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二
〇
一
九
年
度 

春
季
公
開
講
演
会
講
演
録

西
行
と
芭
蕉
に
開
か
れ
る
親
鸞
─
日
本
人
の
宗
教
心
─宗

教
学
者　

山　

折　

哲　

雄

　

私
は
今
年
で
京
都
に
ち
ょ
う
ど
三
十
年
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
故ふ
る
さ
と郷

は
岩
手
県
の
花
巻
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

し
ば
ら
く
前
ま
で
は
、「
お
前
の
故
郷
は
ど
こ
だ
。」
と
言
わ
れ
て
「
花
巻
だ
。」
と
申
し
ま
す
と
、「
宮
沢
賢
治
（
一
八
九
六
〜
一
九
三

三
）
の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
だ
な
。」
と
い
う
反
応
が
ほ
と
ん
ど
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
最
近
ち
ょ
っ
と
異
変
が
起
こ
り
ま
し
て
、「
花
巻

だ
。」
と
申
し
ま
す
と
、「
大
谷
翔
平
（
一
九
九
四
〜
）
だ
な
。」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
宮
沢
賢
治
も
大
谷
翔
平
さ
ん

の
前
で
は
風
前
の
灯と
も
し
び火
で
、
ち
ょ
っ
と
危
機
感
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
、
大
谷
大
学
の
大
谷
学
会
か
ら
講
演
を
頼
ま
れ
ま
し
て
、
こ
れ
も
大
谷
翔
平
と
の
お
も
し
ろ
い
因
縁
と
言
い
ま
す
か
、
妙
な
因

縁
の
中
で
今
日
は
こ
こ
に
参
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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親
鸞
・
西
行
・
芭
蕉
の
共
通
性

　

親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
）
と
西
行
（
一
一
一
八
〜
一
一
九
〇
）
と
芭
蕉
（
一
六
四
四
〜
一
六
九
四
）
と
い
う
名
前
を
出
し
ま
し
た
。

こ
の
三
者
の
間
に
非
常
に
お
も
し
ろ
い
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
昔
か
ら
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
ど
う
い
う
共
通
性
か
と
言
う
と
、

お
𠮟
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
美
と
信
仰
」
と
い
う
共
通
性
で
す
。「
美
」
と
い
う
の
は
美
意
識
の
世
界
・
芸
術
の

世
界
、「
信
仰
」
と
い
う
の
は
宗
教
の
世
界
の
話
で
す
。
さ
き
の
三
人
は
、
こ
の
「
美
と
信
仰
」
の
二
刀
流
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
「
芸

術
と
宗
教
」
の
二
刀
流
、
こ
の
点
で
こ
の
三
者
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
谷
翔
平
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
こ
の
二
刀
流
と
い
う
考
え
方
が
、
い
ろ
い
ろ
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
出
し
方
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的

に
日
本
人
の
信
仰
心
の
原
質
を
な
し
て
い
る
と
実
は
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
信
仰
一
本
や
り
、
美
意
識
一
本
や
り
、
こ
れ
は
日
本

人
の
宗
教
心
の
ベ
ー
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
感
覚
が
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
二
刀
流
の
大
谷
翔
平
さ
ん
と
同
じ
名
前
の
大
学
で
お

話
を
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
で
い
こ
う
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

存
在
の
重
さ
・
軽
さ

　

私
、
三
年
前
、
八
十
五
歳
の
と
き
に
ち
ょ
っ
と
大
き
な
病
気
を
い
た
し
ま
し
た
。
心
房
細
動
に
よ
る
不
整
脈
が
き
つ
く
な
り
ま
し
て
、

寒
い
日
に
外
に
出
て
帰
っ
て
き
た
と
き
、
脳
梗
塞
を
起
こ
し
て
倒
れ
た
の
で
す
。
主
治
医
に
相
談
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
八
十
五
歳

だ
が
ギ
リ
ギ
リ
手
術
に
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
、
手
術
し
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
思
い
切
っ
て
お
任
せ
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
カ
テ
ー
テ
ル
五
本
を
静
脈
に
通
し
て
心
臓
に
近
づ
け
て
、
電
子
焼
き
鏝ご
て

で
患
部
を
焼
く
の
で
す
。
友
人
に
「
焼

肉
ジ
ュ
ー
だ
な
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
、
四
時
間
ぐ
ら
い
の
手
術
で
し
た
。
手
術
は
成
功
し
て
、
二
日
で
退
院
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
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そ
れ
か
ら
丸
々
二
年
が
経
ち
ま
し
て
、
薬
は
ず
っ
と
飲
み
続
け
て
い
ま
す
が
、
お
陰
さ
ま
で
、
今
回
も
命
拾
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
と
て
も
現
代
医
学
に
足
を
向
け
て
寝
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
幾
度
助
け
ら
れ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

一
ヶ
月
ぐ
ら
い
静
養
し
て
お
り
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
思
っ
た
こ
と
が
こ

う
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

私
は
若
い
頃
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
病
気
を
い
た
し
ま
し
て
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
胃
、
十
二
指
腸
、
そ
れ
か
ら
胆
囊
の
全

摘
と
い
う
手
術
を
し
て
お
り
ま
す
。
消
化
器
系
の
病
気
は
ほ
と
ん
ど
し
て
お
り
ま
し
て
、
急
性
肝
炎
・
慢
性
肝
炎
・
Ｃ
型
肝
炎
に
も
な

り
ま
し
た
。
一
時
、
膵
臓
癌
の
末
期
だ
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
急
性
膵
炎
の
誤
診
で
、
な
ん
と
か
治
っ
て
今
日

に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
期
間
ず
っ
と
私
が
苦
し
め
ら
れ
た
の
は
、
鈍
痛
、
激
痛
、
疼
痛
と
い
う
、
重
い
重
い
痛
み
で
し
た
。
病
気
と

