
わ
た
く
し
は
さ
き
に
本
誌
二
号
・
三
号
に
わ
た
っ
て
、
同
じ
く
「
佛
教
学
と
真
宗
学
と
の
接
点
」
と
い
う
副
題
を
つ
け
て
、
佛
教
に
お

け
る
有
形
的
表
現
と
無
形
的
表
現
の
問
題
を
考
え
て
み
た
。
そ
の
と
き
、
「
真
空
妙
有
」
と
い
う
こ
と
ば
を
「
絶
対
の
否
定
は
そ
の
ま
ま

絶
対
の
肯
定
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
、
そ
し
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
佛
教
の
基
本
的
な
立
場
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を

書
い
た
。
い
ま
は
そ
れ
を
受
け
て
、
真
宗
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
機
の
深
信
と
法
の
深
信
」
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
二
種
深
信
は
真

宗
教
義
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
二
種
深
信
が
ど
の
よ
う
な
佛
教
学
的
基
盤
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で

あ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
佛
教
学
と
し
て
ま
た
真
宗
学
と
し
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
ゞ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
い
う
こ
と
が
明
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
教
学
全
体
の
見
通
し
の
上
に
立
っ
て
、
真
宗
の
教
え
が
ど
う
い
う
位
置
に
あ
り
、
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
初
め
て
解
明
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
二
種
深
信
‐
一
を
「
真
空
妙
有
」
に
あ
て
牡
め
る
な
ら
ば
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
機
の
深
信
」
が
「
真
空
」
に
当
り
、
「
法
の
深
信
」

琴、

窄
妙
有

ｌ
佛
教
学
と
真
宗
学
と
の
接
点
Ｉ

舟
橋
一
哉
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が
「
妙
有
」
に
当
る
と
思
わ
れ
る
。
「
空
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
否
定
す
る
否
定
の
論
理
で
あ
る
か
ら
＄
こ
こ
で
否
定
さ
れ
る
も
の
は

「
凡
夫
で
あ
る
こ
と
の
現
実
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
さ
し
い
言
葉
で
言
い
な
お
し
て
「
空
と
は
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
有
」
と
は
も
の
を
肯
定
す
る
現
実
肯
定
の
論
理
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
れ

に
凡
夫
で
あ
る
こ
と
の
現
状
を
こ
の
ま
ま
肯
定
す
る
意
味
が
あ
る
」
と
見
る
な
ら
ば
、
や
さ
し
く
言
っ
て
「
有
と
は
こ
の
ま
ま
で
よ
ろ
し

い
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
「
真
空
妙
有
」
と
い
う
こ
と
は
「
真
空
即
妙
有
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
や
さ
し
い
言
葉
で
言
え
ば
「
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
（
真
空
）
が
、
こ
の
ま
ま
で
よ
ろ
し
い
（
妙
有
）
」
ま
た
は
「
こ
の

ま
ま
で
よ
ろ
し
い
（
妙
有
）
が
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
（
真
空
）
」
と
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
常
識
の
世
界
で
は
論
理
的
に
成
り
立

つ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
が
、
そ
れ
が
宗
教
的
真
理
の
世
界
で
は
体
験
的
に
成
り
立
つ
。
そ
こ
を
「
真
」
「
妙
」
と
い
う
言
葉
を
つ

か
っ
て
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
真
宗
の
教
え
で
は
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
二
種
深
信
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
如
く
二
種
深
信
は
も
と
善
導
の
観
経
疏
の
散
善
義
の
所
説
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
善
導
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
翁
へ
て
い
る

「
二
つ
に
は
深
心
な
り
。
深
心
と
い
う
は
即
ち
是
れ
深
く
信
ず
る
の
心
な
り
。
亦
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
「
自
身

は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
砿
劫
よ
り
こ
の
か
た
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
信
ず
。
二
つ
に
は

決
定
し
て
深
く
「
彼
の
阿
弥
陀
佛
の
四
十
八
版
は
衆
生
を
摂
受
し
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
す
る
こ

こ
れ
は
観
無
量
寿
経
に
お
い
て
至
誠
心
・
深
心
・
廻
向
発
願
心
の
い
わ
ゆ
る
三
心
を
具
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
、
そ
の
中
の
深

心
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
後
世
「
二
種
深
信
」
と
称
し
て
、
真
宗
の
教
義
の
骨
格
を
な
す
も
の
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
の
中
、
機
の
深
信
に
お
い
て
は
、
わ
が
身
を
省
み
て
の
断
偲
の
思
い
、
す
な
わ
ち
悲
し
み
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
法
の

深
信
に
お
い
て
は
、
如
来
の
救
済
を
仰
い
で
の
歓
喜
の
思
い
、
す
な
わ
ち
喜
び
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
種
の
深
信
を
性
格
づ
け
る
も
の
は
悲
し
み
と
喜
び
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
信
ず
る
心
に
二
種
あ
り
と
説
く
の

決
定
し
て
深
く
「
彼
の
阿
弥

と
を
得
』
と
信
ず
る
な
り
。
」
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で
は
な
く
て
、
他
力
廻
向
の
信
は
こ
の
よ
う
な
両
面
を
具
え
て
い
る
と
し
て
、
伝
統
的
解
釈
に
お
い
て
も
二
種
深
信
は
一
具
で
あ
る
と
解

釈
さ
れ
て
き
た
。
一
具
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
一
具
で
あ
る
こ
と
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
一
具
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

蓮
如
上
人
の
御
文
を
み
る
と
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
が
一
直
線
上
に
お
い
て
前
後
に
連
絡
す
る
か
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
場
合

が
あ
る
。
例
え
ば
御
文
二
・
一
五
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
あ
る
。

℃
、

「
そ
れ
当
流
の
安
心
の
す
が
た
は
い
か
ん
ぞ
な
れ
ば
、
ま
ず
我
が
身
は
十
悪
五
逆
・
五
障
三
従
の
い
た
ず
ら
も
の
な
り
と
深
く
思
い

、
℃
、
、
‐

つ
め
て
、
そ
の
上
に
思
う
く
き
ょ
う
は
、
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
機
を
本
と
助
け
た
ま
え
る
弥
陀
如
来
の
不
思
議
の
本
願
力
な
り
、
と

深
く
信
じ
た
て
ま
つ
っ
て
、
す
こ
し
も
疑
心
な
け
れ
ば
、
か
な
ら
ず
弥
陀
は
摂
取
し
た
も
う
雫
へ
し
。
」
（
傍
点
は
筆
者
）

