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二
〇
一
八
年
度 

春
季
公
開
講
演
会
講
演
録

往
生
要
集
の
救
い
─
地
獄
・
極
楽
・
念
仏
─

大
谷
大
学
教
授　

ロ
バ
ー
ト 

F. 

ロ
ー
ズ

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ー
ズ
で
す
。
今
日
は
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
と
一
緒
に
講

演
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

早
速
講
演
の
内
容
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
次
の
四
点
に
つ
い
て
お
話
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
初
に
『
往
生
要
集
』
と
そ
の
作
者
で
あ
る
恵
心
僧
都
源
信
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
次
に
『
往
生
要
集
』
の
内

容
に
入
り
、「
往
生
要
集
の
六
道
観
」
と
「
往
生
要
集
の
極
楽
観
」
の
二
点
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
『
往
生
要
集
』

が
書
か
れ
て
一
年
経
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
二
十
五
三
昧
会
」
と
い
う
念
仏
結
社
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
終
わ
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
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『
往
生
要
集
』

　

最
初
に
『
往
生
要
集
』
は
ど
の
よ
う
な
書
物
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
浄
土
教
を
日
本
に
定
着
さ
せ
た
書
物
、

あ
る
い
は
日
本
に
浄
土
教
を
本
当
の
意
味
で
根
づ
か
せ
た
書
物
と
言
っ
て
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
『
往
生
要
集
』
の
作
者
は
、
恵
心
僧
都
源
信
と
い
う
方
で
す
。
九
四
二
年
に
生
ま
れ
、
一
〇
一
七
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
で
す
が
、
こ

の
年
代
を
見
て
お
気
づ
き
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
昨
年
の
二
〇
一
七
年
が
源
信
の
没
後
一
〇
〇
〇
年
に
当
た
る
年
で
し

た
。
そ
し
て
今
年
が
没
後
一
〇
〇
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
『
往
生
要
集
』
の
奥
書
を
見
ま
す
と
、
こ
の
書
物
は
寛
和
元
（
九
八
五
）
年
の
四
月
に
完
成
さ
れ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
す
ぐ
後
に
永
観
二
（
九
八
四
）
年
十
一
月
に
筆
を
起
こ
し
て
書
き
始
め
た
と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
源
信
は
わ
ず
か
六
ヶ

月
で
、
こ
の
書
物
を
書
き
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
往
生
要
集
』
は
か
な
り
長
い
書
物
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
一
六

〇
ほ
ど
の
経
典
論
書
か
ら
一
〇
〇
〇
近
く
の
文
書
が
引
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
膨
大
か
つ
緻
密
で
、
組
織
立
て
て

書
か
れ
た
書
物
が
、
は
た
し
て
六
ヶ
月
で
書
け
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
呈
し
た
先
生
方
も
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
書
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
『
往
生
要
集
』
の
写
真
（
図
１
）
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
本
学
が
所
蔵
し
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
版
本
で
す
。

　

次
に
、
源
信
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
伝
記
に
よ
り
ま
す
と
、
大
和
国
葛
城
下
郡
当
麻
郷
に
生
ま
れ
た

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
奈
良
盆
地
の
南
西
の
角
、
当
麻
曼
荼
羅
で
有
名
な
当
麻
寺
の
そ
ば
で
す
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

さ
ら
に
伝
記
に
は
、
源
信
の
父
親
は
「
道
心
な
き
と
い
え
ど
も
、
性
は
甚
だ
質
直
な
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り

宗
教
に
関
心
は
な
い
け
れ
ど
も
、
性
格
は
非
常
に
実
直
な
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
源
信
の
母
親
は
「
こ
れ
善
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女
な
り
、
大
道
心
あ
り
て
、
出
家
入
道
し
て
西
方
の
業
を
修
せ
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
母
親
は
熱
心
な
仏
教
者
で
、
つ

い
に
出
家
し
て
尼
僧
と
な
っ
て
「
西
方
の
業
」
を
修
業
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
西
方
の
業
」
と
は
、
西
方
に
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

に
往
生
す
る
た
め
の
念
仏
の
修
業
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
二
人
の
間
に
は
一
男
四
女
が
い
ま
し
た
。
男
の
子
は
当
然
、
源
信
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
姉
妹
が
四
人
お
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
の
う
ち
の
二
人
は
、
母
親
の
影
響
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
出
家
し
て
尼
僧
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
尼
僧
に
な
っ
た
二
人
は
、

『
往
生
要
集
』
よ
り
も
少
し
後
に
書
か
れ
た
『
往
生
伝
』
の
中
に
、
短
い
伝
記
が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
周
り
の
人
た
ち
か
ら
注
目

さ
れ
て
い
た
念
仏
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
妹
の
願
証
は
安
養
尼
と
も
よ
ば
れ
、「
才
学
道
心
、
と
も
に
そ
の
兄

に
こ
え
た
り
」
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
兄
の
源
信
よ
り
も
、
学
才
（
学
問
）、
そ
し
て
道
心
（
宗
教
心
）
と
も
に
は
る
か
に
優
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
当
時
の
女
性
は
、

才
能
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
発
揮
す
る
機
会
が
あ

ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
す
の
で
、
願
証
が
今
生

き
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
す
ご
い
人
に
な
っ
た
の

か
と
思
い
を
巡
ら
す
と
、
も
っ
た
い
な
い
と
思

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二—

一
〇
一
七
）

　

次
に
、
源
信
に
つ
い
て
で
す
が
、
彼
は
九
五

六
年
ご
ろ
に
比
叡
山
に
登
っ
て
天
台
宗
の
僧
侶

図１
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に
な
り
ま
し
た
。
若
い
と
き
は
順
調
に
学
問
を
修
め
て
、
将
来
必
ず
天
台
宗
を
支
え
て
い
く
人
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の

学
僧
に
成
長
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
九
八
〇
年
ご
ろ
に
急
に
比
叡
山
の
北
端
の
横
川
に
隠
遁
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
天
台
宗
の
公

の
行
事
に
は
出
ず
に
、
横
川
の
地
に
こ
も
っ
て
修
行
と
勉
強
に
専
念
す
る
生
活
を
過
ご
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
源
信
自
身
は
何
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
母
親
の
影
響
が
大
き
か
っ

た
と
い
う
説
話
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
お
話
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
あ
る
と
き
源
信
は
宮
中
に
よ
ば
れ
て
、

宮
中
の
法
会
に
参
加
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
法
会
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、
褒
美
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
素
晴
ら
し
い
も
の
を
も
ら
い
ま
す
。