い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
か
、
存
在
そ
れ
自
体
の
重
さ
み
た
い
な
も
の
を
全
身
に
負
わ
せ
ら
れ
て
苦
し
む
、
こ
れ
が
病
気
か
と
思
っ

て
い
た
の
で
す
。

　

で
も
、
今
回
ば
か
り
は
違
っ
て
い
た
の
で
す
。
循
環
器
系
の
病
気
で
す
。
も
ち
ろ
ん
循
環
器
系
の
病
に
は
心
筋
梗
塞
の
よ
う
な
激
痛

に
苛
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
は
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
場
合
に
は
ぜ
ん
ぜ
ん
痛
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り

ま
し
て
、
た
だ
、
な
ん
と
言
い
ま
す
か
、
呼
吸
が
浅
く
な
る
と
言
い
ま
す
か
、
空
気
を
身か
ら
だ体

に
吸
い
込
む
の
で
す
が
、
そ
の
空
気
が
非

常
に
希
薄
で
、
呼
吸
の
リ
ズ
ム
が
ど
ん
ど
ん
弱
く
な
っ
て
ス
ー
ッ
と
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
瞬
間
が
あ
る
の
で
す
。

　

病
に
は
「
存
在
の
重
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
病
と
、
も
う
一
つ
、「
存
在
の
軽
さ
」
を
実
感
さ
せ
る
病
気
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
今

度
の
病
気
で
体
験
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
ま
ま
ス
ー
ッ
と
あ
の
世
に
行
け
ば
、
こ
れ
こ
そ
蠟
燭
の
炎
が
ス
ー
ッ
と
細
く
な
っ
て
消

え
て
い
く
、
あ
の
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
だ
。
お
釈
迦
さ
ま
の
言
わ
れ
る
「
涅
槃
」
と
い
う
の
は
、
存
在
の
軽
さ
の
究
極
の
姿
か
も
し
れ

な
い
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
の
重
い
激
痛
、
鈍
痛
に
苦
し
ん
で
、
存
在
の
重
さ
の
真
っ
た
だ
中
で
こ
の
世
を
去
っ
て
い
く
去
り
方
と
は
違
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う
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
そ
う
長
く
生
き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
で
き
れ
ば
こ
の
存

在
の
軽
さ
で
い
き
た
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
私
は
ま
た
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
同
時
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
実
に
多
く
の
重
い
も
の
を
背
負
っ
て
こ
こ
ま
で
生
き
て
き
た
な
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
重
い
も
の
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
存
在
の
重
さ
を
象
徴
す
る
最
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
は
何
か
と
言
う
と
、
こ
れ

は
本
で
す
。
お
び
た
だ
し
い
本
を
買
い
、
貰
い
、
読
み
も
し
な
い
の
に
積
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ

ろ
に
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
都
度
図
書
館
に
寄
付
し
た
り
、
古
本
屋
さ
ん
に
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
同
僚
や
教
え

子
た
ち
に
貰
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
辞
め
る
と
き
は
、
日
本
語
科
を
つ
く
る
と
い
う
中

国
の
大
学
に
ほ
と
ん
ど
の
本
を
寄
付
い
た
し
ま
し
た
。
本
代
よ
り
は
る
か
に
送
料
の
ほ
う
が
高
か
っ
た
で
す
。

　

最
近
で
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
図
書
館
の
図
書
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
が
出
て
お
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
前
に
は
、
桑
原
武
夫

さ
ん
（
一
九
〇
四
〜
一
九
八
八
）
の
蔵
書
が
放
棄
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
新
聞
に
載
っ
て
お
り
ま
し
た
。
本
と
い
う
の
は
、
も
う
社

会
で
の
取
り
扱
い
に
困
る
ほ
ど
膨
れ
あ
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

私
も
三
、
四
十
年
前
か
ら
本
は
せ
っ
せ
と
処
分
し
て
い
ま
す
。
全
集
と
い
う
名
の
つ
く
も
の
の
ほ
と
ん
ど
を
手
放
し
ま
し
た
。
い
ろ

い
ろ
な
本
を
買
い
込
ん
で
、
そ
の
一
部
を
読
ん
で
は
き
た
け
れ
ど
も
、
ど
れ
ほ
ど
自
分
の
身
に
つ
い
た
か
。
ほ
と
ん
ど
つ
い
て
い
な
い

よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
の
若
干
の
部
分
は
確
か
に
血け
つ

肉に
く

化か

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

親
鸞
の
重
さ

　

特
に
親
鸞
聖
人
の
思
想
と
い
う
、
信
仰
の
世
界
で
す
ね
、
こ
れ
は
も
う
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
染
み
込
ん
で
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
染

み
込
ん
だ
も
の
が
一
体
何
な
の
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
本
を
手
元
に
置
い
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
本
当
に
親
鸞
の
も
の
を
い
た
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だ
い
た
と
言
え
る
の
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
、
そ
の
親
鸞
さ
ん
の
お
考
え
・
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
で
、
私
は
こ
れ
ま
で

お
ま
ん
ま
を
食
べ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
裏
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
わ
か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
て
も
、
こ
れ
か
ら
読
も

う
と
読
む
ま
い
と
、
そ
れ
は
そ
ば
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
は
い
た
の
で
す
が
、
存
在
の
重
さ
と
い
う
こ

と
を
考
え
た
場
合
、
思
想
・
哲
学
・
宗
教
書
・
文
学
書
を
含
め
て
一
番
重
い
も
の
が
親
鸞
、
あ
る
い
は
親
鸞
の
書
物
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
今
回
、
私
は
、
病
気
で
休
ん
で
い
る
と
き
に
、
手
元
に
唯
一
残
し
て
い
た
『
親
鸞
全
集
』
を
今
度
こ
そ
手
放
そ
う
と
思
い
ま

し
て
、
二
年
前
、
年
若
い
知
人
に
譲
り
ま
し
た
。
真
筆
の
全
集
も
併
せ
て
一
切
合
切
譲
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
は
身
を
切

