経
序
分
の
散
善
顕
行
縁
に
説
か
れ
た
三
福
の
行
の
一
つ
で
あ
る
父
母
孝
養
に
つ
い
て
の
、
善
導
の
次
の

解
釈
に
依
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
孝
養
父
母
と
言
う
は
、
此
れ
一
切
の
凡
夫
、
皆
縁
に
籍
り
て
生
ず
る
こ
と
を
明
か
す
。
：
…
．
も
し
父
無
く
ば
、
能
生
の
因
即
ち
閾

け
な
ん
、
も
し
母
無
く
ん
ば
、
所
生
の
縁
即
ち
乖
き
な
ん
。
も
し
二
人
倶
に
無
く
ん
ぱ
、
即
ち
託
生
の
地
を
失
わ
ん
、
要
ら
ず
父
母
の

縁
具
し
て
方
に
受
身
の
処
有
る
べ
し
。
既
に
身
を
受
け
ん
と
欲
す
る
に
自
の
業
識
を
以
っ
て
内
因
と
為
し
、
父
母
の
精
血
を
以
っ
て
外

縁
と
為
す
、
因
縁
和
合
す
る
が
故
に
、
此
の
身
有
り
。
．
…
・
・
又
、
父
母
は
世
間
の
福
田
の
極
な
り
、
佛
は
即
ち
是
れ
出
世
の
福
田
の
極

な
り

C

L－－

こ
の
善
導
の
釈
文
は
、
父
母
孝
養
の
意
義
に
つ
い
て
、
此
の
身
の
受
生
の
因
縁
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
そ
の
表
現
と
内
容
を
藷
り
て
、
親
鶯
が
そ
れ
を
獲
信
に
よ
る
得
証
の
因
縁
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
転
用
し
た
と
こ
ろ
に
は
、

深
い
意
味
が
秘
め
ら
れ
て
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
父
母
を
縁
と
し
て
、
此
の
世
に

生
を
受
け
な
が
ら
、
人
間
と
し
て
受
生
し
た
こ
と
の
根
源
的
な
意
味
を
自
覚
す
る
こ
と
も
な
く
、
涯
て
し
な
い
生
死
海
を
生
き
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
直
面
す
る
様
有
な
問
題
を
通
し
て
、
生
死
の
一
大
事
に
触
れ
る
時
、
そ
こ
に
、
限
り
あ
る
命
の
世
界
に

三
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あ
っ
て
心
永
遠
の
命
の
世
界
を
生
き
よ
う
と
す
る
宗
教
的
欲
求
に
喚
び
覚
さ
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
し
て
永
遠
の
命
に
触

れ
る
こ
と
が
出
来
た
、
そ
の
信
心
の
自
覚
に
お
い
て
、
人
間
と
し
て
受
生
し
た
こ
と
が
、
決
し
て
偶
然
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
絶
対
的

な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
今
、
親
鴬
が
こ
こ
で
、
人
間
受
生
の
因
縁
に
つ
い
て
述
慧
へ
た
善
導
の
文
に

よ
っ
て
、
信
心
獲
得
の
因
縁
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
問
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
、
恐
ら
く
誤
り
で

づ
ｏ
Ｃ
↓
て
進

あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
光
明
名
号
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
上
に
廻
向
成
就
せ
ら
れ
る
信
心
が
、
信
心
の
業
識
、
あ
る
い
は
真

実
信
の
業
識
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
先
き
に
引
用
せ
る
善
導
の
解
釈
に
お
い
て
、
「
自
の
業
識
」
と
示
さ
れ
て
あ
っ

た
も
の
が
、
宗
教
的
自
覚
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
信
心
の
自
覚
と
し
て
転
換
せ
ら
れ
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
成
唯
識
諭
に
よ

れ
ば
、
第
八
阿
頼
耶
識
は
、
総
法
の
果
体
と
し
て
業
果
識
と
も
異
熟
識
と
も
示
さ
れ
～
見
分
と
し
て
の
転
識
や
、
相
分
と
し
て
の
現
識

と
並
ん
で
‐
分
別
意
誠
の
根
源
に
働
く
自
証
分
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
故
に
自
の
業
識
と
は
、
曾
我
先
生
の
言

葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
ま
さ
し
く
宿
業
本
能
の
自
覚
と
い
う
尋
へ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
信
心
の
業
識
の
自
覚
内
容
と
化
す
る
の
は