そ
の
も
ら
っ
た
も
の
の
中
か
ら
一
番
素
晴
ら
し
い
も
の
を
選
ん
で
お
母
さ
ん
に
送
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
お
母
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
よ
う

と
思
っ
て
し
た
こ
と
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
に
お
母
さ
ん
か
ら
手
紙
が
き
て
、
褒
め
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
怒
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

お
母
さ
ん
曰
く
、「
あ
な
た
が
送
っ
て
く
れ
た
も
の
、
本
当
に
あ
り
が
た
く
受
け
取
り
ま
し
た
。
し
か
し
私
が
あ
な
た
を
仏
門
に
入
れ

た
の
は
、
宮
中
に
出
仕
し
て
、
天
皇
や
お
公
家
さ
ん
と
関
わ
り
を
持
っ
て
、
世
間
的
な
名
誉
を
得
て
も
ら
う
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
教
を
き
ち
ん
と
勉
強
し
て
も
ら
い
た
い
か
ら
、
僧
侶
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。」
そ
の
よ
う
な
手
紙
を
受
け
取
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
源
信
は
横
川
に
隠
遁
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
有
名
な
話
で
、『
今
昔
物
語
』
な
ど
に

見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
話
は
源
信
が
亡
く
な
っ
て
、
間
も
な
く
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
伝
記
に
も
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
な
が

ち
後
の
時
代
の
作
り
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
お
母
さ
ん
の
言
葉
が
横
川
隠
遁
の
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
こ
の
当
時
の
比
叡
山
は
ち
ょ
う
ど
非
常
に
激
し
い
派
閥
争
い
が
始
ま
る
時
期
だ

っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
後
一
三
年
経
っ
た
九
九
三
年
に
な
る
と
、
僧
兵
の
間
で
の
武
力
衝
突
が
起
こ
っ
て
、
天
台
宗
が
二
つ
に
割
れ
て
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し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
九
八
〇
年
ご
ろ
に
は
も
う
そ
の
よ
う
な
派
閥
争
い
が
激
化
し
て
く
る
兆
候
が
見
え
て
き
て
、

源
信
は
そ
う
い
う
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
母
親
の
言
葉
が
直
接
の
原
因
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
や
は
り
そ
の
当
時
の
比
叡
山
の
状
況
が
源
信
の
横
川
隠
遁
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
横
川
隠
遁
の
五
年
後
の
九
八
五
年
に
『
往
生
要
集
』
を
完
成
し
ま
す
。
横
川
に
隠
遁
し
た
後
、
源
信
は
浄
土
教
に
大
き
な

関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
本
格
的
に
浄
土
教
の
研
究
を
始
め
、
五
年
か
け
て
勉
強
し
た
成
果
を
九
八
五
年
に
『
往
生
要
集
』
と
し
て

ま
と
め
ま
し
た
。
先
ほ
ど
『
往
生
要
集
』
は
六
ヶ
月
で
書
か
れ
た
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
た
ぶ
ん
源
信
は
こ
の
九
八
〇
年
ご
ろ
か

ら
浄
土
教
に
つ
い
て
の
研
究
に
没
頭
し
て
、
少
し
ず
つ
『
往
生
要
集
』
の
構
想
を
練
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
最
終
的
に
筆
を
執

っ
て
書
い
た
の
は
六
ヶ
月
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
六
ヶ
月
の
裏
に
は
五
年
間
と
い
う
長
い
間
の
浄
土
教
に
対
す
る
思
索
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

源
信
以
前
の
浄
土
教

　
『
往
生
要
集
』
に
入
る
前
に
源
信
以
前
の
浄
土
教
に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
浄
土
教
が
日
本
に
入
っ
て

き
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
と
、
あ
ま
り
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
文
献
上
最
初
に
出
て
く
る
、
浄
土
教
に
関
し
て
信
頼
で
き
る
最

初
の
記
述
が
『
日
本
書
紀
』
の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
六
四
〇
年
に
慧
隠
と
い
う
僧
侶
が
宮
中
に
招
か
れ
て
『
無
量
寿
経
』

に
つ
い
て
講
義
を
し
た
と
い
う
記
録
で
す
。

　

こ
の
慧
隠
と
い
う
方
も
非
常
に
面
白
い
僧
侶
で
あ
り
ま
す
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
人
物
で
す
。
彼
は
二
十
年
間
ほ
ど
中
国
に
留
学
し

て
、
そ
の
当
時
の
最
新
の
仏
教
を
勉
強
し
、
宮
中
で
の
講
義
の
一
年
前
に
帰
国
し
た
ば
か
り
の
僧
侶
だ
っ
た
の
で
す
。
宮
中
で
は
、
長

い
間
中
国
で
勉
強
し
た
僧
侶
が
日
本
に
帰
っ
て
き
た
の
で
、
招
聘
し
て
講
義
を
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
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す
。
そ
の
と
き
に
慧
隠
が
浄
土
教
の
根
本
経
典
の
一
つ
で
あ
る
『
無
量
寿
経
』
の
講
義
を
行
っ
た
。
こ
の
『
無
量
寿
経
』
を
選
ん
だ
と

い
う
こ
と
が
非
常
に
面
白
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
飛
鳥
時
代
に
は
浄
土
教
は
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
飛
鳥
時
代
・
奈
良
時

代
・
平
安
時
代
の
初
期
を
通
し
て
、
浄
土
教
に
つ
い
て
の
学
問
研
究
は
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
人
々
の
信
仰
と
し
て
は
弘
ま
っ
て

い
か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
浄
土
教
は
九
〇
〇
年
代
の
前
半
に
急
速
に
弘
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
大
き
な
き
っ
か
け
を
与
え
た

の
が
空
也
上
人
（
九
〇
三—
九
七
二
）
で
す
。
若
い
と
き
、
空
也
は
日
本
全
国
を
回
っ
て
修
業
し
た
り
、
あ
る
い
は
井
戸
を
掘
る
な
ど
の

慈
善
活
動
に
従
事
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
九
三
八
年
に
京
都
に
入
り
浄
土
教
を
弘
め
る
活
動
を
始
め
ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の

人
々
が
空
也
の
念
仏
に
感
銘
を
受
け
て
、
浄
土
教
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
空
也
の
伝
記
を
読
み
ま
す
と
、
空
也
が
来
る
前

は
都
で
は
誰
も
念
仏
を
称
え
て
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
空
也
が
来
て
か
ら
皆
念
仏
を
称
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
い
さ
さ
か
誇
張
し
た
表
現
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
空
也
の
次
の
世
代
に
源
信
が
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
空
也
上
人
は
非
常
に
優
れ
た
布
教
者
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
学
者