「
わ
が
身
は
わ
る
き
い
た
ず
ら
者
な
り
」
と
深
く
思
い
つ
め
る
の
は
機
の
深
信
で
あ
り
、
「
不
思
議
の
本
願
力
な
り
」
と
深
く
信
ず
る

の
は
法
の
深
信
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
間
を
結
び
つ
け
る
の
に
「
そ
の
上
に
思
う
ゞ
へ
き
ょ
う
は
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
し
て
い
る
。

「
そ
の
上
に
」
と
言
え
ば
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
時
間
的
に
前
後
の
関
係
が
あ
る
、
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
伝
統
の
宗
学
に
お
い
て

も
こ
の
御
文
の
文
章
は
そ
う
い
う
意
味
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、
「
そ
の
上
に
」
と
い
う
の
は
「
そ
の
ほ
か
に
」
と
い
う
ぐ
ら
い

の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
時
間
的
前
後
の
関
係
を
見
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
二
種
深
信
は
ど
こ
ま
で
も
一
具
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
蓮
如
上
人
に
こ
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
平
面
的
な
表
現
の
方
が
一
般
人
に
は
理
解
し
易
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。
蓮
師
の
こ
と
ば
、
と
く
に
御
文
の
文
章
は
、
一
般
大
衆
に
向
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
納
得
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
懇

切
さ
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
御
文
の
表
現
に
は
暖
昧
さ
が
な
い
。
そ
こ
で
は
蓮
師
が
つ
ね
に
教
え
る
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
教
え

ら
れ
る
相
手
を
意
識
し
て
も
の
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
教
え
ら
れ
る
者
は
、
学
問
知
識
も
な
く
教
養
の
程
度
も
低
い
一
般
大
衆
で
あ
る
。

一
一

3



従
っ
て
一
宇
一
句
に
至
る
ま
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
御
文
を
拝
読
し
て
い
る
と
、
「
こ
れ
で
も

解
ら
ん
か
、
こ
れ
で
も
解
ら
ん
か
」
と
、
頭
を
押
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
圧
迫
を
感
ず
る
。
圧
迫
感
は
抵
抗
を
お
こ
さ
せ
る
。
そ
こ

に
現
代
の
青
年
た
ち
が
御
文
を
敬
遠
す
る
所
以
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
蓮
師
の
も
の
で
も
、
御
一
代
記
聞
書
は
蓮
師
等
の
言
行
録
で
あ
っ
て
、
蓮
師
の
著
述
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
親

撤
聖
人
に
お
け
る
歎
異
紗
の
如
く
、
蓮
師
の
言
葉
や
行
動
を
後
の
人
が
集
録
し
た
も
の
が
中
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
蓮
師
が
教
え

る
相
手
を
意
識
し
て
お
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
自
分
で
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
！
と
い
う
よ
う
な
立
場
で
も
の
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
相
手

を
き
め
て
、
そ
の
相
手
に
対
し
て
も
の
を
仰
し
や
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
歎
異
紗
に
お
け
る
唯
円
の
よ
う
に
、
そ
の
相
手
は
い
わ

ば
蓮
師
と
一
体
で
あ
っ
て
、
蓮
師
の
分
身
と
い
っ
て
も
よ
い
。
相
手
が
諒
解
す
る
ま
で
淳
を
と
し
て
懇
切
丁
寧
に
説
き
示
す
、
と
い
う
の

で
は
な
く
、
心
の
底
の
思
い
を
そ
の
ま
ま
に
ぶ
ち
ま
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
点
が
あ
っ
て
、
思
わ
ざ
る
に
蓮
師
の
心
の
奥
底
の
さ
さ
や
き

を
聞
く
よ
う
な
思
い
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
表
現
は
簡
単
で
解
り
に
く
い
点
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
純
粋
と
い
え
ば
純
粋
で
あ

る
。
そ
れ
で
平
易
を
旨
と
す
る
御
文
に
あ
っ
て
は
、
機
法
二
種
の
深
信
に
相
当
す
る
も
の
が
誤
っ
て
直
線
的
に
理
解
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
よ
う
な
表
現
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
蓮
師
の
真
意
で
は
な
く
、
二
種
深
信
は
ど
こ
ま
で
も
表
裏
一
体
、
内
外
一
具
の
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
機
の
深
信
は
、
自
己
の
内
心
へ
向
っ
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
他
力
の
信
の
裏
面
で
あ
り
、
内

面
で
あ
る
。
法
の
深
信
は
如
来
の
救
済
を
仰
い
で
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
他
力
の
信
の
表
面
で
あ
り
、
外
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
内
外
表
裏
一
体
と
い
う
こ
と
で
、
二
種
深
信
は
一
具
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
地
獄
一
定
（
歎
異
紗
の
こ
と
ば
、
機
の
深
信
）
に
裏

づ
け
ら
れ
た
往
生
一
定
（
改
悔
文
の
こ
と
ば
、
法
の
深
信
）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
悲
喜
交
流
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
も
と
善
導
の
法
事
讃
に
出
て
い
る
語
で
あ
っ
て
、
親
鶯
聖
人
は
そ
れ
を
教
行
信
証
の
化
巻
に

引
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
非
常
に
味
い
の
深
い
言
葉
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
は
そ
の
ま
ま
二
種
深
信
に
相
当
す
る
も
の
と
思
う
。
何
と
な

れ
ば
、
機
の
深
信
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
我
が
身
を
省
み
て
の
悲
し
み
で
あ
り
、
法
の
深
信
を
性
格
づ
け
る
も
の
は
如
来
の
救
済
を
仰
い
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で
の
喜
び
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
世
間
の
喜
び
は
悲
し
み
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
世
間
の
悲
し
み
は
喜
び
の
な
い
と
こ
ろ
に
見
出

じ
よ
う
こ

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
喜
び
は
心
の
浮
き
浮
き
し
た
喜
び
で
あ
っ
て
、
棹
挙
（
心
が
浮
き
浮
き
し
て
は
し
ゃ
ぐ
こ
と
）
と
結
び
つ
い
た
喜
び

こ
ん
じ
ん

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
悲
し
み
は
心
が
暗
く
沈
ん
で
い
く
悲
し
み
で
あ
っ
て
、
昏
沈
（
心
が
め
い
っ
て
沈
む
こ
と
）
と
隣
り
合
わ
せ
の
悲
し