真
実
無
漏
清
浄
の
業
で
あ
る
如
来
の
大
願
業
力
、
す
な
わ
ち
光
号
因
縁
の
働
き
に
縁
る
の
で
あ
る
。
曾
我
先
生
は
そ
の
信
心
の
業
識
す

な
わ
ち
機
の
深
信
の
自
覚
的
主
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
法
蔵
菩
薩
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
が
、
如
来
よ
り
開
か
れ
、
信
心
の
業
識
と

し
て
賜
わ
り
た
る
往
生
の
信
心
は
、
そ
の
根
源
的
主
体
性
と
も
い
う
雫
へ
き
法
蔵
の
願
心
の
働
き
に
促
さ
れ
、
そ
れ
を
成
佛
に
と
っ
て
の

原
動
力
と
し
て
、
限
り
な
く
自
己
否
定
的
に
そ
れ
自
ら
の
真
実
性
を
自
証
し
つ
つ
展
開
し
て
ゆ
く
、
往
生
成
佛
の
歩
み
と
な
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
～
親
鶯
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
「
内
外
の
因
縁
和
合
し
て
、
報
土
の
真
身
を
得
証
す
」
と
語
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
で

は
な
か
ろ
う
〆
。

親
鷲
に
お
け
る
宿
業
の
問
題

三
七
七



こ
の
光
号
因
縁
釈
と
の
関
連
性
に
お
い
て
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
信
巻
に
展
開
さ
れ
た
三
一
問
答
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は

行
巻
に
「
真
実
信
の
業
識
」
と
表
わ
さ
れ
た
の
を
承
け
て
、
そ
れ
が
更
に
信
心
の
本
質
面
か
ら
徹
底
し
て
明
か
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
自
覚
が
最
も
よ
く
顕
わ
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
こ
こ
で
は
出
来
る
だ
け
信
巻
の
本
文
に

即
し
な
が
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

親
鶯
は
、
そ
こ
で
疑
蓋
無
雑
の
純
粋
な
信
心
は
わ
れ
わ
れ
の
上
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

そ
れ
が
如
来
の
順
力
に
よ
っ
て
始
め
て
廻
向
成
就
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
本
願
の
根
本
で
あ
る
第
十
八
噸
の
三
信
の
意
を
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
親
鶯
は
、
先
ず
字
訓
釈
に
よ
っ
て
、
本
願
に
誓
わ
れ
た
三
信
は
、
疑
蓋
無
雑
の
真

実
心
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
上
に
発
起
し
た
信
心
は
、
他
力
廻
向
の
信
と
し
て
、
疑
蓋
無
雑
の
真
実
心

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
い
か
に
わ
れ
わ
れ
が
疑
蓋
を
離
れ
難
い
か
と
い
う
、
徹
底
し
た

機
に
つ
い
て
の
峨
悔
が
反
顕
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
底
に
化
身
土
巻
に
展
開
さ
れ
た
罪
福
信
の
克
服
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
親
篭
は
そ
の
字
訓
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
更
に
、
次
の
ご
と
く
測
り
難
い
本
願
の
意
を
敢
え
て
思
念
し
推
し
測
っ

て
ゆ
く
と
い
う
佛
意
釈
で
も
っ
て
徹
底
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
宿
業
の
自
覚
に
お
い
て
、
大
悲
の
願
心
の
深
さ
を
問
い
、
願
心
の
深
さ

を
通
し
て
宿
業
の
身
の
深
さ
に
徹
し
て
い
っ
た
親
鶯
の
熾
烈
な
聞
法
求
道
の
精
神
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

「
字
訓
の
ご
と
き
、
論
主
の
意
、
三
を
も
っ
て
一
と
せ
る
義
、
そ
の
理
然
る
、
へ
し
と
雄
も
、
愚
悪
の
衆
生
の
為
に
、
阿
弥
陀
如
来
、

已
に
三
心
の
願
を
発
し
た
ま
え
り
＄
云
何
が
思
念
せ
ん
や
」
と
い
う
問
い
を
提
起
し
、
そ
れ
に
答
え
て
↑
「
佛
意
測
り
難
し
、
然
り
と

雌
も
窃
に
斯
の
心
を
推
す
る
に
」
と
前
置
き
し
て
、
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
意
に
つ
い
て
、
深
い
推
究
の
跡
を
論
述
し
て
い
る
。
そ
れ