ら
れ
る
よ
う
に
辛
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
不
思
議
な
も
の
で
、
そ
れ
を
手
放
し
た
瞬
間
、
全
身
に
な
ん
と
も
言
え
な
い
解
放
感
が

満
ち
て
き
て
、
自
分
に
と
っ
て
親
鸞
さ
ん
と
い
う
の
は
重
い
重
い
存
在
、
存
在
の
重
さ
を
最
も
き
つ
い
か
た
ち
で
象
徴
す
る
存
在
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
わ
か
っ
た
の
で
す
。
手
放
し
た
そ
の
瞬
間
に
得
た
解
放
感
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
に
言
い

ま
す
と
、
敗
戦
の
と
き
の
「
こ
れ
で
戦
争
が
終
わ
っ
た
！
」
と
い
う
、
あ
の
解
放
感
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
た
の
で
す
。

　

手
放
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
親
鸞
さ
ん
の
す
べ
て
が
自
分
の
身
体
か
ら
、
頭
か
ら
、
心
か
ら
消
え
去
っ
た
と
は
到
底
思
え
な
い
、
何

か
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
や
っ
ぱ
り
断
捨
離
な
ど
は
と
て
も
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
何
も
親
鸞
さ

ん
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
と
い
う
人
間
、
そ
の
存
在
の
重
さ
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
し
た
た
か
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
親
鸞
と
い
う
存
在
の
重
さ
に
、
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
の
で
す
。

西
行
の
最
期

　

私
は
『
親
鸞
全
集
』
を
手
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
量
の
解
放
感
、
あ
る
種
の
精
神
の
自
由
、
こ
れ
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
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す
。
も
っ
と
も
思
想
に
も
存
在
の
重
さ
を
象
徴
す
る
思
想
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
思
想
か
ら
自
由
に
な
っ
た
、
信
仰
か
ら
解
放
さ

れ
た
、
哲
学
か
ら
身
軽
に
な
っ
た
「
軽
み
」
の
世
界
も
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
漠
然
と
そ
う
思
う
よ
う
に
は
な
っ
て
は
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
第
一
の
象
徴
的
な
人
物
を
こ
こ
に
挙
げ
る
と
す
れ
ば
誰
か
。
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
は
西
行
で
し
た
。
十
一
世
紀
、
平
安

時
代
の
後
期
あ
る
い
は
鎌
倉
時
代
の
初
期
、
そ
の
時
代
の
変
わ
り
目
に
生
き
た
、
親
鸞
さ
ん
よ
り
ち
ょ
っ
と
前
に
生
き
た
西
行
。
そ
の

年
代
差
は
せ
い
ぜ
い
五
、
六
十
年
で
ほ
と
ん
ど
同
時
代
者
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
西
行
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
私
の
病
気
と
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
先
ほ
ど
、
胃
と
十
二
指
腸
を
切
除
し
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
三
十
代
の
後
半
の
東
京
時
代
に
、
切
除
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
た
胃
潰
瘍
に
な
っ
て
、
吐
血
・
下
血
を
し
て
四
ヶ
月
の
入
院
を
い
た
し
ま
し
た
。
胃
腸
の
病
気
で
吐
血
を
し
て
担

ぎ
込
ま
れ
ま
す
と
、
必
ず
一
週
間
か
十
日
間
絶
食
状
態
に
置
か
れ
る
の
で
す
。
一
日
、
二
日
、
三
日
と
点
滴
だ
け
で
生
き
て
い
る
。
だ

ん
だ
ん
身
体
は
枯
れ
木
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
。
ち
ょ
っ
と
誇
張
し
て
言
え
ば
死
に
近
づ
い
て
い
る
。
地
獄
の
よ
う
な
空
腹
感
・
飢
餓

感
が
襲
っ
て
く
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
四
日
目
、
五
日
目
に
な
る
と
、
そ
の
飢
餓
感
が
ス
ー
ッ
と
引
い
て
い
っ
た

の
で
す
。「
え
っ
？
」
と
思
い
ま
し
た
。

　

人
間
の
命
と
い
う
の
は
、
あ
る
欠
乏
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
、
逆
に
リ
バ
イ
バ
ル
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
噴
出
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

命
の
不
思
議
さ
と
い
う
も
の
に
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
の
で
す
。
五
日
目
、
六
日
目
と
絶
食
状
態
が
続
い
て
い
っ
て
も
ぜ
ん
ぜ
ん
空
腹
感

が
襲
っ
て
こ
な
い
。
そ
の
当
時
本
当
に
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
観
念
の
レ
ベ
ル
で
は
「
こ
の
ま

ま
命
を
終
え
て
も
い
い
や
。」
と
思
え
る
ほ
ど
快
適
な
心
理
状
態
で
し
た
。
身
体
が
ス
ー
ッ
と
軽
く
な
っ
た
の
で
す
。
食
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
に
よ
っ
て
こ
れ
だ
け
身
体
と
い
う
も
の
が
軽
く
な
る
の
か
、
身
軽
に
な
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
漠
然
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
絶
食
期
間
が
終
わ
っ
て
復
食
に
入
り
ま
し
て
、
ま
た
元
の
身
体
に
返
っ
て
退
院
で
き
た
の
で
す
。
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中
世
の
比
叡
山
な
ど
で
修
行
し
た
お
坊
さ
ん
方
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
記
録
し
た
『
往
生
伝
』
や
『
高
僧
伝
』
が
か
な
り
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
学
生
時
代
か
ら
よ
く
読
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
が
頭
に
ふ
っ
と
思
い
浮
か
ん
で
い
ま
し
た
。

　

比
叡
山
で
、
三
塔
十
六
谷
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
庵
を
結
ん
で
単
独
者
と
し
て
修
行
し
て
、
月
に
一
度
横よ
か
わ川
に
集
ま
っ
て
念
仏
の

結
社
を
形
成
し
て
い
た
人
々
が
い
ま
し
た
。
そ
の
人
々
の
伝
記
を
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
当
時
の
山
中
修
行
者
た
ち
は
、
自
分
の
寿
命

