
大
平
洋
戦
争
が
破
局
に
追
い
こ
め
ら
れ
た
頃
は
、
国
家
総
動
員
令
の
下
に
、
大
学
の
学
生
は
、
病
弱
者
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
が
軍
務
に

応
召
さ
れ
、
又
は
勤
労
動
員
に
召
集
さ
れ
て
大
学
を
外
に
し
、
大
学
は
教
職
員
の
み
が
留
守
を
預
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
、
大
谷
大

学
は
～
大
谷
教
学
研
究
所
と
い
う
表
札
を
別
に
掲
げ
て
、
研
究
所
が
併
設
せ
ら
れ
、
留
守
を
預
る
教
授
た
ち
が
、
随
時
、
研
究
発
表
を
行

な
っ
て
、
教
学
の
維
持
進
展
に
営
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

大
谷
教
学
研
究
所
が
併
設
せ
ら
れ
た
頃
は
、
故
大
谷
螢
誠
学
長
が
就
任
せ
ら
れ
て
い
て
、
大
谷
学
長
の
も
と
に
、
我
友
は
終
戦
を
迎
え

ｂ
、

た
。
そ
し
て
敗
戦
直
後
、
東
久
邇
総
理
に
よ
っ
て
、
．
億
総
餓
悔
」
と
い
う
こ
と
が
提
唱
せ
ら
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。

大
谷
学
長
は
、
私
に
、
峨
悔
と
い
う
こ
と
の
原
語
的
説
明
、
そ
の
文
献
学
的
解
説
を
中
心
と
し
た
研
究
発
表
を
、
大
谷
教
学
研
究
所
で
行

う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
う
い
う
点
を
ま
と
め
て
一
場
の
講
演
を
試
み
た
の
が
本
稿
の
草
案
で
あ
る
。

以
後
二
十
五
年
の
歳
月
を
経
過
し
て
い
る
。
当
時
の
そ
う
い
う
か
り
そ
め
な
草
案
を
、
そ
の
儘
、
発
表
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
心
な

'’

悔
は
し
が
き

に

つ

い

て

山

口

諦

1



但
、
厨
曾
白
砂
Ⅱ
く
罰
色
目
十
色
と
い
う
語
は
、
辞
典
に
お
い
て
そ
の
用
例
を
枚
挙
す
る
と
、
８
冒
尉
目
罫
ｇ
ａ
ｏ
国
》
胃
冨
は
①
具
ゞ

の
且
日
の
）
呂
臨
閏
等
の
用
例
が
枚
挙
せ
ら
れ
る
の
で
、
「
自
ら
耐
忍
し
、
何
次
に
耐
え
る
、
苦
を
甘
受
す
る
」
と
い
う
意
味
と
、
「
他
に
対

し
て
自
己
の
過
罪
を
忍
容
せ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
い
う
意
味
と
が
あ
っ
て
、
追
悔
、
悔
過
の
義
は
一
般
の
用
例
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
義
浄
は
、
餓
悔
な
る
術
語
の
吟
味
を
述
令
へ
て
、
有
部
毘
那
耶
第
十
五
の
註
に
、
「
も
し
悔
罪
な
ら
ば
阿
鉢
底
提
舎
那
ロ
冨
昏
‐

号
３
口
脚
と
い
う
べ
し
。
号
胃
威
は
罪
、
号
箇
目
は
説
、
よ
っ
て
寧
ろ
、
説
罪
と
い
う
語
を
用
う
請
へ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
尚
、
南

海
寄
帰
内
法
伝
第
二
に
は
、
こ
の
帥
圃
甚
‐
号
笛
ロ
画
を
洞
鉢
底
鉢
剛
底
提
舎
那
苔
目
は
‐
胃
鼻
巨
①
歯
ロ
脚
と
い
う
語
に
換
え
て
、
そ
の
こ

と
を
詳
述
す
る
。
因
み
に
冒
胃
己
の
曾
口
割
と
い
う
時
は
、
倶
舎
論
第
九
に
も
「
鉢
刺
底
是
種
左
義
」
な
ど
と
い
っ
て
、
罪
を
犯
す
毎
に

そ
れ
を
申
し
述
慧
へ
る
と
い
う
意
味
に
な
り
、
波
羅
提
木
叉
（
宮
座
は
‐
日
○
厨
騨
・
別
女
解
脱
）
な
ど
い
う
場
合
と
同
様
な
意
味
が
掬
み
取
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
胃
四
首
‐
は
、
「
何
女
に
関
し
て
、
何
女
に
対
し
て
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
義
浄
は
寧
ろ
、
そ
の
「
ｌ
に
対

し
わ
ざ

い
仕
業
で
あ
っ
て
、
紐
促
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
本
誌
の
編
輯
の
方
か
ら
度
友
懇
請
さ
れ
た
の
で
、
ご
く
一
部
に
若
干
の
補
訂
を
施
し
て
、
２

寄
稿
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
四
四
、
四
、
二
）

「
餓
悔
」
に
つ
い
て
、
そ
の
原
語
に
洲
り
、
語
源
的
解
釈
（
ぐ
冒
召
目
は
．
名
義
釈
）
か
ら
、
何
か
説
述
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
語
源
的
解
釈
に
つ
い
て
は
、
望
月
佛
教
大
辞
典
に
一
応
の
説
明
が
あ
る
の
で
、
と
に
か
く
先
ず
そ
れ
を
引
用
し
、
そ
れ
に
因
ん
で

四
分
律
含
注
戒
本
疏
一
之
下
に
、
「
悔
は
此
土
の
言
に
し
て
、
慨
は
是
れ
西
方
の
略
説
な
り
梵
本
の
音
の
如
き
は
峨
摩
（
府
曾
目
色
）
な

り
」
と
い
う
。
義
浄
の
有
部
毘
那
耶
第
十
五
の
註
に
も
同
様
に
い
う
。
そ
れ
故
に
、
慨
〔
摩
〕
悔
と
は
梵
漢
合
成
の
語
で
あ
る
と
い
う
こ

卿
か
卑
見
を
開
陳
す
る
。

と
に
な
る

｜
繊
悔
の
語
の
語
源
的
解
釈



し
て
」
と
い
う
用
法
に
従
っ
て
、
解
釈
論
を
施
し
て
い
る
。

さ
て
、
義
浄
が
南
海
寄
帰
内
法
伝
に
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「
梵
に
画
冨
匪
Ｉ
冒
騨
は
‐
烏
曾
ご
脚
と
い
う
。
画
冨
菖
は
罪
過
な
り
。