は
決
し
て
単
に
謙
遜
の
意
を
表
わ
す
こ
と
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
雑
染
堪
忍
の
群
萠
（
証
巻
結
釈
）
を
代
表
し
て
如
来

三
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付
加
せ
る
も
の
）

の
真
意
を
開
剛
す
る
と
い
う
、
深
い
決
意
の
こ
め
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
録
へ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
親
鴬
自
身
に
お
け

る
宗
教
的
実
存
の
確
立
と
い
う
、
主
体
的
根
源
的
欲
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
強
く
促
す
縁
と

し
て
、
信
巻
別
序
や
化
身
土
巻
に
お
い
て
示
さ
れ
た
ご
と
く
、
そ
こ
に
は
浄
土
真
宗
の
開
顕
と
い
う
歴
史
的
使
命
の
課
せ
ら
れ
て
あ
っ

た
こ
と
を
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
故
に
そ
れ
は
、
如
来
の
本
願
と
の
実
存
的
出
遇
い
と
い
う
、
宗
教
的
決
断
を
賭
け
て
展
開
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
菩
提
心
に
よ
る
宗
教
的
実
践
行
と
も
い
う
尋
へ
き
意
義
を
表
わ
す
も
の
と
す
ら
云
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
来

の
本
願
そ
れ
自
体
が
法
蔵
菩
薩
に
よ
る
願
の
行
的
展
開
に
他
な
ら
な
い
限
り
、
そ
の
挙
体
的
現
行
に
応
答
す
る
道
も
亦
、
衆
生
に
お
け

る
願
心
の
行
的
展
開
で
あ
る
往
生
の
信
心
を
通
し
て
の
み
、
始
め
て
可
能
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
三
問
答
の
佛
意
釈

は
＄
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
領
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
次
の
至
心
釈
の
文
に
よ
っ
て
も
、
明
ら

か
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

「
佛
意
測
り
難
し
‐
然
り
と
雛
も
、
窃
か
に
斯
の
心
を
推
す
る
に
、
日
一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
已
来
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま

で
、
微
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
無
く
、
虚
仮
箔
偽
に
し
て
真
実
の
心
無
し
、
○
是
を
以
っ
て
、
如
来
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
悲
燗
し

て
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
お
い
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
一
念
一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
無
く
、
真
心

な
ら
ざ
る
無
し
、
如
来
、
清
浄
の
真
心
を
以
っ
て
、
円
融
無
曝
、
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
、
如
来
の
至

心
を
以
っ
て
、
諸
有
の
一
切
煩
悩
。
悪
業
・
邪
智
の
群
生
海
に
回
施
し
た
ま
え
り
、
則
ち
是
れ
、
利
他
の
真
心
を
彰
わ
す
が
故
に
＄
疑

蓋
雑
わ
る
こ
と
無
し
、
斯
の
至
心
は
則
ち
是
れ
、
至
徳
の
尊
号
を
そ
の
体
と
す
る
な
り
」
（
引
文
中
の
㈲
目
は
、
説
明
の
便
宜
上
、
筆
者
の

こ
の
至
心
釈
は
、
そ
の
後
の
引
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
大
経
の
勝
行
段
に
説
か
れ
た
法
蔵
の
願
行
を
表
わ
す
文
に
基
づ
く

親
鶯
に
、
お
け
る
宿
業
の
問
題
三
七
九



も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
存
的
に
解
釈
す
る
立
場
は
、
ま
さ
し
く
善
導
の
散
善
義
に
展
開
せ
ら
れ
た
三
心
釈
、
殊
に
そ
の
中
心
で
あ

る
二
種
深
信
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
文
章
表
現
に
よ
っ
て
も
察
知
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
、
善
導
の
三

心
釈
は
、
聖
道
の
諸
師
が
夫
灸
の
自
解
に
基
づ
き
１
章
提
希
を
権
化
の
聖
者
と
し
て
解
釈
し
た
の
と
は
、
根
本
的
に
相
違
し
て
、
全
く

佛
語
に
随
い
、
「
心
想
蔵
劣
の
」
実
業
の
凡
夫
と
し
て
、
主
体
的
に
領
解
す
る
こ
と
に
基
つ
い
て
解
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
、
す
余
へ
て
の
人
間
が
直
面
す
る
業
縁
の
出
来
事
と
し
て
受
止
め
、
そ
こ
に
表
わ
れ
た
業
報
の
内
面
に