を
悟
っ
た
と
き
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
絶
食
（
彼
ら
の
言
葉
で
は
断
食
）
の
生
活
に
入
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
断
食
に
入
る
前
に
精
進
行
、

五
穀
断
ち
・
十
穀
断
ち
を
し
て
木
の
実
・
木
の
葉
だ
け
を
食
べ
て
生
を
つ
な
い
で
い
く
。
だ
い
た
い
全
体
で
ひ
と
月
ぐ
ら
い
の
間
に
五

穀
断
ち
・
十
穀
断
ち
の
精
進
行
を
経
て
、
断
食
行
に
入
っ
て
、
次
に
断
水
の
一
週
間
・
十
日
間
、
そ
う
い
う
期
間
を
経
て
眠
る
が
ご
と

く
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
阿
弥
陀
如
来
の
幻
覚
が
現
れ
て
、
手
を
差
し
延
べ
て
死
に
ゆ
く
自
分
の
頭
の
上
を
な
で
ま
す
。

こ
れ
を
摩ま

頂ち
ょ
うと

言
い
ま
す
。
一
種
の
霊
験
体
験
で
す
。
そ
う
い
う
記
述
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　

私
は
学
生
時
代
に
そ
の
記
録
を
読
ん
で
、
頭
の
中
だ
け
で
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
自
分
が
実
際
に
血
を
吐
い
て
絶

食
療
法
に
入
り
、
痛
烈
な
飢
餓
体
験
を
経
て
、
そ
れ
が
や
が
て
消
え
て
い
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
こ
れ
だ
！
」
死

ぬ
と
き
は
こ
れ
で
い
こ
う
、
断
食
死
で
い
こ
う
と
、
今
で
も
そ
う
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
と
き
に
出

会
っ
た
人
物
が
西
行
で
し
た
。

　

西
行
は
高
級
官
僚
、
貴
族
の
出
で
す
。
二
十
歳
に
し
て
歌
人
と
し
て
名
を
知
ら
れ
て
い
た
し
、
武
道
に
も
優
れ
て
い
ま
し
た
。
係
累

は
政
治
家
・
資
産
家
で
、
い
ろ
い
ろ
な
付
き
合
い
が
あ
る
。
そ
の
西
行
が
若
く
し
て
結
婚
を
し
て
、
娘
と
息
子
が
生
ま
れ
て
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
二
十
三
歳
の
と
き
に
家
出
を
し
て
い
る
の
で
す
。「
出
家
」
と
一
般
に
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
家
出
だ
と
思
い
ま
す
。

縋
り
つ
い
て
く
る
娘
を
縁
側
か
ら
蹴
落
と
し
て
、
一
人
で
家
を
出
て
行
っ
た
。
つ
ま
り
自
由
の
世
界
に
躍
り
出
て
行
っ
て
別
の
仕
事
を

し
た
か
っ
た
の
で
す
。
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勅
撰
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
の
歌
が
選
ば
れ
て
お
り
ま
す
が
、
西
行
の
歌
が
一
番
多
く
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
当

時
の
第
一
の
歌
人
と
言
わ
れ
て
も
い
ま
す
。
私
は
万
葉
の
柿
本
人
麻
呂
（
六
六
〇
頃
〜
七
二
四
）
以
来
の
歌う
た

人び
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当

時
の
歌
壇
の
藤
原
俊
成
（
一
一
一
四
〜
一
二
〇
四
）
や
藤
原
定
家
（
一
一
六
二
〜
一
二
四
一
）
や
後
鳥
羽
院
（
一
一
八
〇
〜
一
二
三
九
）
が
最

高
の
賛
辞
を
彼
に
与
え
て
い
ま
す
。『
新
古
今
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
西
行
の
歌
の
主
題
の
多
く
は
桜
の
花
と
月
で
す
。
そ
れ

は
共
に
、
浄
土
と
往
生
を
象
徴
す
る
か
た
ち
で
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
西
行
が
比
較
的
早
い
う
ち
に
遺
言
と
言
わ
れ
る
歌
を
作
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ

自
分
が
死
ぬ
と
き
は
春
、
桜
の
咲
く
こ
ろ
、
満
月
の
夜
、
お
月
さ
ん
を
眺
め
な
が
ら
逝
き
た
い
、
こ
う
い
う
歌
で
す
。
こ
の
歌
一
首
で
、

都
の
人
た
ち
、
都
の
歌
人
た
ち
の
心
を
と
ら
え
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
通
り
の
季
節
、
旧
暦
の
二
月
十
六
日
、
夜
、
月
を
眺
め

な
が
ら
桜
の
木
の
下
で
、
こ
の
世
を
去
っ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
の
涅
槃
の
日
は
二
月
十
五
日
な
の
で
、
一
日
違
い
で
す
。

こ
れ
は
私
の
妄
想
で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
日
に
合
わ
せ
て
こ
の
世
を
去
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
恐
れ

多
い
か
ら
一
日
ず
ら
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
西
行
の
死
を
聞
い
て
、
当
時
の
専
門
歌
人
た
ち
・
都
人
た
ち
は
、
賛
嘆
の
声
を

上
げ
ま
し
た
。
定
家
も
俊
成
も
慈
円
（
一
一
五
五
〜
一
二
二
五
）
も
皆
「
西
行
は
す
ご
い
！
」
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
私
も
そ
う
は
思

っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
話
が
う
ま
す
ぎ
る
、
そ
れ
が
不
思
議
だ
っ
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
、
そ
う
こ
と
が
う
ま
く
運
ん
だ
の

か
と
…
。
そ
の
と
き
に
ふ
と
思
っ
た
こ
と
は
、
西
行
は
も
し
か
す
る
と
断
食
死
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

西
行
は
旅
か
ら
旅
の
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
食
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
心
身
の
状
態
が
ど
う
な