み
で
あ
る
。
棹
挙
も
昏
沈
も
随
煩
悩
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
所
詮
は
世
間
的
な
悲
し
み
も
喜
び
も
煩
悩
で
し
か
な
い
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
信
仰
の
世
界
に
お
け
る
喜
び
は
、
そ
の
よ
う
な
有
頂
天
な
喜
び
で
な
く
、
悲
し
み
の
底
を
静
か
に
流
れ
る
喜
び
で

あ
り
、
悲
し
み
も
ま
た
喜
び
の
底
に
か
す
か
に
感
じ
と
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
悲
し
み
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
「
喜
悲
交
流
」
と
い
わ
な
い
で
「
悲
喜
交
流
」
と
い
っ
て
、
機
の
深
信
に
相
当
す
る
「
悲
」
を
さ
き
に
出
し
た
こ
と
も
、

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
二
種
深
信
に
相
当
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
し
、
更
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
真
空
妙
有
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
否
定
を
表
わ
す
「
真
空
」
を
さ
き
に
出
し
て
、
そ
の
否
定
を
通
し
て
の
肯
定
が
次
に
「
妙
有
」
と
し
て
示

さ
れ
る
。
す
ゞ
へ
て
同
じ
椛
造
を
も
っ
て
い
る
。
妙
有
の
世
界
に
到
達
す
れ
ば
、
真
空
と
妙
有
と
は
一
体
で
、
「
妙
有
」
を
さ
き
に
言
お
う

が
「
真
空
」
を
さ
き
に
言
お
う
が
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
到
る
ま
で
の
論
理
の
進
め
方
と
し
て
は
、
や
は

り
「
真
空
か
ら
妙
有
へ
」
と
い
う
順
序
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
初
め
か
ら
妙
有
を
も
っ
て
来
て
は
、
無
自
覚
・
無
反
省
な
こ
の
現
実
の

そ
の
ま
ま
が
、
「
そ
の
ま
ま
で
よ
ろ
し
い
」
と
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
二
種
深
信
で
も
、
悲
喜
交
流
を
い
う
場

合
で
も
、
い
つ
で
も
否
定
の
方
を
さ
き
に
出
し
て
、
そ
の
否
定
に
即
し
て
肯
定
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
佛
教
真
理
の
論
理
的
構
造

が
あ
る
。
た
だ
二
種
深
信
の
場
合
、
御
文
の
表
現
は
、
さ
き
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
否
定
と
肯
定
と
が
一
直
線
上
に
お
か
れ
て
い
る
か
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
蓮
師
の
真
意
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

御
一
代
記
聞
書
の
中
に 三

５



御
一
代
記
聞
害
に
お
い
て
も
、
さ
き
の
文
章
に
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
弥
陀
の
御
助
け
あ
る
、
へ
き
こ
と
の
貴
さ
よ
と
思
う
が
、
心
得
た
る
な
り
。
少
し
も
心
得
た
る
と
思
う
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な

れ
が
法
の
深
信
で
あ
る
）
。

「
心
得
た
と
思
う
は
心
得
ぬ
な
り
。
心
得
ぬ
と
思
う
は
心
得
た
る
な
り
。
」

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
何
だ
か
禅
の
問
答
で
も
聞
い
て
い
る
よ
う
で
、
理
解
し
に
く
い
言
葉
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
真

空
妙
有
に
あ
て
は
め
て
理
解
す
る
と
、
よ
く
解
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
心
得
た
と
思
う
は
心
得
ぬ
な
り
」
と
は
、
人
間
の
立

場
で
考
え
る
こ
と
は
す
べ
て
分
別
の
領
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
虚
妄
の
分
別
を
真
宗
学
の
用
語
で
は
「
は
か
ら
い
」
と

い
う
。
人
間
の
立
場
で
一
‐
自
分
は
心
得
て
い
る
」
「
自
分
は
信
心
を
得
て
い
る
」
と
思
う
の
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
自
力
の
は
か
ら
い
で
あ

っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
が
、
こ
の
文
章
の
前
半
の
意
味
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ

れ
は
般
若
心
経
の
「
色
即
是
空
」
に
当
り
、
「
真
空
妙
有
」
の
「
真
空
」
に
相
当
す
る
。

念
佛
の
教
え
は
難
信
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
お
り
、
「
難
中
之
難
無
過
之
」
（
正
信
偶
）
と
も
示
さ
れ
て
い
る
・
難
信
と
い
う
こ
と
は
、
人
間

と
し
て
の
自
力
の
立
場
に
あ
っ
て
は
信
ず
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
し
て
の
自
力
の
立
場
に
あ
っ
て

は
、
い
か
に
し
て
も
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
そ
の
極
限
に
お
い
て
（
そ
れ
が
「
心
得
ぬ
と
思
う
は
」
で
あ
る
）
そ
こ
に
他
力

廻
向
の
信
の
世
界
が
開
け
て
く
る
。
そ
れ
は
わ
が
力
で
信
ず
る
信
心
で
は
な
く
し
て
、
佛
力
他
力
の
御
も
よ
ほ
し
、
御
催
促
に
よ
っ
て
信

ぜ
し
め
ら
れ
る
信
心
で
あ
る
か
ら
、
「
他
力
よ
り
賜
わ
り
た
る
信
心
」
（
歎
異
紗
・
御
伝
紗
）
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が

「
心
得
ぬ
と
思
う
ば
心
得
た
る
な
り
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
真
空
妙
有
」
の
「
妙
有
」
に
相
当
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
般
若
心
経
の
「
空

、
℃

即
是
色
」
に
も
当
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
心
得
た
と
思
う
は
心
得
ぬ
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
立
場
が
と
り
つ
く
し
ま
も
な

い
ほ
ど
に
根
こ
そ
ぎ
崩
れ
去
っ
て
い
く
悲
し
み
の
声
を
聞
き
（
こ
れ
が
機
の
深
信
で
あ
る
）
、
「
心
得
ぬ
と
恩
う
は
心
得
た
る
な
り
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
全
く
無
力
と
な
っ
た
人
間
が
佛
の
光
明
の
中
に
摂
取
せ
ら
れ
て
、
再
び
生
き
か
え
っ
た
喜
び
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
（
こ
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本
当
に
心
得
た
の
は
、
す
な
わ
ち
真
実
の
信
心
を
獲
得
し
た
の
は
、
自
分
で
考
え
て
み
て
「
自
分
は
心
得
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な

そ
う
い
う
思
い
あ
が
っ
た
心
（
そ
れ
は
僑
慢
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
思
い
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
力
の
は
か
ら
い
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
ほ
れ
ぽ
れ
と
弥
陀
の
御
助
け
あ
る
、
へ
き
こ
と
の
貴
さ
を