宿
業
の
凡
夫
と
し
て
の
人
間
性
そ
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
立
脚
し
て
、
三
心
に
お
け
る
隠
顕
の
意
義
を
解
明
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
、
善
導
に
よ
る
宿
業
感
を
表
明
し
た
も
の
と
見
る
、
へ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
展
開
せ
ら
れ
た
親
鴬
の
三
信
釈
も
亦
、
親
鴬
に
お
け
る
宿
業
感
を
表
明
せ
る
も
の
と
領
解
し
て
、
決
し
て
誤
り
で
は
な
か
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
、
先
き
に
引
用
せ
る
至
心
釈
が
、
歎
異
抄
の
後
序
に
記
さ
れ
た
、
親
簿
の
常
の
仰
せ
の
文
と
全
く
相
対
応
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
領
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
聖
人
の
つ
れ
の
お
お
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
驚
一
人
が
た
め
な
り
け
り
、
さ
れ

ば
そ
く
ば
く
の
業
（
そ
れ
ほ
ど
の
業
）
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぽ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ

よ
と
、
御
述
懐
そ
う
ら
い
し
こ
と
を
、
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
、
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た

つ
れ
に
し
ず
み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
と
い
う
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
わ
せ
お
わ
し
ま
さ
ず
。
」

そ
の
よ
う
に
、
親
鴬
の
三
信
釈
の
根
底
に
善
導
の
三
心
釈
の
あ
る
こ
と
は
、
次
の
信
楽
釈
が
、
主
と
し
て
善
導
の
二
河
譽
の
文
に
依

っ
て
、
本
願
成
就
文
の
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
次
に
信
楽
と
云
う
は
、
則
ち
是
れ
、
日
如
来
の
満
足
大
悲
・
円
融
無
碍
の
信
心
海
な
り
、
是
の
故
に
疑
蓋
間
雑
有
る
こ
と
無
し
、

三
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故
に
信
楽
と
名
く
、
即
ち
利
他
廻
向
の
至
心
を
以
っ
て
脳
信
楽
の
体
と
す
る
な
り
。
。
然
る
に
無
始
従
り
已
来
、
一
切
群
生
海
、
無
明

海
に
流
転
し
、
諸
有
輪
に
沈
没
し
、
衆
苦
輪
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
清
浄
の
信
楽
無
く
～
法
爾
と
し
て
真
実
の
信
楽
無
し
、
是
を
以
っ
て

無
上
の
功
徳
、
値
遇
し
難
巨
く
、
最
勝
の
浄
信
、
獲
得
し
難
匡
し
、
一
切
凡
小
一
切
時
の
中
に
、
負
愛
の
心
常
に
能
く
善
心
を
汚
し
、

眼
憎
の
心
常
に
能
く
法
財
を
焼
く
、
急
作
急
修
し
て
頭
燃
を
灸
う
が
如
く
す
れ
ど
も
、
衆
べ
て
雑
毒
雑
修
の
善
と
名
け
、
虚
仮
證
偽
の

行
と
名
く
、
真
実
の
業
と
名
け
ざ
る
な
り
、
白
⑧
此
の
虚
仮
雑
毒
の
善
を
以
っ
て
、
無
量
光
明
士
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
、
此
れ
必
ら
ず
不

可
な
り
、
⑪
何
を
以
っ
て
の
故
に
、
正
し
く
如
来
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
疑
蓋
雑

わ
る
こ
と
無
き
に
由
り
て
な
り
、
斯
の
心
は
即
ち
如
来
の
大
悲
心
な
る
が
故
に
、
必
ら
ず
報
土
の
正
定
の
因
と
成
る
、
如
来
、
苦
悩
の

群
生
海
を
悲
憐
し
て
、
無
磯
広
大
の
浄
心
を
以
っ
て
、
諸
有
海
に
廻
施
し
た
ま
え
り
、
是
れ
を
利
他
真
実
の
信
心
と
名
く
」

こ
の
信
楽
釈
に
お
い
て
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
先
き
の
至
心
釈
に
お
い
て
は
、
日
機
の
深
信
に
つ
い
て
⑨
法
の
探
信
が
表
わ
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
㈲
法
の
深
信
に
つ
い
て
口
機
の
深
信
が
顕
わ
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
信
楽
釈
が
先
き
の