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
文
章
は
何
も
残
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
念
仏
の
教
え
を
弘
め
る
こ
と
は
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
明
確
な
形
で
思
想
的
に
跡
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
源
信
の
『
往
生
要
集
』
は
非
常

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

源
信
は
非
常
に
優
れ
た
学
者
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
『
往
生
要
集
』
の
中
で
浄
土
教
の
教
理
的
ベ
ー
ス
を
構
築
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
が
で
き
た
時
点
で
、
念
仏
の
教
え
が
人
々
の
間
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
て
い

ま
す
。
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『
往
生
要
集
』
の
組
織

　

次
に
『
往
生
要
集
』
の
内
容
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
往
生
要
集
』
は
比
較
的
長
い
書
物
で
す
。
そ
れ
は
三
巻
よ
り
な
り
ま
す
が
、『
往
生
要
集
』
の
一
巻
は
わ
り
と
長
く
て
、
テ
キ
ス
ト

に
よ
っ
て
は
三
巻
各
巻
を
さ
ら
に
本
・
末
に
分
け
て
、
全
部
で
六
巻
に
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
、
比
較
的
長
い
書
物

で
す
。

　

そ
し
て
、
全
体
が
十
文
（
つ
ま
り
十
章
）
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
次
の
通
り
で
す
。

大
文
第
一
「
厭
離
穢
土
」

大
文
第
二
「
欣
求
浄
土
」

大
文
第
三
「
極
楽
証
拠
」

大
文
第
四
「
正
修
念
仏
」

大
文
第
五
「
助
念
方
法
」

大
文
第
六
「
別
時
念
仏
」

大
文
第
七
「
念
仏
利
益
」

大
文
第
八
「
念
仏
証
拠
」

大
文
第
九
「
往
生
諸
行
」

大
文
第
十
「
問
答
料
簡
」

　

今
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
つ
い
て
お
話
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
注
目
し
て
も
ら
い
た
い
の
が
第
一
と
第
二
と
第
四
な
の
で
す
。

　

大
文
第
一
の
「
厭
離
穢
土
」
で
は
、
六
道
の
苦
し
み
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
六
道
と
は
、
一
言
で
い
う
と
迷
い
の
世
界
で
、
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イ
ン
ド
の
神
話
的
な
表
現
を
使
い
ま
す
と
輪
廻
転
生
の
世
界
で
す
。
こ
の
六
道
の
世
界
は
、
源
信
に
よ
り
ま
す
と
、
ど
こ
に
い
て
も
本

当
に
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
で
す
。
本
当
に
安
心
し
て
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ど
こ
に
も
な
い
の
が
こ
の
六
道
の
世
界
で

す
。
つ
ま
り
源
信
は
、
六
道
を
「
苦
に
満
ち
た
世
界
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
を
受
け
て
、
で
は
、
苦
し
み
の
な
い
世
界
は
あ
る
の
か
、
本
当
の
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
が
あ
る
の
か
と
い
う
問

題
提
起
を
し
ま
し
て
、
源
信
は
そ
れ
に
対
し
て
「
実
は
あ
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
仏
の
浄

土
で
す
。
こ
れ
が
第
二
章
に
あ
た
り
ま
す
大
文
第
二
の
「
欣
求
浄
土
」
の
内
容
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
章
で
は
、
源
信
は
浄
土
の
素

晴
ら
し
さ
を
「
十
楽
」
と
い
う
形
で
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
源
信
は
、
私
た
ち
の
迷
い
の
世
界
は
苦
に
満
ち
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
本
当
の
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
で

あ
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
論
じ
た
上
で
、
本
当
の
安
ら
ぎ
を
得
る
世
界
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
し
か
な
い
と
力
説

し
て
、
次
に
大
文
第
四
の
「
正
修
念
仏
」
で
、
苦
し
み
の
世
界
か
ら
厭
離
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に
は
、
念
仏
を
行
え
ば
よ
い
の

だ
と
詳
し
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
三
つ
の
章
が
、
私
が
考
え
る
に
は
『
往
生
要
集
』
の
最
も
中
心
的
な
部
分
で
す
。「
苦
し
み
の
世
界
」
を
描
写
し
た
上
で
、「
苦

し
み
の
な
い
世
界
」
を
指
し
示
し
て
、
そ
こ
に
行
く
道
を
示
し
て
い
る
。
ホ
ッ
プ
・
ス
テ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ン
プ
み
た
い
な
感
じ
で
話
を
展

開
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
大
文
第
六
の
「
別
時
念
仏
」
の
と
こ
ろ
に
は
「
臨
終
行
儀
」
と
い
っ
て
、
臨
終
の
と
き
に
念
仏
す
れ
ば
往
生
で
き
る
と
い
う
こ

と
も
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
章
も
重
要
で
興
味
深
い
章
で
す
が
、
今
日
は
時
間
の
関
係
上
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
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六
道
の
苦

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
大
文
第
一
の
「
厭
離
穢
土
」
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
厭
離
穢
土
」
の
主
題
は
、

六
道
の
世
界
が
苦
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
六
道
と
は
、
迷
い
の
世
界
に
い
る
衆
生
の
六
つ
の

形
態
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
─
私
た
ち
の
迷
い
の
世
界
は
、
こ
の

六
つ
の
世
界
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
私
た
ち
は
今
は
人
間
で
す
け
れ
ど
も
、
死
ん
だ
ら
、
も
し
か
し
た
ら
地
獄
に
生
ま
れ
変
わ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
餓
鬼
と
し
て
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
畜
生
と
し
て
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た

ち
は
大
き
な
輪
廻
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
章
で
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
源
信
は
、
こ
の
『
往
生
要
集
』
の
最

初
の
と
こ
ろ
で
六
道
の
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
か
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。

八
大
地
獄

　

で
は
、
六
道
の
最
初
に
出
て
く
る
地
獄
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。『
往
生
要
集
』
の
六
道
の
中
で
も
、
こ
の
地
獄
が
最
も
多
く
の
ペ

ー
ジ
を
つ
い
や
し
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
源
信
は
八
つ
の
地
獄
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
八
大
地

獄
」
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
等
活
地
獄
、
黒
縄
地
獄
、
衆
合
地
獄
、
叫
喚
地
獄
、
大
叫
喚
地
獄
、
焦
熱
地
獄
、
大
焦
熱
地
獄
、
そ
し

て
阿
鼻
地
獄
（
あ
る
い
は
無
間
地
獄
）
の
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
阿
鼻
地
獄
に
つ
い
て
、
一
言
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
地
獄
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
名
前
がavīci