喜
ぶ
の
が
、
実
は
本
当
に
心
得
て
い
る
者
の
す
が
た
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
、
悲
喜
交
流
の
様
相
を
も
っ
た
機
法
二
種

の
深
信
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

親
鶯
聖
人
に
お
い
て
「
悲
喜
交
流
」
の
意
味
が
最
も
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
教
行
信
証
の
信
巻
に
お
い
て
、
「
真
の
佛
弟
子
の

釈
」
に
っ
、
つ
い
て
直
ち
に
い
わ
ゆ
る
「
傷
歎
の
詞
」
が
お
か
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
真
の
佛
弟
子
の
釈
」
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る

も
の
は
、
法
の
深
信
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
喜
び
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず

「
真
の
佛
弟
子
と
い
う
は
、
『
真
』
の
言
は
『
偽
』
に
対
し
『
仮
』
に
対
す
る
な
り
。
「
弟
子
』
と
は
釈
迦
諸
佛
の
弟
子
に
し
て
、

金
剛
心
の
行
人
な
り
。
こ
の
信
行
に
由
っ
て
必
ず
大
浬
藥
を
超
証
す
べ
き
が
故
に
「
真
の
佛
弟
子
』
と
日
う
な
り
」

と
標
挙
し
て
文
を
引
き
、
更
に
つ
づ
い
て

「
ま
こ
と
に
知
り
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
極
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
る
が
故
に
、
『
便
ち
同
じ
」
と
日
う
な
り
。
し
か

の
み
な
ら
ず
。
金
剛
心
を
獲
れ
ば
則
ち
菫
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
本
誓
に
よ
る
が
故
な
り
。
」

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
文
字
の
間
に
は
、
佛
の
救
済
を
仰
い
で
の
法
の
喜
び
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
善
導
が
観
経

り
、
と
仰
せ
ら
れ
候
と
云
々
」

i型

７



な
お
こ
こ
に
自
ら
を
『
愚
禿
鶯
』
と
い
っ
て
『
釈
』
の
字
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
佛
弟
子
と
し
て
の
資
格
が
な

い
」
と
い
う
親
鴬
の
内
面
的
な
自
省
を
表
わ
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
教
行
信
証
で
も
、
総
序
や
別
序
に
お
い
て
親
鶯
み
ず
か
ら
が

公
け
の
立
場
に
立
っ
て
、
い
わ
ば
一
切
衆
生
を
代
表
し
て
遇
法
の
喜
び
を
語
る
と
き
に
は
、
い
つ
で
も
「
愚
禿
釈
親
鶯
」
と
い
っ
て
い
る

の
と
対
照
し
て
み
て
、
大
変
意
味
の
深
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
真
の
佛
弟
子
の
釈
に
お
い
て
、
本
当
の
意
味
に
お
け
る
釈
尊
の
弟
子
に

さ
せ
て
頂
く
こ
と
の
で
き
る
喜
び
を
語
っ
た
そ
の
直
後
に
お
い
て
、
今
度
は
一
転
し
て
、
佛
弟
子
と
し
て
の
資
格
の
な
い
自
己
を
厳
し
く

反
省
し
て
、
「
悲
し
き
哉
、
愚
禿
鶯
」
と
い
う
、
ま
こ
と
に
「
悲
喜
交
流
」
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

「
『
誠
に
知
り
い
」
は
傷
歎
の
詞
な
り
。
但
だ
悲
痛
す
と
雛
も
又
喜
ぶ
と
こ
ろ
あ
り
。
ま
こ
と
に
是
れ
「
悲
喜
交
流
」
と
調
う
醤
へ
し
。

「
喜
ば
ず
、
た
の
し
ま
ず
』
は
是
れ
恥
傷
を
顕
わ
す
。
『
定
聚
の
数
に
入
る
』
と
「
真
証
に
近
づ
く
」
と
は
、
ひ
そ
か
に
自
証
を
表

わ
す
。
喜
び
と
た
の
し
み
無
き
に
非
ず
」
（
六
要
鉾
）

と
言
っ
て
、
こ
こ
に
「
悲
喜
交
流
」
と
い
う
語
を
用
い
、
親
鶯
の
悲
歎
の
奥
に
、
か
す
か
で
は
あ
る
が
力
強
い
法
の
喜
び
の
流
れ
て
い
る

結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曰
く

の
無
生
法
忍
を
喜
忍
。
悟
忍
・
信
忍
の
三
忍
を
も
っ
て
解
釈
し
た
、
そ
の
三
忍
を
引
い
て
お
ら
れ
る
が
Ⅷ
そ
の
三
忍
の
第
一
は
喜
忍
で
あ

っ
て
、
喜
忍
は
い
わ
ゆ
る
「
現
生
十
種
の
益
」
で
い
え
ば
、
第
七
の
「
心
多
歓
喜
の
益
」
に
相
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
真
の
佛
弟
子
の
釈
」
に
お
い
て
は
親
鶯
聖
人
の
喜
び
が
そ
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
っ
。
つ
い
て
そ
の

最
後
の
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
は
ま
た
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
突
如
と
し
て
真
に
突
如
と
し
て
全
く
正
反
対
な
悲
歎
の
言
葉
で
も
っ
て

こ
と
を
見
落
し
て
は
い
な
い

存
覚
上
人
は
こ
の
文
章
に
註
し
て

「
誠
に
知
り
ぬ
。
悲
き
哉
、
愚
禿
鴬
↑
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
を
喜
ば
ず
、
真
証
の

証
に
近
づ
く
を
た
の
し
ま
ず
。
恥
ず
べ
し
、
傷
む
毒
へ
し
。
」
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真
宗
学
で
い
う
抑
止
と
摂
取
と
の
関
係
も
、
こ
の
悲
喜
交
流
、
二
種
深
信
で
も
っ
て
理
解
す
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
願

に
も
れ
た
罪
業
の
わ
が
身
で
あ
る
（
こ
れ
を
抑
止
と
い
う
）
、
と
い
う
悲
し
み
の
自
覚
が
、
そ
の
ま
ま
摂
取
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
た
る
喜
び
と

な
っ
て
表
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
抑
止
と
摂
取
と
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
表
裏
一
体
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
機
法
二
種
の
深
信
が
真
空
妙
有
に
当
り
、
ま
た
悲
喜
交
流
を
表
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
こ