（
そ
れ
は
四
十
亘
冨
早
武
で
く
副
奈
に
は
〔
地
獄
に
〕
堕
在
す
る
と
い
う
用
例
も
あ
る
．
動
は
「
近
く
、
当
方
に
」
と
い
う
意
味
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
）
宮
島
‐
：
留
圖
は
他
に
対
し
て
説
く
。
己
れ
の
罪
を
説
い
て
清
浄
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
希
う
な
り
。
旧
訳
に
倣
悔

と
い
う
の
は
、
説
罪
に
関
す
る
に
あ
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
隙
摩
篇
騨
目
騨
は
西
音
に
し
て
、
忍
の
義
に
当
り
、
悔
は
乃
ち
東
夏
の
字
に
し

は
る
か

た
し
か

て
追
悔
を
目
ざ
す
と
な
す
。
悔
と
忍
と
は
廻
に
相
関
せ
ず
（
直
接
の
関
聯
が
な
い
）
。
も
し
的
に
梵
本
に
依
ら
ば
、
除
罪
の
時
は
至
心
説
罪

ま
れ

ま
れ
ま
れ

と
い
う
、
へ
し
。
厨
曾
目
色
を
訳
し
追
悔
と
な
す
如
き
は
、
由
来
牢
な
る
に
似
た
り
（
蕊
の
牢
な
る
と
は
、
数
の
上
で
牢
な
の
で
な
く
し
て
、

意
味
の
妥
当
性
が
充
全
で
な
い
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
）
。
Ｉ
中
略
Ｉ
他
に
就
き
て
謝
を
致
す
に
は
；
厨
騨
目
四
と
い
い
、
自
己
の
罪
を

も
と

陳
す
る
如
き
は
、
号
笛
ロ
回
と
い
う
謡
へ
き
で
あ
る
。
習
俗
久
し
く
し
て
成
る
ゞ
へ
し
と
雌
も
、
而
も
事
は
須
ら
く
本
に
依
る
べ
し
」
と
。
久

し
き
串
習
上
、
語
の
使
用
が
必
ず
し
も
的
確
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
併
し
や
は
り
、
根
本
的
に
語
の
意
味
と
そ

の
用
例
と
を
限
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
倣
悔
と
い
う
訳
語
で
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
原
語
の
上
か
ら
は
、
厳
密
に
は
廓
騨
日
騨
（
他
に
対
し
て
謝

罪
す
る
）
と
号
鼻
武
‐
号
困
昌
画
（
自
己
に
対
し
て
罪
を
改
悔
す
る
）
と
の
両
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
妥
当
す
る
よ
う
に
使
用
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
唐
朝
に
な
っ
て
、
新
訳
家
の
大
建
物
と
し
て
の
玄
奨
が
新
た
に
多
く
の
経
諭
を
将
来
し
、
唐
朝
文
化
の
隆

盛
に
乗
っ
て
、
佛
典
翻
訳
の
大
成
を
期
せ
ん
と
す
る
に
当
っ
て
、
先
立
つ
時
代
の
翻
訳
語
の
批
判
を
相
当
厳
し
く
行
な
っ
た
。
そ
れ
に
由

っ
て
訳
語
の
厳
密
化
と
統
一
と
を
期
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
旧
訳
に
対
す
る
批
判
の
跡
は
、
玄
奨
の
門
下
の
慈
恩
大
師
の
唯
識
述
記

二
そ
う
い
う
こ
と
の
行
わ
れ
た
歴
史
的
意
味

｡



を
始
め
、
そ
の
他
の
註
疏
に
頻
り
に
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
慈
恩
大
師
の
註
疏
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
原
典
学
上
４

高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
て
あ
る
。
義
浄
三
蔵
も
ま
た
、
そ
う
い
う
こ
と
の
行
な
わ
れ
た
環
域
に
活
動
し
た
翻
訳
三
蔵
で
あ
り
、
殊
に
、

説
一
切
有
部
の
戒
律
の
訳
を
遂
げ
た
義
浄
と
し
て
、
戒
律
の
根
幹
に
関
す
る
「
俄
悔
」
の
語
に
関
し
て
、
先
に
い
う
如
き
注
意
を
与
え
た

と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

所
謂
、
後
漢
の
時
代
に
、
印
度
西
天
の
佛
教
が
中
華
の
天
地
に
移
入
せ
ら
れ
、
数
百
年
を
経
過
す
る
間
に
、
各
種
の
思
想
形
態
の
佛
教

が
展
開
せ
ら
れ
る
に
当
り
～
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
佛
教
了
解
の
立
場
か
ら
、
各
種
の
思
想
形
態
の
価
値
づ
け
体
系
づ
け
が
推
究
せ
ら
れ
て
、

所
謂
、
教
相
判
釈
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
厳
密
に
行
な
わ
れ
ん
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
の
思

想
の
盛
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
の
根
源
的
な
意
味
の
限
定
が
要
請
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
峨
悔
の
原
語

に
対
す
る
義
浄
の
批
判
も
そ
う
い
う
歴
史
的
な
環
境
に
お
い
て
の
要
請
に
由
る
も
の
と
認
め
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
論
ぜ
ら

れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
唐
朝
に
お
い
て
醸
成
し
出
さ
れ
た
高
度
な
文
化
的
な
環
境
が
も
た
ら
し
た
所
産
と
認
め
ら
れ
る

℃

但
、
義
浄
が
語
源
的
に
、
か
く
の
如
く
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
、
意
味
の
上
か
ら
い
っ
て
、
峨
悔
厨
色
目
沙
な
る

「
他
に
対
し
て
謝
罪
す
る
」
と
い
う
心
事
（
日
の
貝
己
旦
呉
の
）
に
は
、
同
事
に
「
自
己
に
対
し
て
罪
を
改
悔
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る

、

尋
へ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
隙
悔
と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
冒
鼻
昼
①
函
目
ゞ
号
笛
目
脚
（
説
罪
）
を
も
餓
悔

と
訳
さ
れ
る
串
習
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
全
光
明
経
の
峨
悔
品
は
、
梵
本
に
お
い
て
号
困
ロ
ロ
‐
君
国
く
自
国
と
な
っ
て
い

る
が
、
各
訳
家
共
に
、
義
浄
自
ら
す
ら
、
隙
悔
品
と
訳
し
て
い
る
如
き
そ
れ
で
あ
る
。
が
同
時
に
冒
昌
‐
号
雷
冒
国
を
岸
の
国
辱
に
悔

過
、
即
ち
説
罪
と
訳
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
望
月
佛
教
大
辞
典
の
上
に
既
に
注
意
せ
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。

の
で
あ
ろ
う
ｃ

但
、
義
浄
が
語
源
的
に
、
か
く
の
如
く
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
、
意
味
の
上
か
ら
い
っ
て
、

「
他
に
対
し
て
謝
罪
す
る
」
と
い
う
心
事
（
日
の
貝
己
旦
呉
の
）
に
は
、
同
事
に
「
自
己
に
対
し
て
罪
を
改
悔
す
る
」