（
ア
ヴ
ィ
ー
チ
）
で
す

の
で
、
そ
れ
を
漢
字
の
音
で
表
現
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
阿
鼻
地
獄
は
ど
の
よ
う
な
地
獄
か
と
い
う
と
、
苦
し
み
を
絶
え
間
な
く
受
け

る
地
獄
で
す
の
で
、
こ
の
地
獄
を
「
無
間
地
獄
」
と
も
い
う
わ
け
で
す
。

　

八
つ
の
地
獄
は
こ
の
地
表
の
下
深
く
に
一
つ
ず
つ
縦
に
並
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち
の
世
界
に
一
番
近
い
と
こ
ろ
が
等
活
地
獄
、
そ
の
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下
に
黒
縄
地
獄
、
そ
の
下
に
衆
合
地
獄
と
い
う
形
で
阿
鼻
地
獄
ま
で
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
の
地
獄
に
共
通
す
る
特
徴
が

「
炎
」
で
す
。
ど
の
地
獄
に
行
っ
て
も
炎
に
満
た
さ
れ
て
い
て
、
焼
け
爛
れ
て
し
ま
う
場
所
と
し
て
、
こ
の
「
八
大
地
獄
」
は
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
八
寒
地
獄
」
も
あ
り
ま
す
。「
八
大
地
獄
」
が
炎
の
地
獄
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
八
寒
地
獄
は
寒
さ
の
地
獄
と
言
っ
て
い
い
と
思
い

ま
す
。
非
常
に
寒
い
と
こ
ろ
で
、
寒
さ
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
る
世
界
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
八
寒
地
獄
と
い
う
の
は
あ
ま
り
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
で
は
な
く
、
経
典
な
ど
に
も
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
。
源
信
も
『
往
生
要
集
』
の
中
で
一
応
八
寒
地
獄
の
名
前
を
列
挙
し
て
い
ま

す
が
、
詳
し
い
こ
と
は
省
い
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
地
獄
の
苦
し
み
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
個
人
的
に
は
最
初
の
等
活
地
獄
が
最
も
恐
ろ
し
い
地
獄
で
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
堕
ち
る
衆
生
は
手
に
鉄
の
爪
が
生
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
互
い
に
憎
し
み
合
っ
て
い
る
の
で
、
お
互
い
顔

を
合
わ
せ
る
と
、「
猟
師
が
鹿
を
見
つ
け
た
」
と
き
と
同
様
な
感
情
を
抱
い
て
、
相
手
を
殺
し
て
捕
獲
し
て
や
ろ
う
と
い
う
心
が
起
こ

っ
て
く
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
「
互
い
に
摑
み
割
き
、
血
肉
が
尽
き
、
残
骨
の
み
」
に
な
っ
て
し
ま
う
ま
で
、
互
い
に
鉄
の
爪
を

使
っ
て
取
っ
組
み
合
い
、
肉
が
す
べ
て
落
ち
て
骨
だ
け
に
な
り
、
死
ぬ
ま
で
戦
い
続
け
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
に
以
前
の
よ
う
に
蘇
り
、

元
の
姿
に
な
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
と
い
う
地
獄
で
す
。
現
代
社
会
そ
の
も
の
の
よ
う
な
非
常
に
悲
し
い
地
獄
で
す
。

　

そ
の
下
に
黒
縄
地
獄
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
熱
い
鉄
の
縄
で
衆
生
の
身
体
に
線
を
つ
け
て
、
そ
れ
に
沿
っ
て
斧
や
の
こ
ぎ
り
や
刀

で
切
る
の
で
す
。
大
工
が
木
材
を
切
る
と
き
に
墨
の
付
い
た
縄
で
線
を
つ
け
、
そ
れ
に
沿
っ
て
木
材
を
切
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
叫
喚
地
獄
で
は
、
衆
生
を
熱
し
た
鍋
に
置
い
て
あ
ぶ
り
、
熱
い
釡
に
入
れ
て
煮
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
叫
喚
地
獄
の
絵
（
図
２
）
が
あ
り
ま
す
。
左
側
が
煮
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
右
側
が
串
刺
し
に
さ
れ
て
焼
か
れ
て
い
る
場
面
で
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す
。
こ
の
絵
は
「
仮
名
書
き
絵
入
り
往
生
要
集
」
と
い
っ
て
、
江

戸
時
代
の
木
版
で
刷
っ
た
版
本
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
、『
往
生
要
集
』
は
か
な
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
っ

た
ら
し
く
、
特
に
第
一
章
の
六
道
の
場
面
と
第
二
章
の
極
楽
往
生

の
場
面
を
『
往
生
要
集
』
か
ら
抜
き
出
し
て
、
も
と
も
と
の
漢
文

を
仮
名
に
換
え
、
イ
ラ
ス
ト
を
入
れ
て
販
売
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

か
な
り
人
気
だ
っ
た
よ
う
で
、
版
も
何
回
も
重
ね
ら
れ
ま
す
し
、

新
し
い
イ
ラ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
た
り
も
し
ま
し
た
。
大
谷
大
学
図

書
館
に
も
数
種
類
の
「
仮
名
書
き
絵
入
り
往
生
要
集
」
が
あ
り
ま

す
。
江
戸
時
代
で
は
、
こ
う
い
う
も
の
が
読
み
物
と
し
て
販
売
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
地
獄
の
衆
生
は
何
故
こ
れ
だ
け
の
苦
し
み
を
受
け
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
単
に
苦
し
み
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
て
、
そ
の
裏
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
、「
因
果
応
報
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

良
い
こ
と
を
す
れ
ば
良
い
（
好
ま
し
い
）
結
果
を
得
る
し
、
悪
い

図２
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こ
と
を
す
れ
ば
悪
い
結
果
（
好
ま
し
く
な
い
結
果
）
を
得
る
と
い
う
教
え
で
す
。『
往
生
要
集
』
で
も
、
地
獄
に
堕
ち
た
人
々
が
、
な
ぜ

グ
ロ
テ
ス
ク
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
苦
し
み
を
受
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
獄
で
の
苦
し
み
は
、
因

果
応
報
の
道
理
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
獄
の
衆
生
が
生
前
の
行
為
の
結
果
と
し
て
得
る
報
い
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
『
往
生
要
集
』
の
中
で
は
八
つ
の
地
獄
が
描
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
四
つ
の
地
獄
の
描
写
の
中
で
は
、
獄
卒
（
地
獄

の
番
人
）
と
そ
の
地
獄
に
堕
ち
た
衆
生
の
間
の
対
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
地
獄
に
堕
ち
た
衆
生
が
「
ど
う
し
て
私
に
こ
ん
な
苦
し