と
か
ら
し
て
、
二
極
深
信
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
直
線
的
に
理
解
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
理
解

す
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
え
ば
、
わ
た
く
し
は
円
環
的
に
理
解
す
。
へ
き
で
あ
る
、
と
思
う
。
す
な
わ
ち
二
種
深
信
は
一
つ
の
円
周
で
あ
る
。

ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
機
の
深
信
で
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
法
の
深
信
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
機
の
深

信
か
と
思
え
ば
忽
ち
に
し
て
法
の
深
信
と
な
る
。
法
の
深
信
か
と
思
え
ば
忽
ち
に
し
て
機
の
深
信
が
表
わ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
形
の
も

の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
を
も
し
、
か
り
に
直
線
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
機
の
深
信
か
ら
法
の
深
信
へ
と
い
う
進

展
の
過
程
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
御
文
の
文
章
か
ら
も
理
解
で
き
る
が
、
ひ
と
た
び
法
の
深
信
ま
で
到
達
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
で
行
き
９

こ
の
よ
う
な
、
悲
し
み
の
底
を
流
れ
て
い
る
法
の
喜
び
は
、
親
鶯
聖
人
の
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
概

し
て
い
え
ば
、
こ
の
和
讃
は
そ
の
名
の
示
す
ご
と
く
、
親
鶯
そ
の
人
の
悲
歎
の
思
い
を
述
・
へ
た
も
の
で
あ
る
。

「
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し

虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
」

と
い
う
和
讃
で
始
ま
る
以
下
十
六
首
は
、
ま
こ
と
に
悲
痛
の
極
み
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
例
え
ば

「
無
伽
無
槐
の
こ
の
身
に
て
ま
こ
と
の
心
は
な
け
れ
ど
も

弥
陀
廻
向
の
御
名
な
れ
ば
功
徳
は
十
方
に
満
ち
た
ま
う
」

と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
に
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
痛
を
通
し
て
の
喜
び
が
表
わ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
も
「
悲
喜
交
流
」
の
言
葉
が
あ
て
は
ま
る

よ
う
で
あ
る
。



き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
再
び
機
の
深
信
に
帰
る
と
い
う
道
が
塞
が
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
「
悲
喜
交
流
」
に
も
な
ら
な
い
し
、

「
真
空
妙
有
」
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
悲
喜
交
流
」
は
同
時
に
「
喜
悲
交
流
」
で
も
あ
り
、
「
真
空
即
妙
有
」
は
そ
の
ま
ま
で
「
妙

有
即
真
空
」
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
の
否
定
は
そ
の
ま
ま
で
絶
対
の
肯
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
（
そ
れ
を
真
空
妙
有
と
い
う
）
、
同
時
に
、

絶
対
の
肯
定
は
そ
の
ま
ま
で
絶
対
の
否
定
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
（
こ
れ
を
妙
有
真
空
と
い
っ
て
も
よ
い
）
。
さ
き
に
引
用
し
た
「
心
得
た
と
思

う
は
心
得
ぬ
な
り
云
々
」
と
い
う
御
一
代
記
聞
書
の
文
章
に
は
、
そ
う
い
う
意
味
が
表
わ
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
！
「
自
分
は
心
得
て

お
ら
ぬ
か
ら
、
だ
か
ら
本
当
は
心
得
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
で
尻
を
す
え
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
「
そ
の
よ
う

に
心
得
た
と
思
う
の
は
、
そ
れ
も
実
は
心
得
ぬ
な
り
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
円
環
的
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。

更
に
進
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
真
空
妙
有
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
純
粋
に
し
て
寛
容
な
る
宗
教
」

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
お
よ
そ
宗
教
と
し
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
形
の
宗
教
が
最
も
勝
れ
た
宗
教
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
一
つ
「
純
粋
に
し
て
寛
容

な
る
宗
教
」
が
、
宗
教
と
し
て
最
も
勝
れ
た
宗
教
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
わ
た
く
し

は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
中
で
、
佛
教
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
目
ざ
し
て
お
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
佛
教
の
中
で
、
浄
土
真
宗
は
最
も
純
粋
に

し
て
最
も
寛
容
な
る
宗
教
で
あ
る
、
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

お
も
う
に
「
純
粋
」
と
い
う
こ
と
は
宗
教
と
し
て
ま
こ
と
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
佛
教
三
千
年
の
歴
史
も
つ
ね
に
純
粋
化
の
方
向

を
た
ど
っ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
純
粋
な
る
も
の
は
ま
た
往
禽
に
し
て
偏
狭
に
な
り
易
い
。
そ
の
教
え
が
純
粋
で
あ

る
こ
と
は
宗
教
と
し
て
の
優
れ
た
点
で
あ
る
が
、
偏
狭
は
拒
否
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
寛
容
性
は
宗
教
Ｌ
｜
し
て
の
優
れ
た
一
面

で
あ
る
が
、
寛
容
も
度
が
過
ぎ
る
と
隈
雑
に
な
り
か
ね
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
純
粋
の
反
対
概
念
と
し
て
狼
雑
が
あ
り
、
寛
容
の
反

閉
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純
粋
性
は
來
雑
物
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
否
定
の
論
理
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
故
に
こ
れ
は
「
真
空
」
の
あ
ら
わ
す
一
つ
の
意
味
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
容
性
は
現
実
肯
定
の
論
理
か
ら
生
ま
れ
て
く

る
。
従
っ
て
こ
れ
は
「
妙
有
」
の
も
っ
て
い
る
一
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
「
真
空
妙
有
」
が

「
矛
盾
の
統
一
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
純
粋
」
と
「
寛
容
」
と
は
相
互
に
相
い
反
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
相
い
反

す
る
も
の
が
調
和
を
保
っ
て
い
く
こ
と
の
困
難
さ
が
、
改
め
て
理
解
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
う
極
め
て
困
難
な
極
点
を
目
ざ
し
て

い
る
も
の
が
佛
教
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
・

イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
二
大
宗
教
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
教
と
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
と
の
上
に
↑
わ
た
く
し
は
寛
容
に
し
て
狼
雑
な

る
宗
教
（
イ
ン
ド
教
）
と
、
純
粋
に
し
て
偏
狭
な
る
宗
教
（
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
）
の
、
見
本
を
見
る
よ
う
な
思
い
が
す
る
。
イ
ン
ド
教
は
多

神
教
で
、
一
般
に
異
教
徒
に
対
し
て
寛
容
で
は
あ
る
が
、
相
互
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
考
え
方
を
一
つ
に
包
ん
で
、
そ
の
間
に
矛
盾
を
感
じ