、

雫
へ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
隙
悔
と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
冒
鼻
昼
①
函
目
ゞ
号
笛
口
倒

と
訳
さ
れ
る
串
習
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
全
光
明
経
の
峨
悔
品
は
、
梵
本
に
お
い
て
号
困
口
早
冨
尉



然
る
に
、
諭
書
（
閏
切
曾
Ｐ
）
に
お
い
て
、
餓
悔
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
従
来
、
参
見
し
慣
れ
て
い
る
諭
書
に
お
い

て
は
、
殆
ど
そ
れ
を
見
出
し
え
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
た
だ
七
世
紀
に
在
世
し
た
中
観
派
の
寂
天
（
曾
貝
己
の
ぐ
沙
）
の
入
菩
提
行
諭
節
二
章

の
上
に
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
罪
の
臓
悔
」
と
い
う
一
章
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
ま
た
同
じ
く
寂
天
の
大

乗
集
菩
薩
学
諭
第
八
章
に
「
罪
障
清
浄
品
」
と
い
う
一
章
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
を
も
見
る
。
そ
の
「
罪
障
清
浄
口
凹
と
い
う
時

の
「
清
浄
」
と
は
、
こ
こ
で
は
８
。
厨
目
色
と
い
う
語
で
、
く
割
目
》
皆
〔
一
身
鯉
は
Ⅱ
８
冨
８
日
の
巳
の
胃
の
意
味
が
使
役
相
と
な
っ
た

曾
昌
〕
昌
四
蔵
か
ら
来
た
名
詞
の
「
清
浄
に
す
る
こ
と
、
ざ
Ｈ
①
日
○
く
①
号
巨
目
国
々
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
髄
悔
滅

罪
と
い
う
思
想
の
意
味
が
、
「
罪
障
清
浄
品
」
と
い
う
語
の
上
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

１

イ
ン
ド
佛
教
の
後
代
に
、
聖
提
婆
に
帰
せ
ら
れ
た
「
心
障
清
浄
論
・
拝
冨
‐
曽
胃
鱒
罵
言
‐
ぐ
詠
呂
冒
匡
と
と
い
う
諭
書
が
あ
る
が
、
こ
れ
な

ど
も
、
同
様
な
点
を
指
示
説
述
す
る
論
害
で
あ
る
。
こ
の
心
障
清
浄
論
は
措
い
て
、
い
ま
は
寂
天
の
二
論
吾
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す

⑩
〔
〉
骨
の
ロ
庁
睦
』
○
口
］
ｐ
ｐ
ｐ
Ｐ
］
）
、
，
オ
ノ
か
衿
↑

い
て
の
説
述
を
見
た
い
と
思
う

さ
て
、
隙
悔
の
こ
と
は
、
種
次
の
経
律
の
上
に
見
ら
れ
、
殊
に
そ
れ
が
原
始
佛
教
友
団
の
布
薩
会
に
お
い
て
、
そ
の
起
源
を
も
つ
こ
と

は
い
う
迄
も
な
い
。
そ
う
い
う
経
律
及
び
中
国
の
釈
家
の
間
に
お
い
て
、
餓
悔
に
関
す
る
説
述
の
多
女
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
た
佛
教
辞

典
の
上
に
も
示
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
事
更
め
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
こ
と
と
思
う
。
但
、
佛
教
左
団
内
に
お
い
て
教
主
釈
尊
の
根
本
精

神
を
随
念
す
る
如
理
作
意
の
記
述
、
す
な
わ
ち
如
是
我
聞
の
文
学
と
し
て
の
経
典
、
殊
に
大
乗
経
典
は
、
思
想
家
・
論
師
の
諭
書
（
閏
切
言
空
》

四
日
①
具
昌
○
目
色
ロ
ロ
己
）
、
す
な
わ
ち
学
問
的
綱
要
害
ゞ
に
お
い
て
そ
の
綱
要
が
与
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
諭
書
に
お
け
る
峨
悔
に
っ

る
○註

⑩
心
障
清
浄
論
に
つ
い
て
は
、
山
田
龍
城
「
中
観
思
想
の
密
教
化
ｌ
特
に
聖
提
婆
の
心
障
清
浄
論
に
つ
い
て
」
（
東
北
帝
国
大
学
文
科
会
編
輯
「
文
５

三
論
部
聖
典
に
お
け
る
餓
悔
の
説
述

~



さ
て
＄
寂
天
の
二
諭
耆
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
中
、
ま
ず
は
じ
め
に
大
乗
集
菩
薩
学
論
（
圏
内
笛
‐
笛
冒
ｐ
ｇ
葛
四
）
の
第
八
章
「
罪

障
清
浄
品
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
巴
閉
口
‐
、
画
昌
邑
Ｃ
Ｏ
Ｐ
園
は
、
そ
の
漢
訳
で
あ
る
大
乗
集
菩
薩
学
論
に
お
い
て
法
称

ｅ
宮
月
日
画
‐
冒
昌
）
造
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
内
容
的
に
普
耳
沙
‐
の
酋
日
ロ
Ｃ
Ｏ
包
冒
や
国
＆
言
８
ｑ
画
く
胃
胃
騨
な
ど
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
よ
り
し
て
、
寂
天
の
著
作
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
て
、
望
騎
画
‐
協
日
ｐ
ｏ
Ｏ
鱒
圃
に
は
全
部
で
二
七
偶
の
木
偶
が
あ
る
が
、
そ
の
第
一
七
偶
と
第
一
八
、
一
九
偶
と
の
三
偶
が
、
こ
の
館

八
章
「
罪
障
清
浄
品
」
で
説
か
れ
て
い
る
。
罪
障
清
浄
（
凰
冨
‐
の
○
些
冒
口
騨
・
罪
障
を
清
浄
に
す
る
こ
と
）
品
第
八
章
の
壁
頭
に
説
か
れ
て

い
る
第
一
七
偶
に
お
い
て
、
次
の
如
く
、

、
、
℃
、
、
、
、
、
砂
、
、

「
身
体
が
清
浄
に
せ
ら
れ
た
る
魯
己
巨
国
）
と
き
は
、
そ
の
受
用
は
適
正
な
る
も
の
含
呉
身
沙
・
道
に
適
い
た
る
も
の
）
た
る
べ
し
。

人
為
に
と
っ
て
、
食
物
が
塵
芥
の
微
塵
も
な
き
よ
う
に
能
く
整
へ
ら
れ
た
る
と
き
の
如
く
・
」

と
説
か
れ
、
引
き
続
い
て
、
如
来
秘
密
経
（
目
呉
自
彊
冨
唱
ご
凹
切
ロ
ｑ
い
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
数
百
千
の
人
の
住
す
る
大
都
城
の
墓
場
に
、
菩
薩
が
顕
わ
れ
て
死
を
示
現
し
、
畜
生
の
身
を
現
ず
る
人
友
に
、
そ
の
屍
を
食
せ
し
め
、