る
か
を
き
ち
ん
と
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
ま
た
、
お
そ
ら
く
も
う
一
つ
の
重
要
な
修
行
だ
っ
た
の
で
す
。
亡
く
な
る
前
の
年
、

河か
わ
ち内
の
弘こ
う

川せ
ん

寺じ

に
入
っ
て
、
そ
の
裏
山
に
庵
を
つ
く
っ
て
、
桜
の
木
の
下
に
自
分
の
入
る
べ
き
お
墓
を
つ
く
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
り
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ま
す
。
西
行
は
、
本
当
は
断
食
往
生
死
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
仮
説
は
、
こ
の
半
世
紀
ず
っ
と
言
っ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
一
人
、
二
人

と
こ
の
仮
説
に
賛
同
し
て
く
だ
さ
る
方
が
増
え
て
き
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
よ
し
、
私
も
こ
れ
で
い
く
、
そ
う
思
っ
て
い
た

の
で
す
。

「
半
僧
半
俗
」

　

そ
の
西
行
の
生
き
方
の
全
体
を
見
て
い
る
と
、
高
野
山
で
修
行
を
し
て
い
る
。
修
行
も
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
死
体
処
理
、

橋
の
修
理
と
社
会
事
業
的
な
仕
事
の
手
助
け
も
し
て
い
る
。
山
か
ら
下
り
て
旅
か
ら
旅
へ
。
吉
野
へ
行
っ
て
桜
を
愛
で
、
そ
こ
で
ま
た

庵
を
結
び
、
伊
勢
神
宮
へ
行
っ
て
神
官
た
ち
を
相
手
に
和
歌
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
い
る
。
と
き
に
は
家
出
（
出
家
）
前
に
歌
仲
間
だ
っ

た
、
つ
ま
り
か
つ
て
宮
廷
に
つ
と
め
て
い
た
京
都
の
女
房
た
ち
と
付
き
合
い
を
続
け
て
い
る
。
相
当
な
歌
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。

家
出
（
出
家
）
を
し
て
も
歌
と
の
縁
は
絶
対
に
切
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
ま
さ
に
美
と
信
仰
の
二
刀
流
で
す
。
そ
こ
に
、
な
ん
と
も
言

え
な
い
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
美
と
信
仰
の
二
刀
流
、
そ
の
原
点
を
示
す
よ
う
な
生
き
方
、
仕
事
を
し
た
人
間
、
そ
れ
が
西
行
で
す
。
そ

の
点
で
彼
は
も
う
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
歌
人
の
枠
組
み
か
ら
飛
び
出
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
西
行
の
生
き
方
が
、
親
鸞
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
人
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
考
え
は
論
壇
・
文
壇
の
主
流
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
が
、
私
は
な
ん
と
な
く
そ
れ
が
本
当
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

西
行
の
生
き
方
を
一
言
で
言
え
ば
ど
う
な
る
か
。
美
と
信
仰
の
二
刀
流
、
宗
教
と
芸
術
の
両
刀
遣
い
。
半
分
僧
侶
で
半
分
俗
人
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
「
半は
ん

僧そ
う

半は
ん

俗ぞ
く

」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

奈
良
の
都
が
平
家
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
と
き
、
再
興
す
る
た
め
に
重
源
（
一
一
二
一
〜
一
二
〇
六
）
と
い
う
偉
い
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
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西
行
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
、「
な
ん
と
か
あ
な
た
の
縁
で
、
奥
州
の
平
泉
の
藤
原
秀
衡
（
一
一
二
二
？
〜
一
一
八
七
）
の
と
こ
ろ
で

お
金
を
集
め
て
き
て
ほ
し
い
。」
と
言
っ
た
の
で
、
西
行
は
奥
州
ま
で
行
く
わ
け
で
す
。
途
中
、
鎌
倉
に
寄
っ
て
源
頼
朝
（
一
一
四
七
〜

一
一
九
九
）
と
武
道
・
華
道
・
芸
道
の
話
を
し
て
い
る
。
お
も
し
ろ
い
で
す
。
坊
主
で
あ
り
な
が
ら
坊
主
の
領
域
を
は
み
出
す
よ
う
な

こ
と
を
平
気
で
や
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
最
後
ま
で
歌
を
手
放
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、『
西
行
物
語
』
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
に

西
行
を
伝
説
化
し
、
神
話
化
し
て
い
く
物
語
が
近
世
・
近
代
ま
で
続
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
学
問
の
世
界
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
る
の

で
す
。

　

そ
れ
ほ
ど
の
人
気
者
・
西
行
が
成
立
す
る
背
景
に
、
こ
の
二
刀
流
の
生
き
方
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
い
意
味
を
も
つ
。
日
本
人
は

二
刀
流
が
も
と
も
と
好
き
だ
っ
た
。
美
の
世
界
と
信
仰
の
世
界
を
分
け
な
い
。「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
は
な
く
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
で

す
。
こ
こ
が
日
本
人
の
信
仰
心
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
私
は
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

法
然
と
親
鸞

　

そ
こ
で
親
鸞
さ
ん
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
さ
ん
に
つ
い
て
は
も
う
多
く
を
語
り
ま
せ
ん
が
、
比
叡
山
で
修
行
を
始

め
た
と
き
に
は
憧
れ
の
法
然
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）
は
山
を
下
り
て
い
ま
し
た
。
親
鸞
と
法
然
と
の
間
に
は
四
十
歳
の
年
齢
差
が
あ

り
ま
す
。
二
十
年
の
比
叡
山
時
代
が
過
ぎ
て
親
鸞
は
山
を
下
り
ま
す
。
そ
し
て
、
弾
圧
に
あ
っ
て
越
後
に
流
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
の
法

然
と
親
鸞
の
師
弟
の
関
係
、
こ
れ
が
神
話
化
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
も
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
法

然
は
、
最
も
大
事
な
自
分
の
肖
像
画
を
親
鸞
に
与
え
て
い
ま
す
し
、
書
物
も
与
え
て
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
な
信
頼
で
す
。
親
鸞
は
師
・