な
い
、
と
い
う
よ
う
な
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
方
で
ァ
・
ヒ
ン
サ
ー
（
不
害
）
を
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
は
山
羊
を
犠
牲
と
し
て
神
に

捧
げ
る
が
如
き
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
西
欧
の
宗
教
学
者
は
、
西
の
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
な
ど
）
の
非
寛

容
性
に
対
し
て
、
東
の
宗
教
（
イ
ン
ド
教
、
佛
教
）
の
寛
容
性
を
賞
讃
し
、
西
の
宗
教
は
東
の
宗
教
を
見
習
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
力
説

す
る
が
、
こ
の
場
合
「
東
の
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
主
と
し
て
イ
ン
ド
教
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

マ
ホ
メ
ッ
ト
教
は
一
神
教
で
、
熱
帯
の
砂
漠
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
宗
教
で
あ
り
、
熱
烈
な
祈
り
の
宗
教
で
あ
る
。
こ
の
点
、
イ
ン
ド
教

が
「
イ
ン
ド
」
と
い
う
果
し
な
い
大
自
然
の
緑
の
原
野
を
背
景
に
し
て
育
っ
た
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
偏
狭
性
は
、
そ

対
概
念
と
し
て
偏
狭
が
考
え
ら
れ
る
。
「
純
粋
に
し
て
寛
容
な
る
宗
教
」
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ

こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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の
開
教
方
法
が
極
め
て
戦
闘
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
全
く
相
い
反
す
る
性
格
を
も
っ
た
イ
ン
ド
教
と
マ

ホ
メ
ッ
ト
教
と
が
、
イ
ン
ド
、
。
〈
キ
ス
タ
ン
の
地
に
お
い
て
同
居
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
両
者
の
間
に
つ
ね
に
争
い
が
絶
え
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
何
か
桁
命
的
な
も
の
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
佛
教
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
中
で
「
純
粋
に
し
て
寛
容
な
る
宗
教
」
で
あ
る
と
言
っ
た
。
「
根
本
佛
教
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
釈
尊
時

代
の
佛
教
は
、
当
時
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
伝
統
的
宗
教
で
あ
る
？
ハ
ラ
モ
ン
教
に
反
対
し
て
起
っ
た
も
の

で
、
そ
の
意
味
で
反
寺
〈
ラ
モ
ン
教
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
、
ハ
ラ
モ
ン
教
は
呪
術
化
し
て
、
神
秘
的
な
狼
雑
な
も
の
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
人
間
の
理
性
を
麻
輝
さ
せ
て
お
い
て
、
奇
怪
な
宗
教
的
行
事
を
行
い
、
そ
こ
に
宗
教
の
本
質
を
見
出
し
て
い
こ
う
と

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
堕
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
教
に
反
対
し
て
起
っ
た
釈
尊
の
佛
教
は
、
人
間
理
性
の
回
復
を
旗
印

し
と
し
て
立
ち
上
っ
た
。
如
実
の
智
見
に
よ
る
宗
教
的
め
ざ
め
、
す
な
わ
ち
「
自
覚
の
宗
教
」
と
い
う
こ
と
が
、
釈
尊
の
宗
教
を
性
格
づ

け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
理
性
の
純
粋
化
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
釈
尊
の
教
え
は
単
な
る
人
間
理

性
の
肯
定
で
は
な
い
が
、
し
か
し
人
間
の
理
性
を
盲
目
に
し
て
お
い
て
、
神
と
の
融
合
を
説
く
、
、
ハ
ラ
モ
ン
教
と
は
正
反
対
の
性
格
の
も

の
で
、
い
わ
ば
理
性
を
超
え
て
理
性
に
帰
る
と
い
う
か
、
理
性
の
深
ま
り
の
上
に
自
覚
の
宗
教
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
釈
尊
の
宗
教
は
純
粋
す
ぎ
る
ほ
ど
純
粋
で
あ
っ
た
。
一
般
に
宗
教
運
動
と
か
信
仰
運
動
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
、
つ
ね
に
純
粋

化
と
い
う
こ
と
を
旗
印
し
と
し
て
立
ち
上
が
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
釈
尊
の
根
本
佛
教
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
日
本
に
お
け
る
鎌
倉
時

代
の
宗
教
復
興
も
ま
た
佛
教
純
粋
化
の
一
駒
で
あ
っ
た
。

浄
土
教
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
平
安
朝
の
浄
土
教
か
ら
法
然
を
経
て
親
鶯
に
至
る
過
程
は
、
全
く
純
粋
化
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
「
選

択
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
の
は
法
然
で
あ
り
、
親
鶯
で
あ
っ
た
が
、
「
選
択
」
と
は
要
す
る
に
純
粋
化
の
論
理
を
示
す
用
語
で
あ
る
。

例
え
ば
選
択
集
総
結
の
文
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
あ
る
。

「
そ
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
且
ら
く
聖
道
門
を
さ
し
お
き
て
選
ん
で
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
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門
に
入
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
正
雑
二
行
の
中
に
且
ら
く
諸
の
雑
行
を
す
て
て
選
ん
で
正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
修
せ
ん
と
欲
す
れ

ば
、
正
助
二
業
の
中
に
猶
お
助
業
を
傍
ら
に
し
選
ん
で
正
定
を
專
ら
に
す
蕾
へ
し
。
正
定
の
業
と
は
即
ち
是
れ
佛
名
を
称
す
る
な
り
。

称
名
は
必
ず
生
る
る
こ
と
を
得
。
佛
の
本
願
に
依
る
が
故
な
り
。
」

こ
こ
に
選
択
と
は
不
純
な
る
も
の
を
選
び
捨
て
、
純
粋
な
る
も
の
を
選
び
取
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
然
に
よ
っ
て
諸
行
が
選
び

捨
て
ら
れ
、
称
名
念
佛
が
選
び
取
ら
れ
た
が
、
更
に
親
鐵
は
そ
の
選
び
取
ら
れ
た
称
名
に
つ
い
て
、
称
名
念
佛
す
る
わ
れ
わ
れ
の
心
を
問

題
と
し
て
、
自
力
の
念
佛
と
他
力
の
念
佛
と
を
区
別
し
、
他
力
の
信
心
か
ら
自
然
に
称
え
し
め
ら
れ
る
念
佛
を
強
調
し
た
の
は
、
最
も
純