み
を
与
え
る
の
で
す
か
。
私
を
苦
し
め
る
の
を
や
め
て
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
獄
卒
に
訴
え
ま
す
。
獄
卒
は
そ
れ
に
対
し
て
、「
そ
れ
は

あ
な
た
の
責
任
で
す
。
あ
な
た
が
前
世
で
悪
い
こ
と
を
し
た
か
ら
、
今
こ
う
い
う
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
の
で
す
」
と
諭
す
の
で
す
。

　

地
獄
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
道
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
源
信
は
何
回
も
『
往
生
要
集
』
の
中
で
お
さ
え
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

地
獄
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
し
て
、
餓
鬼
の
世
界
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が
餓
鬼
の
描
写
（
図
３
）
で
す
。
皆
さ
ん
は

餓
鬼
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
か
。
私
は
長
い
間
、
餓
鬼
と
い
え
ば
、
平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
『
餓
鬼
草
紙
』
に

出
て
く
る
、
お
な
か
が
大
き
く
て
、
口
が
小
さ
く
て
、
何
も
食
べ
ら
れ
ず
に
飢
え
て
い
る
存
在
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
実
は
仏

典
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
餓
鬼
が
い
る
の
で
す
。
源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
中
で
十
一
種
類
の
餓
鬼
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
す
べ
て
に
共
通
す
る
点
は
、
い
ろ
い
ろ
な
生
理
的
な
欲
望
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
絵
で
は
、
左
側
に
い
る
二
人
と
、
下
で
水
を
飲
も
う
と
し
て
い
る
の
が
餓
鬼
で
す
。
普
通
の
人
間
み
た
い
に
見
え
ま
す
け
れ
ど

も
、
こ
こ
で
は
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ポ
イ
ン
ト
は
二
人
の
餓
鬼
の
前
に
あ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
ご
飯
が
盛
っ
て
あ

る
椀
で
す
。
餓
鬼
の
苦
し
み
と
い
う
の
は
、
食
べ
物
が
目
の
前
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
火
が
噴
い
て
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食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い

は
餓
鬼
が
ご
飯
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
鬼
が
や
っ
て
き
て
、

食
べ
さ
せ
な
い
よ
う
に
妨
害
す
る
わ
け
で
す
。
下
の
方
に
は

水
を
飲
も
う
と
し
て
い
る
餓
鬼
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
水
か

ら
火
が
噴
き
だ
し
て
飲
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
生
理
的
な
欲
求
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
満

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
苦
し
み
の
世
界
が
餓
鬼
の
世

界
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

餓
鬼
の
次
は
、
畜
生
（
図
４
）
で
す
。
動
物
の
世
界
で
す
。

こ
の
挿
絵
は
お
も
し
ろ
い
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
動
物
が
い
ま

す
。
源
信
は
基
本
的
に
動
物
と
い
う
も
の
は
、
お
互
い
に
危

害
を
与
え
、
あ
る
い
は
人
間
に
よ
っ
て
こ
き
使
わ
れ
る
も
の

だ
と
定
義
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
こ
の
絵
を
見
ま
す
と
、
そ
れ
以
外
に
動
物
の
世
界

の
苦
し
み
の
根
源
と
い
い
ま
す
か
、
道
理
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
何
な
の
で
し
ょ

う
か
。
一
言
で
い
う
と
、
弱
肉
強
食
の
世
界
と
言
っ
て
い
い

か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
右
上
で
は
カ
ラ
ス
が
ミ
ミ
ズ
を

図３
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食
べ
て
い
ま
す
。
右
下
で
は
ネ
コ
が
ネ
ズ
ミ
を
食
べ
て
い
ま
す
。

中
央
で
は
、
人
間
に
よ
っ
て
牛
や
馬
が
こ
き
使
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
一
番
下
に
は
竜
で
す
。
海
の
中
に
い
る
竜
が
あ
が
っ
て
き
て
、

何
か
の
動
物
を
食
べ
て
い
る
の
で
す
。
お
互
い
を
害
し
合
う
、
危

害
を
加
え
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
世
界
と
い
う
の
が
『
往
生
要

集
』
の
中
の
畜
生
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
は
阿
修
羅
の
世
界
（
図
５
）
で
す
。
こ
れ
も
江
戸
時
代
の
版

本
で
す
か
ら
、
阿
修
羅
は
侍
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
本
来
、

阿
修
羅
は
海
の
底
や
山
の
あ
い
だ
に
住
ん
で
い
る
畜
生
（
動
物
）

の
一
種
で
、
戦
い
を
好
む
存
在
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
阿
修

羅
を
侍
に
置
き
換
え
て
絵
に
し
て
い
ま
す
。

源
信
の
人
道
観

　

阿
修
羅
の
次
に
出
て
く
る
の
は
人
間
の
世
界
で
す
。
源
信
は
人

間
を
三
つ
の
視
点
か
ら
お
さ
え
ま
す
。
そ
れ
は
不
浄
・
苦
・
無
常

と
い
う
三
点
で
す
。『
往
生
要
集
』
の
六
道
の
説
明
の
中
、
人
間

の
説
明
は
地
獄
の
説
明
に
次
い
で
長
い
も
の
で
す
。

　

ま
ず
は
「
不
浄
」
に
つ
い
て
で
す
。
源
信
は
私
た
ち
の
体
の
中

図４
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に
は
無
数
の
ム
シ
や
ウ
ジ
が
い
て
、
体
は
本
当
に
不
浄
な
も

の
な
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
源
信
は
経
典
を
引
用
し
て

「
人
間
は
、
ど
ん
な
に
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た
と
し
て
も

一
晩
経
て
ば
そ
れ
が
糞
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
極
端
な
表
現
で
す
け
れ
ど
も
、「
人
間
と
い
う
の
は
、

美
し
い
花
瓶
の
中
に
糞
が
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
」

と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
死
ん
だ
後
は
体
が
ど
ん
ど
ん
と
腐
敗

し
て
い
っ
て
、
最
後
に
は
骨
に
な
っ
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と

も
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
二
つ
目
が
「
苦
（
苦
し
み
）」
で
す
。
源
信
は
、
人

間
の
直
面
す
る
苦
し
み
を
「
内
苦
」（
内
な
る
苦
）
と
「
外
苦
」

（
外
か
ら
く
る
苦
）
に
分
け
ま
す
。「
内
苦
」
と
し
て
、
人
間
は

さ
ま
ざ
ま
な
病
気
で
苦
し
む
こ
と
な
ど
が
、
そ
し
て
「
外

苦
」
と
し
て
は
、
投
獄
さ
れ
た
り
、
飢
饉
に
遭
っ
て
飢
え
に

苦
し
む
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
苦

し
み
に
侵
さ
れ
て
い
る
の
が
人
間
な
の
だ
と
源
信
は
述
べ
て

い
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
に
「
無
常
」
で
す
。
そ
れ
を
最
も
よ
く
表
現