至
心
釈
に
明
か
さ
れ
た
他
力
廻
向
に
立
脚
し
て
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
き
の
歎
異
抄
後
序
に

示
さ
れ
た
、
聖
人
の
つ
れ
の
仰
せ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
、
至
心
釈
が
、
「
そ
く
ば
く
（
そ
れ
ほ
ど
）
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
に
お

い
て
、
「
た
す
け
ん
と
お
ぽ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
」
を
案
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
↑
今
の
信
楽
釈
は
、

ま
さ
に
そ
こ
に
案
ぜ
ら
れ
た
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
」
は
、
「
ひ
と
え
に
親
鴬
一
人
が
た
め
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
と
領
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
信
楽
釈
の
後
半
に
明
か
さ
れ
た
日
倒
の
部
分
は
、
先
き
の
至
心
釈
に
お
け
る

日
の
内
容
が
、
善
導
の
機
の
深
信
に
お
け
る
、
「
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
」
と
い
う
、
宿
業
の
根
源
に
お
け
る
無

限
の
過
去
性
を
主
と
し
て
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
、
宿
業
に
よ
る
流
転
の
未
来
永

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
三
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劫
性
を
顕
わ
し
示
す
も
の
と
領
解
さ
れ
＄
匂
⑪
の
部
分
は
、
先
き
の
至
心
釈
の
口
に
対
応
す
る
と
共
に
、
次
の
欲
生
釈
の
前
提
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

「
次
に
欲
生
と
云
う
は
、
日
則
ち
是
れ
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
な
り
、
即
ち
真
実
の
信
楽
を
以
っ
て
、
欲
生
の

体
と
為
る
な
り
、
誠
に
是
れ
、
大
小
・
凡
聖
・
定
散
自
力
の
廻
向
に
非
ら
ず
、
故
に
不
廻
向
と
名
く
る
な
り
。
。
然
る
に
微
塵
界
の
有

情
、
煩
悩
悔
に
流
転
し
、
生
死
海
に
溺
没
し
て
、
真
実
の
廻
向
心
無
く
、
清
浄
の
廻
向
心
無
し
、
ｅ
是
の
故
に
、
如
来
一
切
苦
悩
の
群

生
海
を
蒋
哀
し
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
廻
向
心
を
首
と
為
し
て
、
大
悲
心
を
成

就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
り
、
故
に
利
他
真
実
の
欲
生
心
を
以
っ
て
↑
諸
有
海
に
廻
施
し
た
ま
え
り
、
欲
生
は
即
ち
是
れ
廻
向
心
な
り

斯
れ
即
ち
大
悲
心
な
る
が
故
に
、
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
無
し
」

こ
の
欲
生
釈
に
お
け
る
、
日
「
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
な
り
」
と
い
う
壁
頭
の
言
葉
は
、
至
心
釈
の
結
び
に
、

「
斯
の
至
心
は
則
ち
是
れ
至
徳
の
尊
号
を
其
の
体
と
為
せ
る
な
り
」
と
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
行
巻
の
六
字
釈
に
明

か
さ
れ
た
、
「
帰
命
と
云
う
は
、
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
い
う
言
葉
と
、
深
く
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
来
の
欲

生
心
は
至
徳
の
尊
号
と
し
て
衆
生
の
上
に
廻
向
さ
れ
る
の
で
あ
り
＄
わ
れ
わ
れ
は
念
佛
に
お
い
て
如
来
の
欲
生
心
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
如
来
の
欲
生
心
が
、
「
至
心
の
者
」
法
蔵
菩
薩
の
廻
向
心
の
名
告
り
で
あ
る
名
号
を
通
し
て
、
衆
生
の
上
に
願
生
心
と
し
て
開
発

す
る
、
そ
の
瞬
間
が
信
の
一
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
一
念
は
無
始
時
来
性
な
る
衆
生
の
宿
業
の
歴
史
が
、
法
蔵
菩
薩
の
永

劫
修
行
の
歴
史
に
始
め
て
触
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に
永
劫
の
初
事
と
い
う
絶
対
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

親
鴬
は
そ
こ
に
、
如
来
欲
生
心
の
成
就
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
凡
夫
に
と
っ
て
は
全
く
不
廻
向
の
も
の
と
し
て
、
如
来
よ
り
賜
わ
り
た