彼
等
を
し
て
命
終
の
後
、
善
趣
に
生
を
得
せ
し
め
、
遂
に
浬
樂
に
入
ら
し
め
ん
こ
と
を
念
ず
る
」

こ
れ
が
菩
薩
の
宿
願
で
あ
っ
て
、
菩
薩
は
、
長
夜
、
そ
の
屍
を
食
瓢
へ
た
人
友
が
善
趣
に
生
れ
て
、
遂
に
浬
築
に
入
ら
ん
こ
と
を
誓
い
、

そ
れ
ら
の
人
女
の
善
趣
に
生
れ
浬
樂
に
入
る
因
縁
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
菩
薩
の
宿
願
は
成
就
し
、
い
ま
や
そ
の
宿
願
が
十
方
に
間

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
℃
、

こ
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
身
体
を
清
浄
に
す
る
と
は
、
結
局
そ
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
身
の
清
浄
と
い
う
こ
と
を
、

よ
り
具
体
的
に
い
う
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
そ
れ
を
次
の
第
一
八
偶
と
第
一
九
偶
と
に
説
い
て
い
る
。

化
」
第
三
巻
鋪
四
号
、
昭
和
十
一
年
）
参
照
。

四
匹
厨
甲
闇
冒
匡
ｏ
８
昌
幽

6



「
穀
物
が
雑
草
に
覆
わ
れ
た
る
と
き
に
は
、
病
の
た
め
に
衰
弱
し
て
成
長
せ
ず
。
恰
も
そ
の
如
く
、
佛
の
萠
芽
も
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
る

と
き
に
は
成
長
せ
ず
。
（
第
一
八
偶
）

身
の
清
浄
と
は
何
か
。
罪
と
煩
悩
と
を
清
む
る
こ
と
な
り
。
そ
れ
は
等
覚
者
の
語
の
義
に
従
う
こ
と
に
よ
り
あ
り
。
さ
れ
ど
も
し

〔
そ
の
こ
と
に
〕
勤
勇
な
き
と
き
は
、
悪
趣
に
趣
く
。
（
第
一
九
偶
）
」

、
、
、
、

す
な
わ
ち
、
先
の
第
一
七
偶
に
説
い
た
身
の
清
浄
と
は
、
罪
障
と
煩
悩
と
を
清
む
る
こ
と
で
あ
つ
↑
て
、
そ
の
清
め
が
行
わ
れ
な
い
と
き

に
は
、
佛
の
萠
芽
が
成
長
す
る
こ
と
は
な
い
。
然
ら
ば
そ
の
罪
と
煩
悩
と
を
清
め
る
こ
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
等
覚

者
の
語
義
、
云
女
と
い
っ
て
、
第
一
八
偶
後
半
行
に
説
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
罪
障
と
煩
悩
と
の
清
め
と
は
何
か
。
そ
れ
を
四
法
経
の
語
で
説
明
し
て
い
る
。
四
法
と
は
、

②

①
悔
過
行
（
ａ
（
旨
租
巨
劉
‐
留
日
ロ
３
８
国
）
》
砂
①
馬
目
の
冒
○
四
目
』
○
時
烏
蔚
印
は
（
旨
旦
⑳
旨
．

②
対
治
行
（
宮
口
武
園
原
色
‐
叩
四
日
目
胃
胃
勢
）
司
一
不
善
業
を
造
っ
た
後
に
も
、
極
度
に
善
業
を
努
め
る
。

③
制
止
力
（
胃
四
噂
劉
冒
葺
‐
冒
盲
）
・
禁
戒
を
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殴
犯
す
る
こ
と
な
き
点
ま
で
到
達
す
る
。

仙
依
止
力
（
鼠
国
息
‐
冨
匿
）
・
佛
法
僧
に
帰
依
し
て
菩
提
心
を
棄
て
な
い
。

で
あ
る
。
こ
の
四
法
に
よ
っ
て
、
先
に
造
ら
れ
、
久
し
く
積
集
し
た
罪
過
を
減
す
る
と
な
し
て
い
る
。
「
先
に
造
ら
れ
た
」
と
は
＄
「
無

始
時
来
造
作
さ
れ
た
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
下
、
集
菩
薩
学
諭
で
は
、
仰
金
光
明
経
の
倣
悔
を
説
く
偶
文
を
始
め
と
し
、
更
に
約
十
条
の
経
律
文
を
引
用
し
て
悔
過
行
の
意
味

を
説
述
す
る
。
②
次
に
対
治
行
に
つ
い
て
は
、
甚
深
経
典
を
読
荊
す
る
こ
と
が
罪
業
を
消
滅
す
る
と
な
し
て
金
剛
般
若
経
（
第
一
六
章
）
を

引
用
す
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
が
時
欠
に
引
用
す
る

③須
菩
提
よ
、
善
男
子
善
女
人
こ
の
経
を
受
持
し
読
詞
し
て
、
も
し
、
人
の
た
め
に
軽
賤
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
人
、
先
世
の
罪
業
に
て

ま
さ
に
悪
道
に
堕
す
守
へ
か
り
し
を
＄
今
世
に
人
に
軽
賤
せ
ら
る
る
故
を
以
て
、
先
世
の
罪
業
す
な
わ
ち
消
滅
せ
ら
れ
、
ま
さ
に
阿
褥
多



で
あ
る
。
次
い
で
信
解
空
性
が
罪
業
を
清
浄
な
ら
し
む
と
い
う
如
来
蔵
経
、
業
障
清
浄
経
な
ど
、
更
に
六
経
を
引
用
し
て
い
る
が
、
何
れ

も
罪
業
清
浄
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
関
説
す
る
四
法
の
中
で
は
、
㈹
悔
過
行
、
⑨
対
治
行
に
関
す
る
説
述
が
詳
細
で
あ
り
、
⑧
制

止
力
、
仙
依
止
力
に
関
す
る
も
の
は
、
前
二
者
よ
り
は
余
程
略
述
せ
ら
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。

集
菩
薩
学
諭
は
、
い
わ
ゆ
る
集
（
＄
９
口
８
段
国
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
凡
ゆ
る
滅
罪
の
形
態
を
枚
挙
し
て
い
る
。
そ
し
て
四
法
の

中
で
い
、
⑨
に
重
点
の
お
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
そ
れ
は
慨
悔
滅
罪
で
あ
っ
て
↑
罪
業
を
改
悔
す
る
そ
れ
が
主

と
な
っ
て
い
る
。
倣
悔
に
よ
る
滅
罪
は
畢
寛
、
先
の
「
身
の
清
浄
」
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
身
の
清
浄
と
は
、
如
来
秘
密
経
文
の
如
く
、