図５



（ローズ）　82

す
る
言
葉
と
し
て
、『
往
生
要
集
』
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い

る
『
涅
槃
経
』
の
言
葉
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
の
命
の
停
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
山
の
水
よ
り
も
過
ぎ
た

り
。
今
日
存
す
れ
と
い
え
ど
も
、
明
く
れ
ば
ま
た
保
ち

難
し
。
い
か
ん
ぞ
心
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
悪
法
に

住
せ
し
め
ん
。

人
間
の
命
と
い
う
の
は
、
山
の
上
か
ら
滝
の
水
が
流
れ
て
く

る
よ
り
も
早
く
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
。
今
日
生
き
て
い
る
か

ら
と
い
っ
て
、
明
日
生
き
て
い
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も

な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
好
き
勝
手
な
こ
と
を
し
て
、

仏
道
を
求
め
な
い
で
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
早
く
仏
道
に
目
覚
め
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

こ
の
人
間
の
世
界
（
図
６
）
に
つ
い
て
も
挿
絵
が
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
先
ほ

ど
の
「
不
浄
」
の
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
死
ん
で
か
ら
体
が
腐

敗
し
て
い
く
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ

が
そ
れ
で
す
。
人
間
が
死
ん
で
鳥
に
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

図６
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最
終
的
に
は
骨
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た

骨
を
オ
オ
カ
ミ
や
キ
ツ
ネ
が
ど
こ
か
に
持
ち
去
っ
て
い
ま
す
。

結
局
、
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
消
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
が

人
間
の
究
極
の
姿
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
源
信
は
語
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

六
道
の
最
後
は
天
人
の
世
界
（
図
７
）
で
す
。
天
の
世
界

は
、
私
た
ち
の
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
世
界
で
す

け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
れ
も
迷
い
の
世
界
の
一
部
な
の
で
す
。

輪
廻
転
生
の
一
部
で
す
。
で
す
か
ら
天
人
も
い
つ
か
は
死
な

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。『
往
生
要
集
』
に
よ
り
ま
す
と
、

天
人
の
命
が
終
わ
る
と
き
、
身
体
に
は
五
衰
の
相
が
現
れ
、

地
獄
の
苦
し
み
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
苦
し
み
を
感
じ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
六
道
の
世
界
は
す
べ
て
最
終
的
に
は
苦
し

み
に
満
ち
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
苦
し
み
の
な
い
と
こ
ろ
は

な
い
、
六
道
の
中
に
留
ま
る
限
り
、
本
当
の
安
ら
ぎ
を
得
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
、
源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
中
で
お
さ

え
て
い
る
の
で
す
。

図７
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『
往
生
要
集
』
の
極
楽
観

　

で
は
、
本
当
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
世
界
は
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
あ
る
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
な
の
だ
と

源
信
は
言
い
ま
す
。
そ
の
浄
土
の
説
明
を
す
る
の
が
第
二
章
に
あ
た
る
「
欣
求
浄
土
」
で
す
。
こ
こ
で
は
、
浄
土
の
素
晴
ら
し
い
点
を

「
十
楽
」
と
し
て
列
挙
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
十
楽
の
名
前
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
と
、
次

の
通
り
で
す
。

第
一
「
聖
衆
来
迎
の
楽
」

第
二
「
蓮
華
初
開
の
楽
」

第
三
「
身
相
神
通
の
楽
」

第
四
「
五
妙
境
界
の
楽
」

第
五
「
快
楽
無
退
の
楽
」

第
六
「
引
接
結
縁
の
楽
」

第
七
「
聖
衆
俱
会
の
楽
」

第
八
「
見
仏
聞
法
の
楽
」

第
九
「
随
心
供
仏
の
楽
」

第
十
「
増
進
仏
道
の
楽
」

こ
れ
ら
を
一
つ
ず
つ
見
て
い
く
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
二
、
三
の
点
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
絵
が
「
聖
衆
来
迎
の
楽
」（
図
８
）
で
す
。
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
来
迎
図
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
浄
土
の
最
初
の

素
晴
ら
し
い
点
と
い
う
も
の
は
、
臨
終
を
迎
え
た
人
に
は
阿
弥
陀
仏
が
直
々
に
お
迎
え
に
来
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
仏
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が
多
く
の
菩
薩
を
引
き
連
れ
て
迎
え
に
来
る
こ
と
が
、
最
初

の
楽
で
す
。

　

次
に
第
四
「
五
妙
境
界
の
楽
」
で
は
、
浄
土
は
何
で
も
が

素
晴
ら
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
五
妙
の
境
界
」

と
は
五
つ
の
感
覚
器
官
の
対
象
と
い
う
意
味
で
す
。
五
つ
の

感
覚
器
官
と
は
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
の
こ
と
で
す
。
浄

土
で
は
、
眼
に
見
え
る
も
の
す
べ
て
が
素
晴
ら
し
い
。
耳
で

聞
こ
え
る
音
も
全
部
素
晴
ら
し
い
、
鼻
で
嗅
ぐ
香
り
も
悪
臭

は
な
く
素
晴
ら
し
い
。
ま
た
舌
で
味
わ
う
も
の
、
手
で
触
る

も
の
も
全
部
が
素
晴
ら
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

源
信
は
、
ま
ず
は
浄
土
は
と
に
か
く
素
晴
ら
し
く
、
私
た

ち
を
感
覚
的
に
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
。
こ
れ
は
大
切
な
ポ
イ
ン
ト

だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
浄
土
は
、
単
に
感
覚
的
に
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
だ

け
で
は
な
い
の
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
源
信
は
、
浄
土

に
は
多
く
の
優
れ
た
仏
教
の
先
輩
た
ち
が
い
て
、
仏
道
を
求

め
る
上
で
適
切
に
指
導
を
し
て
く
れ
る
点
を
重
視
し
て
い
ま

図８
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す
。
浄
土
に
は
観
音
や
地
蔵
を
始
め
多
く
の
大
菩
薩
が
い
て
私
た
ち
の
仏
教
の
学
び
を
助
け
て
く
れ
る
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
が
第
七

の
「
聖
衆
俱
会
の
楽
」
で
す
。
そ
し
て
第
八
の
「
見
仏
聞
法
の
楽
」
で
は
、
何
よ
り
も
、
覚
り
を
開
か
れ
た
阿
弥
陀
仏
が
お
ら
れ
る
の