法
然
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
な
ら
地
獄
に
落
ち
て
も
か
ま
わ
な
い
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
師
弟
の
親
密
な
関
係
性
が
、
ご
承
知
の

よ
う
に
ず
っ
と
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
で
す
。
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だ
け
ど
私
は
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ぞ
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
ど
こ
が
違
う
の
か
。
そ
れ
は
、
法
然
が
比
叡
山
で
も
有

名
な
立
派
な
持じ

戒か
い

僧そ
う

（
戒
律
を
守
る
僧
）
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
当
時
の
仏
教
界
と
い
う
の
は
、
表
で
は
持
戒
、
裏
で
は
破
戒
・
無
戒
と

い
う
僧
侶
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
法
然
さ
ん
だ
け
は
持
戒
僧
と
し
て
名
が
高
か
っ
た
。
し
か
も
、
比
叡
山
第

一
の
智
慧
の
法
然
坊
と
呼
ば
れ
、
知
識
・
学
識
の
上
で
も
第
一
で
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
親
鸞
は
、
結
婚
を
し
、
子
ど
も
を
つ
く
り
、
破
戒
僧
の
先
端
を
い
く
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
念

仏
弾
圧
の
原
因
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
仲
間
の
安
楽
（　
遵じ
ゅ
ん　

西さ
い

、
？
〜
一
二
〇
七
）、
住
蓮
（
？
〜
一
二
〇
七
）
が
首
を
切
ら
れ
て
い

る
ほ
ど
で
す
。
親
鸞
も
法
然
と
共
に
遠お
ん
る流
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
流
さ
れ
て
い
く
。
許
さ
れ
た
あ
と
、
親
鸞
は
京
都

に
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
。
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
妻
と
子
ど
も
を
連
れ
て
常
陸
ま
で
落
ち
て
、
破
戒
僧
の
先
端
を

生
き
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
…
。

　

す
べ
て
の
人
間
は
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
法
然
と
親
鸞
の
間
に
差
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
暮
ら
し
の
現
場
は
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
絶
対
の
信
頼
に
基
づ
く
師
弟
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
暮
ら
し
の
リ
ア
ル
な
場
面
で
は
全
く
違
う
生
き
方
を
選
ん
だ
の
で
す
。
こ
れ
は
二
律
背
反
で

す
。
二
人
の
師
弟
の
関
係
と
い
う
の
は
、
典
型
的
な
二
律
背
反
の
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。

和
讃

　

親
鸞
は
や
が
て
法
然
門
下
か
ら
消
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
消
さ
れ
て
い
く
流
浪
の
旅
の
生
活
の
中
で
親
鸞
が
出
会
っ
た
の
が
、
大

衆
の
間
で
歌
わ
れ
て
い
た
今
様
歌
謡
で
す
。
後
白
河
法
皇
が
研
究
も
し
、
編
纂
も
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
『
梁
塵
秘
抄
』
と
い
う
大
衆
歌

謡
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
は
お
そ
ら
く
越
後
の
居こ

多た

ヶが

浜は
ま

か
ら
善
光
寺
辺
り
を
通
っ
て
、
山
梨
側
に
抜
け
た
か
群
馬
方
面
に
行
っ
た
か
、
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い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
山
の
中
を
通
っ
て
常
陸
ま
で
落
ち
て
い
き
ま
す
。
そ
の
と
き
関
所
、
関
所
で
出
会
っ
た

の
が
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
大
衆
・
民
衆
で
す
。
人
形
を
操
り
な
が
ら
占
い
を
し
、
神
仏
に
祈
り
、
春
を
ひ
さ
ぐ
傀く

儡ぐ
つ

と
言
っ
て
も
い
い

し
、
遊あ
そ
び
め女
と
言
っ
て
も
い
い
、
そ
う
い
う
白
拍
子
と
も
言
わ
れ
て
い
た
芸
能
者
た
ち
と
出
会
う
。
そ
う
い
う
人
々
と
の
交
わ
り
の
中
で

旅
を
続
け
て
い
っ
て
、
常
陸
に
落
ち
つ
く
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
旅
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
の
中
で
、
と
き
ど
き
に
書
き
は
じ
め
て

い
た
の
が
、
和
讃
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
を
賛
嘆
す
る
和
讃
。
歌
い
、
踊
り
な
が
ら
、
法
悦
の
世
界
に
遊
ぶ
法
悦
の
和

讃
。
和
讃
と
い
う
表
現
形
式
の
発
見
で
し
た
。

　

西
行
は
万
葉
以
来
の
歌
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
リ
ズ
ム
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
和
讃
の
リ
ズ
ム
は
七
・

五
・
七
・
五
の
四
句
の
繰
り
返
し
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
旅
で
の
大
衆
と
の
接
触
の
中
、
今
様
歌
謡
と
い
う
当
時
の
流
行
歌
の
世
界

と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
和
讃
、
歌
の
世
界
に
目
を
開
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
も
う
そ
の
と
き
、
親
鸞
の
頭
に
『
教
行
信
証
』

の
あ
の
難
解
な
漢
文
調
の
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
す
。
残
っ
て
い

な
い
と
い
う
の
が
言
い
す
ぎ
な
ら
ば
、『
教
行
信
証
』
で
展
開
し
た
思
想
を
歌
の
か
た
ち
に
言
い
直
し
、
書
き
換
え
、
そ
れ
を
大
衆
と
共

に
歌
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
変
化
で
す
。

　

親
鸞
と
い
う
人
間
を
、
思
想
家
と
し
て
も
宗
教
家
と
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
絶
え
ず
変
化
し
、
絶
え
ず
成
熟
す
る
人
間
と
し
て
捉
え

な
い
と
、
こ
の
変
化
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』
と
い
う
の
は
、
万
巻
の
典
籍
を
読
ん
で
重
要
な
問
題
を
抜
き