菩
薩
の
本
願
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
菩
薩
の
本
願
の
成
就
は
、
餓
悔
滅
罪
を
主
と
し
、
具
に
は
四
法
に
よ
っ
て
成
就
せ
ら
れ
る
こ
と
を
い

わ
ん
と
す
る
の
が
、
こ
の
圃
冨
小
＆
丘
沙
口
騨
一
章
の
意
趣
で
あ
る
。

因
み
に
、
前
上
の
四
法
の
中
で
最
も
主
た
る
役
目
を
な
し
て
い
る
「
悔
過
行
」
す
な
わ
ち
倣
悔
滅
罪
行
の
意
味
を
有
す
る
語
の
原
語
は

ぐ
己
口
吻
四
目
の
騨
日
且
鋤
３
３
で
あ
る
が
‐
ａ
合
い
眉
倒
は
旦
十
く
創
羊
霞
冨
十
騨
目
い
う
の
噂
日
ｇ
ｏ
唱
。
己
８
口
の
曾
匡
３
ｏ
ロ
を
有
す
る
語

で
あ
っ
て
、
そ
の
語
根
の
く
凶
副
と
は
、
８
房
８
日
。
ｇ
具
８
日
目
守
沙
菅
冒
岸
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
。
自
切
員
ぐ
の
に
は

た
ら
く
へ
月
身
昇
」
は
ざ
留
呂
目
自
今
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
れ
に
急
‐
と
い
う
接
頭
辞
が
つ
い
た
畠
‐
含
唖
騨
目
も
辞
書
の
用
例

で
は
月
色
旨
四
・
①
ロ
切
目
旨
唾
（
微
す
こ
と
、
悪
罵
す
る
こ
と
）
の
意
味
で
あ
る
。
そ
う
い
う
①
ご
目
巳
○
喝
で
は
、
そ
れ
故
に
「
悔
過
」

帥

と
は
な
ら
な
い
。
併
し
接
頭
辞
が
付
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
根
の
意
味
が
転
変
す
る
こ
と
は
、
倶
舎
諭
巻
九
に
い
う
「
由
先
助
力

界
義
転
変
」
で
あ
る
．
抑
倉
、
ぐ
］
‐
な
る
接
頭
辞
は
意
味
を
限
定
し
、
意
味
を
分
別
す
る
こ
と
も
あ
る
ｌ
例
え
ば
ぐ
』
＋
日
目
（
疑
・

二
心
）
と
い
う
が
如
く
Ｉ
が
、
離
れ
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
い
ま
は
「
離
れ
る
」
と
い
う
意
味
の
接
頭
辞
妬
「
微
す
」
と
い
う
語

根
の
上
に
加
わ
っ
て
、
「
微
れ
を
離
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
時
、
語
根
の
意
味
が
転
変
し
て
、
「
罪
と

訣
別
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
「
悔
改
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。

羅
三
貌
三
菩
提
を
得
令
へ
し
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⑧
佛
陀
へ
の
帰
依
（
二
六
、
四
八
’
四
九
偶
）

⑥
罪
の
告
白
（
二
七
ｌ
〔
四
八
、
四
九
〕
’
六
六
偶
）

と
な
る
が
、
こ
の
。
の
部
分
に
つ
い
て
、
少
し
く
述
べ
る
。

大
乗
集
菩
薩
学
論
の
そ
れ
が
、
所
謂
「
学
処
の
聚
集
」
で
あ
っ
て
、
種
だ
の
罪
業
の
消
滅
の
州
を
枚
挙
説
明
し
た
。
所
謂
客
観
的
智
的

な
説
述
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
、
そ
の
諭
書
の
名
題
の
示
す
如
く
、
「
菩
提
行
に
入
る
」
の
で
あ
っ
て
、
実
践
的
情
意
的
で
あ

り
、
正
し
く
の
罪
の
告
白
。
餓
悔
の
真
情
が
誌
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
入
菩
提
行
論
の
偶
は
非
常
に
美
し
い
文
章
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
従
っ

次
に
、
寂
天
の
「
入
菩
提
行
論
（
国
且
宮
‐
ｏ
胃
冨
‐
秒
ぐ
騨
薗
目
）
」
の
第
二
章
「
罪
障
隙
悔
品
」
（
冨
冨
‐
：
函
口
凹
）
」
、
直
訳
的
に
は
「
罪

の
告
白
」
に
つ
い
て
述
令
へ
る
。
こ
の
章
は
、
全
部
で
六
六
偶
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
大
略
し
て
示
す
と
、

⑧
佛
の
讃
嘆
、
三
宝
へ
の
讃
嘆
、
自
己
の
供
養
、
沐
浴
、
法
衣
、
荘
厳
、
香
、
花
、
食
事
、
灯
明
、
宝
蓋
、
宮
殿
な
ど
の
供
養
（
－
１

註
仙
堕
爾
開
座
旨
ｐ
８
男
騨
』
①
昌
尉
ｅ
ｇ
ｇ
２
国
①
且
邑
』
国
ｇ
ｏ
苔
。
。
煙
匡
］
（
三
冒
○
ゅ
白
》
陣
開
冨
埼
号
○
口
侭
、
昂
雪
‐
忌
呂
ゞ

こ
の
出
版
梵
本
の
序
説
（
冒
茸
○
号
ｏ
は
○
口
題
し
ロ
目
○
時
答
君
国
且
§
３
）
に
お
い
て
、
倣
天
に
は
１
、
学
集
諭
（
大
乗
集
菩
薩
学
論
）
、
２
、
経
集

諭
（
留
可
四
‐
困
目
ｐ
８
畠
騨
）
、
３
、
入
菩
提
行
諭
臼
且
冨
８
ｑ
い
‐
ゆ
く
脾
３
３
）
の
三
著
が
あ
り
、
１
と
３
と
の
序
偶
に
同
じ
句
が
あ
る
の
で
、
１
と

３
と
は
共
通
の
著
者
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
３
の
剣
」
急
』
］
ｇ
の
中
に
、
１
と
２
と
の
こ
と
が
側
説
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
た
こ
の
三
著

が
同
一
著
者
の
述
作
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
旨
、
述
ゞ
へ
ら
れ
て
い
る
。

②
言
．
国
．
ロ
．
園
○
ロ
ぃ
①
の
英
訳
一
五
九
頁
の
訳
語
を
便
宜
上
そ
の
幟
、
依
用
す
る
。

③
岩
波
文
庫
（
忠
謡
ｌ
紹
忠
）
「
般
若
心
経
・
金
剛
般
若
経
」
八
六
頁
。

仙
冠
導
倶
舎
論
巻
九
、
一
七
左
、
舟
橋
一
哉
教
授
の
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
、
世
間
品
」
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