粋
な
形
で
佛
教
が
説
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

佛
教
が
本
来
寛
容
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
釈
尊
の
異
教
徒
に
対
す
る
態
度
の
上
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
釈
尊
が
三
迦
葉
を
帰
伏
さ
せ
ら
れ
た
と
き
や
、
長
爪
梵
志
と
対
論
せ
ら
れ
た
と
き
な
ど
に
は
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
、

そ
の
激
し
さ
に
は
人
を
圧
倒
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
釈
尊
の
宗
教
に
お
け
る
純
粋
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
と
反
対
に

善
生
長
者
子
に
対
し
て
六
方
礼
経
を
説
か
れ
た
と
き
な
ど
に
は
、
父
の
遺
言
に
よ
っ
て
六
方
を
礼
拝
し
て
い
た
方
位
論
者
の
そ
の
よ
う
な

行
為
を
、
一
応
は
認
め
て
お
い
て
、
更
に
こ
れ
に
佛
教
的
な
内
容
を
与
え
て
、
佛
教
の
方
へ
徐
々
に
誘
引
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。
そ

の
態
度
の
上
に
は
、
異
教
徒
に
対
す
る
寛
容
さ
が
く
み
と
ら
れ
る
。
阿
含
経
を
見
る
と
釈
尊
は
し
ば
し
ば
「
真
に
佛
教
的
な
自
覚
に
立
つ

者
こ
そ
は
、
沙
門
中
の
真
の
沙
門
で
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
中
の
真
の
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
・
へ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ

れ
な
ど
も
バ
ラ
モ
ン
教
に
対
し
て
、
「
佛
教
と
対
立
す
る
異
教
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
敵
対
的
な
態
度
を
と
ら
れ
ず
に
、
天
地
古
今
を

通
じ
て
真
理
は
た
だ
一
つ
、
そ
の
真
理
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
よ
う
と
も
、
た
と
い
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
表
現
を
と
っ
て
、
そ
の
真

理
を
証
っ
た
人
が
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
「
バ
ラ
モ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
し
も
意
に
介
す

一
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る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
＄
そ
れ
は
も
は
や
〒
ハ
ラ
モ
ン
教
で
は
な
く
て
、
実
は
そ
の
ま
ま
が
佛
教
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
釈
尊
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

問
題
と
す
今
へ
き
は
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
か
＄
非
真
理
で
あ
る
か
で
あ
っ
て
、
佛
教
で
あ
る
か
、
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
教
で
あ
る
か
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
、
真
理
の
表
現
に
対
す
る
お
お
ら
か
な
態
度
は
、
お
の
ず
か
ら
に
し
て
異
教
徒
に
対
し
て
寛
容
な
態
度
を
と
ら
し
め
る
よ
う
に

な
る
。
そ
こ
に
釈
尊
の
宗
教
に
お
け
る
寛
容
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

聖
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
の
第
十
条
は
、
佛
教
と
い
う
も
の
を
表
面
に
出
さ
ず
に
佛
教
の
粘
神
を
説
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
佛
教
と

し
て
は
重
要
な
箇
条
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
共
に
是
れ
凡
夫
の
み
」
の
自
覚
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
純
粋
に
し
て
寛
容
な
る

生
活
態
度
が
、
力
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
曰
く

い
か
い
か

「
怠
り
を
絶
ち
瞑
り
を
捨
て
人
の
違
え
る
を
怒
ら
ざ
れ
。
人
皆
な
心
あ
り
。
心
各
執
る
こ
と
あ
り
。
彼
れ
是
と
す
れ
ば
則
ち
我
れ
は

非
と
す
。
我
れ
是
と
す
れ
ば
則
ち
彼
れ
非
と
す
。
我
れ
必
ず
し
も
聖
に
非
ず
。
彼
れ
必
ず
し
も
愚
に
非
ず
。
共
に
是
れ
凡
夫
の
み
。

い
か

是
非
の
理
な
ん
ぞ
能
く
定
む
、
へ
き
・
相
共
に
賢
愚
な
る
こ
と
は
、
み
み
が
ね
の
端
な
き
が
如
し
。
こ
こ
を
も
っ
て
彼
の
人
瞑
る
と
い

え
ど
も
還
っ
て
我
が
失
を
恐
れ
よ
。
我
れ
独
り
得
た
り
と
い
え
ど
も
、
衆
に
従
っ
て
同
じ
く
お
こ
な
え
。
」

こ
こ
に
は
、
佛
教
の
無
我
の
精
神
が
、
ど
の
よ
う
に
現
実
生
活
の
上
に
は
た
ら
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
語

で
い
え
ば
「
自
主
性
を
も
っ
た
寛
容
さ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

親
鴬
聖
人
も
ま
た
、
純
粋
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
最
も
純
粋
な
生
き
方
を
教
え
ら
れ
た
が
、
し
か
し
異
教
徒
に
対
す
る
態
度
の
上
に
は

か
え
っ
て
寛
容
な
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
よ
う
に
、
異
教
徒
は
敵
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
と
ら
れ
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
念
佛
の
教
え
に
対
し
て
妨
げ
を
な
す
人
々
の
と
り
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
手
紙
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る

七
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親
獺
聖
人
に
至
っ
て
、
佛
教
は
最
も
純
粋
に
し
て
最
も
寛
容
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
親
撤
聖
人
に
お
け
る
他
力
廻
向
の
信
は
、

最
も
純
粋
で
あ
っ
て
最
も
寛
容
な
る
信
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
示
す
も
の
が
、
「
金
剛
堅
固
の
信
」
に
し
て
ま
た

「
威
徳
広
大
の
信
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
「
教
化
研
究
」
二
六
号
所
載
、
大
河
内
了
悟
「
堅
い
と
広
い
」
参
照
）
す
な
わ
ち
親
鴬
聖
人
は

和
讃
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
金
剛
堅
固
の
信
心
の
定
ま
る
時
を
待
ち
え
て
ぞ

弥
陀
の
心
光
摂
護
し
て
永
く
生
死
を
隔
て
け
る
。
」

「
無
碍
光
の
利
益
よ
り
威
徳
広
大
の
信
を
得
て

必
ず
煩
悩
の
氷
と
け
す
な
わ
ち
菩
提
の
水
と
な
る
。
」

何
物
を
も
っ
て
し
て
も
打
ち
砕
く
こ
と
の
で
き
な
い
金
剛
の
よ
う
に
、
深
く
堅
固
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
堅
い
氷
を
と
か
す
春
の
太