で
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
直
接
仏
教
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
源
信
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と

は
、
単
に
素
晴
ら
し
い
世
界
に
行
く
の
で
は
な
く
、
仏
道
の
歩
み
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。

二
十
五
三
昧
会

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。『
往
生
要
集
』
の
中
で
源
信

は
「
念
仏
す
れ
ば
浄
土
に
往
生
で
き
る
」
と
言
い
ま
す
。
そ
の
教
え
に
直
接
影
響
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、『
往
生
要

集
』
が
書
か
れ
た
翌
年
に
、
源
信
が
隠
遁
し
て
い
ま
し
た
横
川
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
「
二
十
五
三
昧
会
」
と
い
う
念
仏
結
社
が
始
め

ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
二
十
五
三
昧
会
」
は
、
一
言
で
い
う
と
互
い
に
浄
土
に
往
生
で
き
る
よ
う
に
助
け
合
う
念
仏
結
社
で
す
。
興
味
深

い
こ
と
に
、
い
ろ
い
ろ
な
記
録
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
と
、
源
信
は
最
初
か
ら
そ
の
一
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
会
が
結
成
さ
れ

て
半
年
経
っ
て
か
ら
結
縁
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
ず
っ
と
源
信
は
「
二
十
五
三
昧
会
」
の
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　
「
二
十
五
三
昧
会
」
に
は
二
つ
の
中
心
的
な
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、
毎
月
十
五
日
に
一
ヶ
所
に
集
ま
っ
て
、
そ
こ
で
夜
を
徹

し
て
不
断
念
仏
を
行
う
こ
と
で
し
た
。
一
晩
中
ず
っ
と
念
仏
を
称
え
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
臨

終
に
正
し
く
念
仏
が
で
き
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
臨
終
の
と
き
に
は
、
身
体
的
に

も
精
神
的
に
も
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
が
あ
り
、
な
か
な
か
念
仏
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
置

か
れ
て
も
、
自
動
的
に
念
仏
が
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
毎
月
一
回
集
ま
っ
て
念
仏
を
称
え
続
け
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。
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そ
し
て
二
つ
目
の
行
事
で
す
が
、
こ
れ
も
非
常
に
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
結
集
の
中
に
重
病
人
が
出
た
ら
、
そ
の

病
人
を
往
生
院
と
い
う
施
設
に
移
し
、
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
が
二
人
一
組
で
そ
の
病
人
を
看
護
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
二

人
の
う
ち
の
一
人
は
病
人
の
体
の
ケ
ア
を
し
て
、
も
う
一
人
は
、
こ
れ
は
精
神
的
ケ
ア
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
念

仏
を
称
え
る
よ
う
に
促
し
て
一
緒
に
念
仏
を
し
て
あ
げ
る
の
で
す
。
そ
し
て
と
う
と
う
臨
終
の
と
き
に
な
り
ま
す
と
、
二
十
五
三
昧
会

の
全
員
が
集
ま
っ
て
、
一
緒
に
念
仏
を
称
え
て
、
病
人
が
念
仏
で
き
る
よ
う
に
励
ま
す
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。
山
折
哲
雄
先
生
が

二
十
五
三
昧
会
に
つ
い
て
論
文
を
書
か
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
こ
の
念
仏
結
社
を
「
死
の
た
め
の
団
体
」
と
評
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
納
得
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
『
往
生
要
集
』
の
中
で
源
信
は
、
ま
ず
六
道
の
苦
し
み
を
克
明
に
述
べ
、
私
た
ち
の
迷
い
の
世
界
は
ど
こ
を
見
て
も
苦
し
み
で
満
ち

て
い
て
、
そ
こ
か
ら
早
く
逃
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
強
調
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
本
当
の
安
ら
ぎ
を
得
る
世
界
─
つ
ま
り

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
─
が
ち
ゃ
ん
と
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
、
そ
の
世
界
へ
往
生
す
る
た
め
に
念
仏
を
称
え
る
よ
う
に
と
私
た
ち
に

伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
『
往
生
要
集
』
と
い
え
ば
地
獄
を
説
く
本
で
あ
る
と
多
く
の
人
々
が
受
け
止
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
地
獄
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
人
間
の
世
界
も
地
獄
と
同
じ
よ
う
に
苦
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
苦
し

み
を
越
え
た
世
界
が
現
に
存
在
す
る
の
だ
と
強
く
訴
え
て
い
る
の
が
『
往
生
要
集
』
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

出
典

図
１　
　
　

源
信
撰
『
往
生
要
集
』
巻
中
、
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
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図
２
〜
８　

西
田
直
樹
編
著
『
仮
名
書
き
絵
入
り
往
生
要
集
の
成
立
と
展
開
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年

 
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
源
信
、
六
道
、
二
十
五
三
昧
会



89　（ローズ）
〔
編
集
委
員
会
付
記
〕

　

二
〇
一
八
年
度
大
谷
学
会
春
季
公
開
講
演
会
で
は
、
本
学
教
授
ロ
バ
ー
ト 

ロ
ー
ズ
先
生
の
講
演
の
後
、
日
本
文
学
研
究
者
で
あ
る

ロ
バ
ー
ト 
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
に
「
文
学
の
契
機
と
し
て
現
れ
る
「
苦
楽
」
に
関
す
る
考
察
」
と
い
う
題
に
て
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
以

下
に
そ
の
講
演
要
旨
を
掲
載
す
る
。

一

　

日
本
の
言
語
文
化
に
お
け
る
「
苦
」
と
「
楽
」
と
い
う
概
念
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
の
文
学
者
を
参
考
に

し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ロ
ン
ク
ス
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
で
あ
っ
た
祖
父
は
、
私
が
学
校
か
ら
し

ょ
ん
ぼ
り
し
た
顔
で
帰
っ
て
く
る
と
、“Every cloud has a silver living ”

（
暗
い
雲
に
も
銀
の
裏
張
り
が
あ
る
）
と
言
っ
た
も
の
で
す
。

私
は
夏
の
入
道
雲
を
眺
め
る
の
が
好
き
で
、
い
ち
ば
ん
楽
し
い
時
間
は
ア
パ
ー
ト
の
裏
側
の
非
常
階
段
で
ぼ
ー
っ
と
し
て
い
る
と
き
で

し
た
。

　

人
は
誰
し
も
楽
し
い
こ
と
や
苦
し
い
こ
と
を
個
人
的
な
時
間
や
空
間
と
結
び
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
表
象
す
る
か
は

時
代
や
文
化
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
「
苦
あ
れ
ば
楽
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
「
苦
」
と
「
楽
」
を
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と