二二

二二

偶
、一

五
国
（
己
三
８
コ
“
画
く
呉
習
画

く
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１

て
一
般
向
な
翻
訳
も
刊
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
い
う
処
を
み
る
と
、
罪
の
峨
悔
と
い
う
け
れ
ど
も
＄
そ
れ
は
、
個
女
の

罪
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
我
友
の
存
在
そ
の
も
の
が
罪
で
あ
る
と
い
う
告
白
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
を
峨
悔
し
、
そ
れ
の
救
済
を
求
め

る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
わ
れ
わ
れ
の
三
有
的
な
迷
い
の
存
在
一
Ｕ
ｇ
く
Ｐ
の
批
判
が
述
令
へ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

但
、
入
菩
提
行
論
は
、
第
九
章
に
お
い
て
、
般
若
の
慧
の
徳
を
説
い
て
い
て
、
第
九
章
以
前
の
各
章
は
何
れ
も
そ
の
般
若
の
慧
へ
の

胃
①
息
国
威
○
口
（
整
術
・
準
仙
）
で
あ
る
Ｐ
従
っ
て
、
先
の
第
二
章
の
凰
冨
‐
号
曾
画
凶
も
、
般
若
の
慧
が
増
上
す
る
た
め
の
田
地
を
清

め
る
と
い
う
役
目
を
な
す
の
で
あ
る
。
入
菩
提
行
論
の
第
九
章
は
、
是
の
如
く
般
若
の
慧
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
教
学
的
な
形
態
に
関

わ
る
限
り
、
般
若
の
慧
が
卒
直
に
附
顕
せ
ら
れ
て
い
な
い
諸
教
学
の
批
判
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
般

若
の
慧
を
直
裁
的
に
開
顕
す
る
役
目
を
荷
負
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
中
観
派
の
寂
天
は
、
そ
こ
に
声
聞
乗
や
大
乗
唯
識
説
や
、
ｚ
薗
菌
》

蟹
巨
台
冨
等
へ
の
教
学
批
判
を
展
開
し
て
、
中
観
論
と
し
て
の
形
態
を
能
く
表
わ
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
、
第
二
章
の
「
罪
の
告
白
・
峨
悔
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
三
有
的
な
存
在
（
冒
騨
ご
画
）
の
批
判
は
、
第
九
章

に
お
け
る
法
・
存
在
の
一
般
的
な
形
態
と
し
て
の
弓
冒
ぐ
沙
」
に
対
す
る
諸
見
の
批
判
に
お
い
て
、
そ
の
完
成
を
遂
げ
る
と
い
う
意
味
が

そ
こ
に
観
取
せ
ら
れ
得
る
。
そ
こ
に
、
峨
悔
・
罪
の
告
白
と
い
う
こ
と
の
教
学
的
な
形
態
の
形
成
が
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
先
の
大
乗

集
菩
薩
学
論
で
言
え
ば
、
四
法
の
中
の
②
対
治
行
の
中
の
「
信
解
空
性
が
罪
業
を
清
浄
な
ら
し
む
」
と
い
っ
た
、
信
解
空
性
が
教
学
的
に

論
述
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
第
九
章
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

大
乗
集
菩
薩
学
論
の
梵
文
校
訂
出
版
者
が
指
示
し
た
よ
う
に
、
寂
天
の
述
作
と
し
て
＄
大
乗
集
菩
薩
学
諭
よ
り
も
入
菩
提
行
論
の
方
が

後
に
述
作
せ
ら
れ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
に
述
べ
た
大
乗
集
菩
薩
学
諭
に
お
け
る
「
罪
障
清
浄
」
と
い
う
こ
と
も
、
要
す
る

処
は
、
入
菩
提
行
論
に
お
い
て
、
い
ま
い
う
如
き
意
味
に
結
帰
せ
し
め
て
了
解
し
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
隙
摩
屏
少
目
幽
（
く
副
色
目
十
四
）
が
、
忍
厨
凹
員
只
く
界
四
日
＋
ｇ
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
大
乗
佛
教
の
勝
義
と
し
て
の
峨
悔

の
意
味
の
完
成
が
あ
る
。
こ
の
忍
と
は
固
よ
り
、
忍
に
つ
い
て
、
安
受
苦
忍
、
耐
怨
害
忍
、
諦
察
法
忍
と
い
う
中
の
諦
察
法
忍
Ⅱ
無
生
法
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忍
（
斡
国
員
冨
甚
‐
目
日
日
四
‐
厨
圏
巳
の
忍
で
あ
る
。
こ
の
肝
四
日
四
↓
肩
自
蔵
と
い
う
過
程
の
厨
秒
目
四
は
、
先
に
い
う
が
如
く
三
有
的

な
存
在
含
冒
ぐ
四
）
の
批
判
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
人
無
我
で
あ
り
、
屏
画
昇
昌
は
、
匡
国
ぐ
四
Ⅱ
号
胃
目
幽
の
批
判
、
即
ち
法
無
我
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
人
無
我
的
な
も
の
よ
り
法
無
我
へ
の
展
開
と
い
う
形
態
に
了
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
望
月
佛
教
大
辞
典
の
示
す
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
摩
訶
止
観
第
二
の
上
に
、
随
事
分
別
隙
悔
と
観
察
実
相
峨
侮
と
の
二
つ
が
あ
る
。
即
ち
事
倣
と
理
俄
と
で
あ
っ
て
、
前
者
は
、

身
に
礼
拝
恭
敬
し
、
口
に
称
唱
讃
諭
し
↑
意
に
聖
容
を
存
想
し
て
、
三
業
に
哀
を
求
め
三
世
の
罪
業
を
隙
悔
す
る
と
い
う
か
ら
、
是
は
特

に
、
か
の
大
乗
集
菩
薩
学
論
に
種
女
列
挙
せ
ら
れ
た
よ
う
な
峨
侮
の
形
態
で
あ
り
、
入
菩
提
行
論
第
二
章
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
理
戯

と
は
、
本
性
空
寂
を
了
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
を
事
と
理
、
な
ど
と
分
け
て
し
ま
わ
ず
に
、
入
菩
提
行
論
に
見

ら
れ
る
如
く
、
肩
四
日
“
か
ら
扇
習
氏
へ
と
い
う
過
程
の
上
で
了
解
し
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

聖
提
婆
の
四
百
論
第
八
章
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
行
業
は
空
の
正
修
行
な
る
も
の
の
基
礎
づ
け
を
待
っ
て
‘
そ
れ
ら
の
行
業
の
意
味
が

成
立
せ
し
め
ら
れ
る
。
反
而
か
ら
い
え
ば
；
す
べ
て
の
行
業
は
空
の
正
修
行
の
方
便
と
な
る
。
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い