陽
の
よ
う
に
、
豊
か
で
お
お
ら
か
な
る
信
、
そ
れ
が
親
鶯
聖
人
に
お
け
る
他
力
廻
向
の
信
で
あ
っ
た
。
堅
固
と
広
大
と
は
相
い
反
す
る
性

格
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
純
粋
と
寛
容
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
金
剛
堅
固
の
信
心
の
云
々
」
と
い
う
和

讃
は
、
善
導
和
讃
の
中
に
出
て
い
る
が
、
そ
の
善
導
和
讃
の
中
に
は
、
こ
の
す
ぐ
前
に
も
「
金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て
」
と
い
う
句
が
あ

り
、
そ
の
前
に
も
「
真
心
徹
到
す
る
人
は
、
金
剛
心
な
り
け
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
な
句
が
あ
っ
て
、
そ
の
前
後
の
和
讃
に
お
い
て
は
、
そ

り
・
」
（
念
佛
の
人
友
の
中
へ
）

「
よ
く
よ
く
念
佛
そ
し
ら
ん
人
を
助
か
れ
と
思
し
召
し
て
念
佛
し
合
せ
た
も
う
べ
く
候
・
」
（
性
信
房
宛
）

「
こ
の
念
佛
す
る
人
を
憎
み
そ
し
る
人
を
も
、
憎
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
蕾
へ
か
ら
ず
。
あ
わ
れ
み
を
な
し
、
悲
し
む
心
を
も
つ
、
へ
し
と

こ
そ
、
（
法
然
）
聖
人
は
仰
せ
ご
と
あ
り
し
か
。
あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し
こ
」
（
笠
間
の
念
佛
者
の
疑
い
問
わ
れ
た
る
こ
と
）

「
念
佛
せ
ん
人
々
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
人
を
ぱ
憐
み
を
な
し
、
ふ
び
ん
に
思
う
て
、
念
佛
を
も
懇
ろ
に
申
し
て
、
さ
ま
た

げ
な
さ
ん
を
助
け
さ
せ
た
も
う
く
し
と
こ
そ
、
古
い
人
（
法
然
上
人
）
は
申
さ
れ
候
い
し
か
。
よ
く
よ
く
御
尋
ね
あ
る
べ
き
こ
と
な
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う
い
う
堅
固
で
強
く
鋭
い
信
の
性
格
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
無
碍
光
の
利
益
よ
り
云
々
」
と
い
う
和
讃
は
、
曇
鐵
和
恥

讃
の
中
に
出
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
他
力
威
徳
広
大
」
と
か
、

「
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る
。
氷
と
水
の
如
く
に
て

氷
多
き
に
水
多
し
。
障
り
多
き
に
徳
多
し
。
」

と
い
う
よ
う
な
和
讃
も
あ
っ
て
、
前
の
善
導
和
讃
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
融
通
無
碍
な
温
み
の
あ
る
信
の
性
格
が
強
調
せ
ら
れ
て
い

こ
れ
は
お
そ
ら
く
曇
驚
と
善
導
と
の
、
教
学
上
に
お
け
る
性
格
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
曇
鶯
は
「
四
論
の
講

説
さ
し
お
き
て
、
本
願
他
力
を
税
き
た
ま
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
曾
て
中
観
派
の
佛
教
を
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
っ
た
が
、
中
観
佛

教
に
お
い
て
は
、
譜
法
は
無
自
性
、
空
で
あ
る
と
説
い
て
、
そ
の
実
有
観
を
破
し
っ
っ
、
し
か
も
無
自
性
、
空
な
る
ま
ま
に
、
諸
法
が
諸

法
と
し
て
施
設
さ
れ
、
現
実
の
生
活
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
説
く
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
「
煩
悩
菩
提
体

無
二
」
と
か
「
衆
悪
の
万
川
帰
し
ぬ
れ
ば
、
功
徳
の
う
し
お
に
一
味
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
煩
悩
即
菩
提
と
い
う
面
を
強
調
す
る
と
こ

ろ
の
、
曇
鶯
教
学
の
一
面
が
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
こ
に
「
威
徳
広
大
の
信
」
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
、

し
か
も
そ
う
い
う
こ
と
が
無
碍
光
の
利
益
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
よ
そ

「
無
碍
」
と
い
う
語
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
歎
異
妙
に
お
い
て

「
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
能
わ
ず
。
諸
善
も
及
ぶ
こ
と
な
き
故
な
り
。
」

と
い
う
と
き
の
「
無
碍
」
と
い
う
語
に
は
、
「
他
の
善
も
要
に
非
ず
・
…
：
悪
を
も
恐
る
べ
か
ら
ず
」
（
歎
異
紗
）
と
い
う
よ
う
な
強
さ
、

厳
し
さ
、
そ
し
て
「
我
れ
ひ
と
り
こ
の
道
を
い
く
」
「
千
万
人
と
い
え
ど
も
我
れ
行
か
ん
」
と
い
う
よ
う
な
た
く
ま
し
さ
を
感
ず
る
。
或

ろ
の
、
曇
鶯
教
学
の
一

と
見
る
こ
と
が
で
き
る

る
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こ
の
よ
う
な
曇
鴬
の
寛
容
性
に
対
し
て
、
善
導
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
善
導
は
古
今
偕
定
を
標
傍
し
て
、
従
来
の
考
え
方
を
全
く
一
変

さ
せ
る
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
た
め
に
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
が
厳
正
で
、
温
く
包
ん
で
い
く
と
い
う
よ
り
は
、
容
赦
な
る
捨
て
て
い
く
と

い
う
方
向
を
と
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
二
師
の
上
に
、
佛
教
の
も
つ
勝
れ
た
性
格
と
し
て
の
寛
容
性
と
純
粋
性
と

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

と
が
で
き
る
。

は
純
粋
さ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
無
碍
光
の
利
益
よ
り
云
々
」
と
い
う
と
き
の
「
無
碍
」
と
い
う
語
に
は
、
「
す
。
へ
て
が

そ
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
く
」
と
い
う
よ
う
な
温
さ
、
柔
軟
さ
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
或
は
寛
容
さ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
前
者
は

「
無
碍
」
を
、
「
い
か
な
る
も
の
も
邪
魔
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は

「
無
碍
」
を
「
い
か
な
る
も
の
も
邪
魔
に
な
ら
な
い
」
と
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ

う
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
純
粋
性
と
寛
容
性
は
本
来
佛
法
に
具
わ
っ
て
い
る
二
つ
の
徳
、
無
碍
光
の
徳
で
あ
る
、
と
見
る
こ
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