書
き
し
た
り
、
集
め
た
り
、
評
価
し
た
り
し
た
資
料
集
で
す
。
今
日
で
い
う
若わ
か

書が

き
の
博
士
論
文
で
す
。
そ
の
博
士
論
文
を
、
そ
の
後

の
人
生
に
お
い
て
、
親
鸞
は
読
み
解
く
、
読
み
砕
く
。
七
五
調
の
和
讃
文
学
の
中
に
置
き
換
え
る
。
つ
ま
り
詩
に
し
て
歌
う
…
。
こ
の

よ
う
な
世
界
を
想
像
し
な
い
と
、
そ
の
後
の
成
熟
し
た
親
鸞
の
姿
は
見
え
て
こ
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

七
十
代
、
八
十
代
に
親
鸞
が
作
っ
た
和
讃
の
真
筆
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
を
影
印
本
で
し
か
見
る
こ
と
が
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で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
な
ん
と
言
う
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
、
流
れ
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
書
、
そ
し
て
詩
集
で
す
。『
教
行
信

証
』
の
字
の
配
り
と
、
七
十
代
、
八
十
代
の
親
鸞
の
和
讃
の
字
の
勢
い
は
ま
る
で
違
う
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
非
僧
非
俗
」

　

親
鸞
が
、『
教
行
信
証
』
の
世
界
か
ら
和
讃
の
世
界
に
抜
け
出
て
い
く
と
き
に
書
き
つ
け
た
言
葉
が
「
非ひ

僧そ
う

非ひ

俗ぞ
く

（
僧
に
非
ず
、
俗
に

非
ず
）」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
す
る
と
、
さ
き
に
私
が
言
っ
た
西
行
の
「
半
僧
半
俗
」
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
と
い
う
新
し
い
問
題

が
出
て
き
ま
す
。

　

私
は
、
親
鸞
が
九
十
年
の
生
涯
の
中
で
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
「
非
僧
非
俗
」
だ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
の
で
す
。
比
叡
山
時
代
か
ら

次
の
時
代
へ
の
転
換
期
に
「
半
僧
半
俗
」
の
生
活
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。「
脱だ
つ

僧そ
う

脱だ
つ

俗ぞ
く

」
の
よ
う
な
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
そ
れ

ま
で
の
自
分
の
姿
を
強
く
否
定
す
る
よ
う
な
と
き
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
言
で
言
え
ば
、
西
行
の
ほ
う
は
「
半
僧
半
俗
」
と
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
で
す
が
、
親
鸞
が
選
ぼ
う
と
し
て
い
た
の
は
、

と
き
に
否
定
の
論
理
を
強
め
る
「
非
僧
非
俗
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す

け
れ
ど
も
、
し
か
し
人
間
の
な
ま
の
生
き
方
と
い
う
の
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
く
、
行
っ
た
り
来
た
り
で
す
。
進
ん
だ
り
退
い
た
り
で

す
。
心
が
「
俗
」
へ
傾
い
た
り
、
聖
な
る
も
の
、「
僧
」
の
世
界
へ
傾
い
た
り
、
行
っ
た
り
来
た
り
だ
と
思
い
ま
す
。

タ
テ
割
り
・
ヨ
コ
割
り

　

そ
の
中
で
、
九
十
歳
近
く
に
な
っ
て
親
鸞
が
辿
り
着
い
た
の
が
「
自じ

然ね
ん

法ほ
う

爾に

」
と
い
う
世
界
で
し
た
。
こ
れ
は
五
・
七
・
五
・
七
・

七
の
和
歌
の
リ
ズ
ム
か
ら
も
、
七
・
五
・
七
・
五
の
和
讃
の
リ
ズ
ム
か
ら
も
抜
け
出
た
よ
う
な
、
解
放
さ
れ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
最
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も
素
朴
な
語
り
の
文
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
親
鸞
が
辿
り
着
い
た
考
え
方
が

「
そ
の
ま
ま
・
あ
り
の
ま
ま
」
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
、
も
う
仏
に
な
っ
て
い
る
、
念
仏
だ
け
で
仏
に
な
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
「
自
然
法

爾
」
と
い
う
思
想
の
究
極
の
姿
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
も
う
『
教
行
信
証
』
の
世
界
か
ら
は
遥
か
に
離
れ
て
、
余
計
な
も
の
を
捨
て
て
軽

く
な
っ
た
、
ま
さ
に
重
い
重
い
荷
物
を
全
部
振
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
、
身
軽
さ
の
境
涯
そ
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

点
で
は
、
親
鸞
と
い
う
存
在
も
歌
を
離
れ
て
は
、
そ
の
信
仰
の
深
ま
り
と
共
に
成
熟
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中

で
、
和
讃
と
い
う
詩
歌
の
か
た
ち
が
非
常
に
大
き
な
意
味
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
点
で
、
西
行
と
親
鸞
の
間
に
は
寸
分
の
違
い
も
な
い
。
そ
れ
な
ら
こ
れ
ま
で
、
な
ぜ
そ
う
い
う
議
論
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
外
か
ら
持
ち
こ
ま
れ
た
学
問
と
い
う
名
の
枠
組
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
・
江
戸
時
代
と
い
う
、
時
代
区
分
と
い
う
ヨ
コ
割
り
の
枠
組
み
が
、
彼
ら
の
共
通
の
心
の
世
界
・
精
神
の
あ

り
方
を
寸
断
し
て
し
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
時
代
区
分
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
、
あ
の
時
代
の
第
一
線
で
生
き
、
活
躍
し
て
い
た

人
間
の
心
の
内
容
を
、
そ
も
そ
も
解
釈
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
が
な
い
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
が
、
文
学
史
・
哲
学
史
・
宗
教
史
・
仏
教
史
な
ど
と
い
う
分
野
別
、
タ
テ
割
り
の
考
え
方
で
す
。
宗
教
史
の
中
で
親
鸞
・

道
元
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）・
日
蓮
（
一
二
二
二
〜
一
二
八
二
）
の
名
前
は
出
て
き
て
も
、
西
行
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
文