ま
も
入
菩
提
行
論
の
第
二
章
か
ら
第
九
章
へ
、
即
ち
、
肩
四
目
四
↓
屏
凹
員
］
の
過
程
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
大
乗
、

特
に
中
観
の
諸
教
学
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
す
雲
へ
て
を
般
若
の
智
見
と
い
う
点
に
お
い
て
観
察
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

註
仙
こ
の
書
の
為
の
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ラ
叢
書
９
「
さ
と
り
へ
の
道
」
金
倉
円
照
訳
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
八
年
）
参
照

、
、
、
、

さ
て
、
教
相
と
い
う
形
態
で
推
究
し
て
行
く
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
先
の
大
乗
集
菩
薩
学
論
の
身
の
清
浄
と
い
う

こ
と
を
「
身
を
捨
て
る
菩
薩
の
宿
願
の
成
就
」
と
い
う
意
味
に
表
わ
し
て
行
こ
う
と
し
た
寂
天
の
意
趣
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
隙
悔
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
、
更
に
あ
ら
た
な
教
学
史
的
展
開
の
面
が
あ
る
こ
と
を
掬
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
は
、

身
の
清
浄
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
「
峨
悔
」
と
い
う
こ
と
が
、
菩
薩
の
本
願
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
如
何
な
る
教
学
史
的

六
罪
の
繊
悔
と
普
賢
ｌ
華
厳
経
と
無
量
寿
経
Ｉ
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な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
の
手
掛
り
と
も
な
る
べ
き
も
の
は
、
先
の
入
菩
提
行
論
第
二
章
の
峨
悔
に
お
い
て
、
「
罪
の
怖
れ
に
お
の
の
い
て
、
多
く
の
菩
薩

に
救
助
を
求
め
る
こ
と
」
が
説
か
れ
た
中
の
そ
の
最
初
に
、
普
賢
菩
薩
の
名
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
に
イ
ン
ド
佛
教

思
想
史
の
上
に
お
い
て
、
こ
の
普
賢
こ
そ
は
、
峨
悔
に
関
し
て
重
要
な
役
目
を
有
す
る
菩
薩
と
し
て
、
思
想
史
の
上
に
応
現
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
詳
細
に
論
述
し
た
興
味
あ
る
研
究
は
、
故
本
田
義
英
博
士
の
法
華
経
論
で
あ
る
。

こ
の
研
究
に
よ
る
と
、
華
厳
の
一
経
は
普
贋
の
行
願
に
終
始
し
て
い
る
が
、
普
賢
の
思
想
の
最
も
顕
わ
に
出
て
い
る
入
法
界
仙
が
、
普

賢
行
願
品
と
名
づ
け
ら
れ
る
四
十
華
厳
と
な
る
に
及
ん
で
、
入
法
界
品
に
は
な
い
一
章
が
加
え
ら
れ
て
、
普
賢
の
行
願
が
最
も
具
象
化
す

る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
四
十
華
厳
に
お
け
る
普
賢
の
行
願
は
十
種
に
総
括
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
第
四
が
業
障
繊
悔
で
あ
る
。
そ
の
業
障

峨
悔
は
、
八
十
華
厳
な
ど
に
お
い
て
は
空
三
昧
、
即
ち
理
餓
悔
・
無
相
繊
悔
で
あ
っ
た
も
の
が
、
四
十
華
厳
の
そ
こ
で
は
、
佛
菩
薩
の
前

に
清
浄
三
業
を
も
っ
て
誠
心
に
隙
悔
し
、
悪
業
を
ま
た
造
ら
ず
と
い
う
よ
う
な
語
で
述
べ
ら
れ
て
、
峨
悔
が
具
象
化
し
、
普
賢
が
そ
の
俄

悔
の
権
化
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
隙
悔
の
権
化
と
し
て
の
普
賢
は
、
人
間
の
業
障
を
悉
知
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
業

障
救
済
の
可
能
不
可
能
は
、
一
に
普
賢
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
業
障
慨
侮
の
権
化
と
し
て
の
普
賢
は
、
文
化
史
上
、
四
十

華
厳
に
先
立
っ
て
そ
の
経
典
が
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
三
曼
馳
陀
羅
（
留
日
鱒
匡
冨
‐
９
画
日
四
）
菩
薩
経
や
法
華
経
の
普
賢
品
（
普
賢
菩
薩
勧

発
品
）
、
及
び
直
接
そ
の
普
賢
師
を
受
け
て
い
る
普
賢
観
経
な
ど
の
上
に
発
展
的
に
一
連
に
見
ら
れ
る
処
で
あ
る
。
そ
の
系
統
の
最
後
に

現
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
普
賢
観
経
に
お
い
て
は
、
慨
悔
の
内
容
が
余
程
多
様
に
出
て
い
る
。
そ
し
て
峨
悔
の
功
徳
と
し
て
は
、
古
い
三
曼

鼬
陀
羅
菩
薩
経
や
四
十
華
厳
で
は
極
楽
往
生
が
出
さ
れ
て
あ
り
、
法
華
経
の
普
賢
Ｍ
で
は
普
贋
の
現
其
人
前
で
あ
り
、
普
賢
観
経
で
は
普

賢
の
境
地
に
至
る
こ
と
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
、
倣
悔
滅
罪
が
こ
れ
ら
の
経
典
の
中
心
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
賢
の

行
願
に
よ
っ
て
誓
わ
れ
、
普
賢
が
そ
れ
の
支
配
者
で
あ
り
、
権
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
罪
業
の
陣
あ
る
人
間
が
普
賢
の
行
願
に
よ
っ

て
倣
悔
せ
し
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
業
障
か
ら
度
脱
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
繊
悔
を
中
心
と
し
た
最
も
宗
教
的
な
形
態
が
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さ
て
そ
う
い
う
文
殊
か
ら
普
賢
へ
と
い
う
過
程
、
慧
か
ら
悲
へ
の
過
程
こ
そ
、
実
に
大
乗
佛
教
が
開
顕
せ
ん
と
す
る
本
旨
で
あ
っ
て
、

普
賢
の
行
願
の
成
就
は
、
そ
れ
故
に
そ
の
本
旨
の
完
成
で
あ
る
。
所
謂
の
文
殊
の
現
わ
れ
る
境
地
と
は
、
能
所
心
行
の
寂
減
せ
る
空
真
如

が
了
知
せ
ら
れ
る
般
若
の
開
発
せ
ら
れ
た
見
道
で
あ
る
が
、
そ
の
般
若
空
智
が
、
般
若
空
智
の
真
義
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
般
若