考
え
ま
す
が
、
英
語
圏
で
は
、
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
九
世
紀
の
産
業
革
命
以
降
の
状
況
を
見
る
と
、「
苦
」
を
最
小

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
楽
」
を
最
大
化
す
る
、
不
幸
を
か
き
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
幸
福
に
向
か
お
う
と
す
る
功
利
主
義
の
考
え
方
を

と
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
考
え
方
が
明
治
以
降
の
日
本
で
も
導
入
さ
れ
、
近
代
化
を
支
え
る
大
き
な
柱
と
な
り
ま
し
た
。
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二

　

し
か
し
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
は
喜
怒
哀
楽
を
サ
イ
ク
ル
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お

り
、
功
利
主
義
か
ら
は
理
解
し
に
く
い
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。“Pain and pleasure, like light and darkness, succeed each other ”

（「
苦
痛
」
と
「
快
楽
」
は
、
光
と
影
と
同
じ
よ
う
に
相
次
い
で
現
れ
る
）
で
す
。
闇
が
消
去
さ
れ
て
光
が
満
ち
る
の
で
は
な
く
影
が
あ
る
か

ら
光
が
そ
れ
に
次
い
で
現
れ
る
、
そ
し
て
ま
た
振
り
子
の
よ
う
に
元
に
戻
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
か
ら
思
え
ば
祖
父
が
言
っ
た

“Every cloud has a silver living ”

も
同
様
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
ス
タ
ー
ン
の
言
葉
は
非
常
に
日
本
的
な
感

覚
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
言
葉
は
、
ス
タ
ー
ン
の
全
集
で
は
な
く
夏
目
漱
石
の
全
集
に
収
録
さ
れ
た
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
二
年
に
か
け
て
の
ロ
ン

ド
ン
留
学
時
代
の
メ
モ
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
私
は
そ
の
後
の
漱
石
の
小
説
や
手
紙
の
な
か
に
ス
タ
ー
ン
の
言
葉
、
功
利
主
義
的
で
は

な
い
思
考
が
投
影
さ
れ
て
い
な
い
か
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

一
九
〇
六
年
に
書
か
れ
た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
は
「
苦
」
で
も
「
楽
」
で
も
な
い
、
な
に
も
感
じ
な
い
こ
と
が
至
楽
だ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
漱
石
の
小
説
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
が
「
苦
」
と
「
楽
」
の
往
復
運
動
を
し
ま
す
が
、「
快
楽
」
あ
る
い
は
安
定
し
た
生
活

か
ら
完
全
に
零
落
し
て
駄
目
に
な
る
主
人
公
は
あ
ま
り
な
く
、
非
常
に
ハ
ッ
ピ
ー
な
人
も
い
な
い
。
ど
こ
か
で
精
神
的
に
強
い
違
和
感

を
抱
え
て
生
き
る
個
人
と
い
う
こ
と
が
漱
石
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
基
礎
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
経
験
し
た
功
利
主
義
的
な

思
想
に
対
す
る
彼
の
相
対
感
・
違
和
感
が
水
脈
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

三

　

漱
石
は
そ
う
し
た
思
想
を
ど
こ
で
身
に
着
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
文
化
的
に
継
承
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
、
江
戸
時
代
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の
い
ろ
い
ろ
な
文
献
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
初
期
（
一
六
三
〇
年
代
）
に
は
沢
庵
禅
師
が
「
楽
」
を
定
義
し
、
絶
対
的
な
「
苦
」
も
「
楽
」
も
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

十
八
世
紀
の
終
わ
り
に
老
中
に
な
っ
た
松
平
定
信
は
「
喜
び
」
と
「
憂
い
」
を
「
環
（
た
ま
き
）」、
つ
ま
り
首
飾
り
の
よ
う
な
も
の
と

し
ま
す
。「
喜
び
」
と
「
憂
い
」
は
つ
な
が
っ
て
お
り
、
運
動
す
る
球
体
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
の
で
す
。
松
平
定
信
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
輸
入
し
た
地
球
儀
を
見
な
が
ら
こ
の
比
喩
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
想
像
し
ま
す
。
幕
末
の
十
九
世
紀
に
は
、
福
井
藩
の
城

下
に
生
き
た
和
学
者
・
歌
人
の
橘
曙
覧
が
「
独
楽
吟
」
の
な
か
で
、
な
に
か
が
欠
如
し
て
い
る
と
き
に
そ
れ
が
契
機
と
な
り
「
楽
し
み
」

を
感
じ
る
と
し
て
い
る
。
沢
庵
禅
師
や
松
平
定
信
の
話
か
ら
し
ま
す
と
、「
苦
」
の
サ
イ
ク
ル
が
終
わ
り
「
楽
」
の
芽
が
出
は
じ
め
て
い

る
瞬
間
に
あ
る
「
楽
し
み
」
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

四

　

橘
曙
覧
の
こ
の
歌
集
は
、
漱
石
と
同
時
代
の
正
岡
子
規
が
明
治
時
代
に
見
出
し
て
有
名
に
し
ま
し
た
。
子
規
は
長
く
病
床
に
あ
り
ま

し
た
が
、
自
分
が
良
く
な
っ
て
い
く
と
は
予
想
し
て
い
な
い
。
楽
観
視
し
な
い
な
か
で
「
苦
」
の
な
か
に
「
楽
」
の
根
を
見
出
そ
う
と

し
ま
し
た
。
絶
対
的
な
「
苦
」
の
な
か
で
「
楽
」
を
作
品
の
な
か
に
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
、
表
現
す
る
の
か
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。

　

苦
し
い
状
況
の
な
か
で
も
子
規
が
書
い
た
こ
と
に
は
、「
苦
」
も
「
楽
」
も
引
き
受
け
て
生
き
る
の
が
人
間
で
あ
り
、
人
は
人
と
渡
り

合
い
、
人
に
な
に
か
を
残
し
て
い
く
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
夏
目
漱
石
の
『
道
草
』
の
冒
頭
の
部
分
、『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
の
紹
介
し
た
部
分
も
「
苦
楽
」
が
ひ
と
つ
の
契
機
に
な
っ
て
書
か
れ
た
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
は
意
識
的
に
「
苦
楽
」
に
つ
い
て
考

え
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
私
は
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
文
化
を
見
渡
す
際
に
「
苦
楽
」
を
「
苦
」
と
「
楽
」
で
は
な
く
「
苦
楽
」

と
い
う
ひ
と
つ
の
球
体
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
考
え
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
水
脈
の
よ
う
な
も
の
が
見
て
と
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れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。