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
＄
そ
れ
が
行
巻
に
選
択
集
を
引
用
せ
ら
れ
た
後
、
次
の
ご
と
く
釈
さ
れ
た
文
と
全
く
対
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応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

「
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
、
是
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
非
ら
ず
、
故
に
不
廻
向
の
行
と
名
く
る
な
り
、
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪
人
・
皆
同

じ
く
斉
し
く
、
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
佛
成
佛
す
応
し
・
」

そ
れ
は
欲
生
心
が
、
至
徳
の
尊
号
と
不
可
分
離
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
頷
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
不
廻
向

と
い
う
こ
と
が
、
「
真
実
の
廻
向
心
無
く
清
浄
の
廻
向
心
無
し
」
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
念
佛
が
不
廻
向
の
行
で
あ
る
こ
と

は
、
す
で
に
法
然
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
必
ら
ず
し
も
明
確
に
答
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
故
に
親
鶯
教
学
の
課
題
は
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
捧
げ
ら
れ
た
と
云
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
行
巻
に
お
け
る

「
他
力
と
は
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
い
う
他
力
釈
と
共
に
、
今
の
表
白
も
そ
れ
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
念
佛
が
不
廻

向
の
行
で
あ
る
と
決
択
さ
れ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
他
力
廻
向
の
行
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
見
開
か
し
め
た
根
本

の
問
題
が
～
実
は
こ
こ
に
示
さ
れ
た
、
真
実
清
浄
の
廻
向
心
無
し
と
い
う
徹
底
し
た
機
の
自
覚
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

に
つ
い
て
、
行
巻
の
他
力
釈
が
全
く
曇
鶯
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
善
導
に
よ
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
注
意
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

故
に
、
信
巻
の
三
一
問
答
は
、
親
鴬
に
お
け
る
二
種
深
信
の
表
白
で
あ
る
と
云
っ
て
、
決
し
て
誤
り
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
深
い

宿
業
の
自
覚
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

善
導
に
お
い
て
二
種
深
信
は
、
異
学
異
見
別
解
別
行
と
言
わ
れ
る
聖
道
門
と
の
対
決
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ご
と

親
驚
に
お
け
る
宿
業
の
間
迦
三
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く
、
親
鴬
に
お
け
る
真
実
の
信
心
も
↑
外
道
・
聖
道
門
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
通
し
て
顕
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は

信
巻
末
巻
に
示
さ
れ
た
真
の
佛
弟
子
釈
に
お
け
る
↑
仮
・
偽
の
佛
弟
子
論
が
、
信
巻
に
対
す
る
化
身
士
巻
に
お
い
て
詳
し
く
展
開
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
亦
、
愚
禿
悲
歎
述
懐
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
半
は
善
導
の
三
心

釈
に
よ
っ
て
愚
禿
の
悲
歎
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
半
は
そ
の
自
己
批
判
が
鋒
を
転
じ
て
当
時
の
教
界
に
向
け
ら
れ
、
厳
し

い
宗
教
批
判
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
真
仮
偽
批
判
に
お
い
て
、
課
題
と
な
っ
た
も
の
が
、
宿
業

の
自
覚
に
よ
る
金
剛
心
の
獲
得
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

親
鴬
は
、
化
身
士
巻
末
巻
の
初
め
に
、
「
夫
れ
諸
々
の
修
多
羅
に
拠
り
て
真
偽
を
勘
決
し
、
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誠
せ
ぱ
」
と
標

示
し
て
、
浬
渠
経
・
般
舟
三
味
経
の
、
三
宝
に
帰
依
す
る
者
は
諸
天
神
を
拝
し
、
鬼
神
を
祠
り
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
経
文
を
引
き
、
大
集
経
を
始
め
論
語
に
至
る
ま
で
の
数
多
く
の
文
を
引
用
し
て
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
外
道
が
人
生
を
運
命
的
に
捉
え
、
現
前
の
禍
福
を
神
佛
の
力
、
あ
る
い
は
吉
良
日
と
い
う
外
的
な
、
全
く
偶
然
的
な
も
の
を
頼
る

こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
↑
人
間
の
無
自
覚
さ
と
、
功
利
心
と
を
土
台
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
歎