空
智
の
ま
ま
に
凝
滞
せ
ず
し
て
、
般
若
空
智
が
限
り
無
き
有
執
の
世
界
を
対
象
と
し
、
有
執
の
世
界
へ
は
た
ら
き
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
般
若
空
智
が
有
の
世
界
を
対
象
と
し
て
般
若
空
智
自
ら
を
訓
練
し
修
習
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
般
若
空
智

は
愈
左
増
上
し
、
有
の
世
界
は
空
ぜ
ら
れ
、
有
執
の
概
濁
は
浄
化
せ
ら
れ
る
。
有
執
の
械
濁
が
浄
化
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
執
の

凡
夫
が
慈
悲
を
蒙
む
る
と
い
う
こ
と
で
、
般
若
空
智
が
増
上
す
る
程
、
有
執
の
凡
夫
が
慈
悲
に
浴
す
る
こ
と
愈
友
深
厚
な
る
も
の
が
あ
る
。

か
く
の
如
く
し
て
般
若
空
智
が
増
上
す
る
程
、
そ
れ
は
有
の
世
界
に
浸
透
す
る
の
で
あ
っ
て
、
般
若
空
智
の
増
上
す
る
究
極
は
有
の
世

、

界
が
全
く
般
若
空
智
化
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
無
が
有
と
の
一
味
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
智
慧
と
慈

悲
と
の
円
満
が
あ
り
、
佛
道
の
成
就
、
成
等
正
覚
が
あ
る
。
そ
れ
は
無
が
有
へ
、
そ
し
て
有
が
無
へ
、
の
入
出
往
還
が
無
碍
な
る
境
地
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
最
も
有
的
な
も
の
が
、
最
も
無
的
空
的
な
展
開
を
懐
む
の
で
あ
る
。
最
も
有
的
、
最
も
凡
夫
的
な
形
態
と
し
て
の
、

所
謂
、
称
え
易
く
保
ち
易
い
言
葉
と
し
て
の
名
号
の
成
就
が
、
そ
の
ま
ま
虚
無
之
身
、
無
極
之
体
な
る
平
等
一
加
の
証
へ
と
展
開
す
る

日
○
日
の
耳
で
あ
る
。
最
も
凡
夫
的
な
形
態
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
凡
夫
的
な
形
態
と
し
て
の
無
始
以
来
の
有
執
を
推
破
す
る
処
に
、
最

も
慈
悲
的
で
あ
り
而
も
智
慧
的
な
悲
智
円
満
の
正
覚
の
成
就
が
あ
る
。
そ
れ
は
智
慧
の
文
殊
が
慈
悲
の
普
賢
へ
と
到
り
届
い
た
境
地
で
あ

っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
普
賢
の
行
願
の
成
就
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
に
よ
っ
て
、
華
厳
経
に
お
い
て
そ
の
根
源
の
極
め
ら
れ
る
餓
悔
の
宗
教
と
し
て
の
普
賢
の
行
願
の
成
就
は
、
無
量
寿
経

に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
の
本
願
名
号
の
成
就
と
い
う
形
態
で
顕
わ
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
華
厳
経
と
無
量
寿
経
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に

を
取
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
．
智
慧
の
文
殊
か
ら
慈
悲
の
普
賢
へ
と
い
う
華
厳
経
の
入
法
界
品
に
お
い
、
て
源

1つ
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尚
、
本
田
義
英
博
士
の
法
華
経
論
に
よ
れ
ば
、
餓
悔
に
関
し
て
の
普
賢
に
つ
い
て
、
普
賢
が
わ
れ
わ
れ
の
業
障
を
悉
知
し
、
業
障
を
左
右

や
わ

す
る
上
よ
り
し
て
、
普
賢
の
意
を
和
ら
げ
れ
ば
、
業
障
消
滅
し
、
逆
え
ば
業
障
現
わ
れ
る
と
す
る
信
念
か
ら
、
普
賢
が
怖
畏
の
念
を
も
っ
て

迎
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
歴
史
上
に
表
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
慈
悲
の
普
贋
が
他
方
に
お
い
て
、
鳥
目
○
昌
○
な
普
賢
の
態
を
取
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
学
者
は
そ
う
い
う
号
目
○
日
ｃ
な
普
賢
の
起
源
を
、
シ
目
騨
う
色
‐
ぐ
の
§
の
神
話
な
ど
に
求
め
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
慈
悲
の
普
賢
が
そ
う
い
う
怖
畏
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
の
は
、
普
賢
の
慈
悲
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
智
慧

の
究
極
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
智
慧
と
は
有
執
を
推
破
す
る
力
で
あ
る
か
ら
、
有
執
の
立
場
で
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
智
慧
と

は
限
り
な
き
怖
畏
の
ひ
ら
め
き
で
あ
る
。
空
と
い
う
こ
と
が
、
有
執
に
あ
る
者
に
と
っ
て
は
〃
怖
畏
の
深
坑
″
と
し
て
怖
れ
ら
れ
て
い
る

と
説
か
れ
る
の
と
同
じ
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。
有
執
に
あ
る
者
が
、
峨
悔
を
致
し
空
三
昧
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
執
を
立
場
と
す
る

限
り
、
有
の
立
場
か
ら
つ
き
離
さ
れ
る
と
い
う
怖
畏
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
怖
畏
の
念
を
も
っ
て
迎

え
ら
れ
る
烏
冒
ｃ
巳
Ｃ
な
普
賢
こ
そ
は
、
実
は
慈
悲
の
普
賢
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
シ
昏
閏
く
餌
‐
剣
の
§
の
月
日
○
巳
ｃ
な
神
に
起
源
を
発
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
佛
性
が
歴
史
的
世
界
へ
応
現
す
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
そ
う
い
う
神
話
に
準
備
せ
ら
れ
て
、
悲
智
円
満
の
普
賢
が
歴

史
的
世
界
に
応
現
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
号
目
○
巳
ｏ
な
神
次
の
歴
史
が
、
か
く
の
如
く
し
て
、
佛
教
史
中
の
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。
凡
そ
イ
ン
ド
に
お
け
る
密
教
的
ｇ
ｏ
目
①
具
は
、
か
く
の
如
き
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
的
世
界
に
現
わ
れ
て
き
た
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
（
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日
、
大
谷
大
学
、
大
谷
教
学
研
究
所
に
て
）

聿
号
』
え
ず
夕
。

お
い
て
、
佛
性
が
歴
史
的
世
界
へ
応
現
し
た
相
で
あ
る
が
、
そ
の
華
厳
経
に
お
け
る
佛
性
の
応
現
が
、
無
量
寿
経
に
お
け
る
佛
性
の
応
現

へ
展
開
す
る
意
味
が
究
明
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
体
系
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
慨
悔
の
問
題
に
つ
い
て
の
イ
ン
ド
浄
土
教
学
の
Ⅲ
匙
で
あ
る
と

七
密
教
的
普
賢
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