異
抄
第
七
条
に
示
さ
れ
た
、
次
の
ご
と
き
念
佛
者
に
お
け
る
自
由
の
宣
言
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
外
道
に
対
す
る
批
判
と
克
服
に

お
い
て
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
念
佛
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
、
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す

る
こ
と
な
し
、
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
が
故
に
、
無
碍
の
一
道
な
り
と
云
自

こ
の
一
条
の
中
心
は
、
「
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
言
う
一
句
に
あ
る
と
云
え
る
。
何
故
な
ら
、
罪
悪
を
犯
し
つ

つ
業
報
を
畏
れ
る
心
が
魔
界
外
道
を
畏
れ
天
神
地
祇
を
祠
る
こ
と
と
も
な
る
か
ら
で
あ
り
、
信
心
の
行
者
は
、
業
報
に
お
い
て
罪
悪
の
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深
重
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
る
が
故
に
、
そ
の
業
報
を
引
き
受
け
、
そ
れ
に
執
わ
れ
る
心
か
ら
遠
離
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
す
で
に
述
謡
へ
た
、
「
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
」
生
き
る
者
の
姿
を
表
わ
す
も
の
て
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
外
道
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
も
日
本
人
の
生
活
意
識
の
中
に
根
を
下
ろ
し
、
真
実
の
信
心
の
自
覚
を
障
碍
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
親
鴬
は
そ
の
原
因
を
民
衆
の
無
智
蒙
昧
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
外
道
を
採

り
入
れ
↑
そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
の
迎
合
を
求
め
計
っ
て
き
た
聖
道
門
佛
教
の
外
道
化
に
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
で

親
溌
は
化
身
土
巻
本
巻
の
初
め
に
、
「
然
る
に
濁
世
の
群
萠
・
械
悪
の
含
識
、
乃
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で
て
、
半
満
権
実
の
法

門
に
入
る
と
雌
も
、
真
な
る
者
は
甚
だ
以
っ
て
難
く
、
実
な
る
者
は
甚
だ
以
っ
て
希
な
り
、
偽
な
る
者
は
甚
だ
以
っ
て
多
く
、
虚
な
る

者
は
甚
だ
以
っ
て
滋
し
」
と
、
深
い
悲
し
み
と
憤
り
の
心
を
こ
め
て
告
発
し
て
い
る
。
聖
道
門
の
外
道
化
は
、
教
理
と
教
団
と
の
乖
離

そ
こ
か
ら
く
る
教
団
の
維
持
確
保
と
言
っ
た
点
に
基
因
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
に
違
い
な
い
が
、
恐
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
自
力
を

頼
み
と
す
る
心
に
お
い
て
、
宿
業
の
自
覚
と
云
う
徹
底
し
た
人
間
の
現
実
洞
察
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
自
力
の
菩
提
心
に
よ
る
煩
悩
の
克
服
と
い
う
不
断
の
緊
張
に
充
ち
た
修
行
の
上
で
、
多
く
の
人
々
が
臨
終
来
迎
を
最
後
の
救
い

の
証
と
し
て
求
め
た
こ
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
天
神
地
祇
を
崇
め
鬼
神
を
祠
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ

る
。
故
に
親
鴬
は
、
佛
教
に
帰
依
し
な
が
ら
外
道
化
し
て
ゆ
く
人
間
の
在
り
方
を
、
そ
の
根
本
原
因
で
あ
る
自
力
に
よ
る
執
心
と
し
て

捉
え
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
れ
る
横
超
の
直
道
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
開

顕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
横
超
と
は
、
ま
さ
し
く
、
「
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
偏
え
に
本
願
を
た
の
み

ま
い
ら
す
」
る
他
力
の
道
に
他
な
ら
な
い
が
、
歎
異
抄
第
十
三
条
に
も
語
る
ご
と
く
、
持
戒
持
律
を
た
の
み
、
あ
る
い
は
賢
善
精
進
に

親
鴬
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
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執
わ
れ
る
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
難
中
の
難
と
い
う
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
繊
は
、
そ
こ
に
の
み
、
こ
の
苦
難
に

充
ち
た
人
生
を
、
真
の
宗
教
的
自
由
を
確
保
し
‐
た
金
剛
心
の
行
人
と
し
て
生
き
る
道
が
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
、
教
え
て
い
る
の
で
あ

る

（
四
九
・
十
・
十
五
）