学
史
の
中
で
『
万
葉
集
』
の
歌
人
た
ち
や
紫
式
部
（
九
七
〇
？
〜
一
〇
一
九
？
）
等
々
の
名
前
が
出
て
、
そ
し
て
西
行
に
至
る
。
し
か
し
、

そ
の
文
学
史
の
中
に
親
鸞
・
道
元
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

　

分
野
別
に
タ
テ
割
り
に
し
、
時
代
を
ヨ
コ
に
輪
切
り
に
し
て
論
ず
る
。
そ
の
中
で
は
単
細
胞
の
専
門
家
を
養
成
す
る
こ
と
は
で
き
て

も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
重
要
な
思
想
の
、
大
い
な
る
流
れ
と
い
う
も
の
を
見
る
こ
と
も
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
そ
れ
を
妨
げ
て
き
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
先
に
言
っ
た
二
刀
流
と
い
う
問
題
の
重
大
性
み
た
い
な
も
の
も
見
出
す
こ
と
が
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で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

芭
蕉
と
『
荘
子
』

　

そ
し
て
最
後
に
芭
蕉
で
す
。
こ
れ
は
難
し
い
。
芭
蕉
と
い
う
の
は
複
雑
な
男
で
、
私
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
だ
け
ど
、
一
つ

だ
け
は
っ
き
り
言
え
る
こ
と
は
、
芭
蕉
も
ま
た
西
行
や
親
鸞
と
全
く
同
じ
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

芭
蕉
に
接
近
す
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
を
選
び
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
奥
の
細
道
』

と
並
ぶ
芭
蕉
の
代
表
的
な
エ
ッ
セ
イ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
旅
か
ら
旅
へ
の
生
活
を
し
て
、
最
後
は
生
き
倒
れ
て
髑さ
れ
こ
う
べ髏に
な

っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
覚
悟
を
歌
っ
た
、
そ
の
覚
悟
を
示
し
た
詩
文
集
で
す
。
初
め
の
と
こ
ろ
に
こ
う
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で

す
。「
僧
に
似
て
塵
あ
り
、
俗
に
似
て
髪
な
し
」。
僧
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
煩
悩
（
塵
）
が
あ
る
と
自
分
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
は
、
お
前
は
俗
人
か
と
言
わ
れ
る
と
、「
俗
人
に
似
て
は
い
る
け
れ
ど
、
剃
髪
ぐ
ら
い
は
し
て
い
る
よ
。」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
「
僧
に
似
て
塵
あ
り
、
俗
に
似
て
髪
な
し
」。
こ
の
文
章
に
出
会
っ
た
と
き
私
は
、「
非
僧
非
俗
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
親
鸞
の
愚
禿

の
姿
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
芭
蕉
は
親
鸞
を
知
っ
て
い
た
の
か
、
全
く
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
大
量
の
芭
蕉
の
文
献
の
中
に
親
鸞
の
名
前
は
一
度
も
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
親
鸞
と
芭
蕉
の
間
に
は
約
四
〇

〇
年
の
時
代
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
謎
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
知
っ
て
い
て
名
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
か
、
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た
の

か
、
こ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。

　

芭
蕉
研
究
者
は
本
当
に
た
く
さ
ん
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
そ
の
論
文
全
部
に
目
を
通
す
こ
と
は
私
に
は
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
芭
蕉
は
中
国
の
古
典
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
あ
る
人
の
説
に
よ
る
と
、
芭
蕉
と
芭
蕉
の
一
門
は
、
あ
の

時
代
に
『
荘そ
う

子じ

』
に
関
心
を
も
ち
、
そ
の
研
究
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
老
荘
思
想
に
対
す
る
重
視
で
す
ね
。
老
荘
的
な
虚
無
・
カ
オ
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ス
、
あ
の
世
界
で
す
。
一
度
、
日
常
世
界
を
カ
オ
ス
の
世
界
に
落
と
し
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
言
葉
を
発
見
す
る
、
カ
オ
ス
願
望

と
い
う
の
が
非
常
に
強
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
芭
蕉
に
は
乞こ

食じ
き

願
望
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
は
菰こ
も
か
ぶ
り被で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
う
た
っ
た
俳
句
も
作
っ
て
い
ま
す
。

旅
を
し
て
い
る
と
き
に
乞こ
つ

食じ
き

僧そ
う

に
間
違
わ
れ
た
こ
と
が
何
度
か
あ
り
、
そ
れ
を
非
常
に
喜
ん
で
い
る
の
で
す
。
乞
食
願
望
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
本
当
に
乞
食
の
僧
に
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
そ
こ
ま
で
は
、
い
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
願
望
な
の
で
あ
り
ま
す
。
歌
を
作
る
、

美
の
信
徒
と
し
て
、
俳
諧
の
世
界
に
遊
ぶ
、
と
同
時
に
中
途
半
端
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
僧
へ
の
憧
れ
も
あ
る
。
僧
は
僧
で
も
乞
食

僧
の
僧
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。

　

あ
る
芭
蕉
研
究
家
が
、
老
荘
の
世
界
の
あ
る
詩
人
の
詩
句
の
中
に
、「
僧
に
似
て
塵
あ
り
、
俗
に
似
て
髪
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
突
き
止
め
て
い
る
。
だ
か
ら
普
通
の
文
献
学
的
比
較
研
究
か
ら
す
れ
ば
、「
こ
の
芭
蕉
の
言
葉
は
中
国
か
ら
の
影
響
だ

よ
。」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
い
う
声
が
芭
蕉
研
究
の
背
後
に
は
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
た
だ
ち
に
親
鸞
に
結
び
つ
け
る
人
が

い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
る
と
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
親
鸞
の
発
想
に
よ
く
似
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

日
本
人
の
信
仰
心

　

芭
蕉
が
『
奥
の
細
道
』
で
辿
っ
た
道
、
そ
こ
は
具
体
的
に
は
親
鸞
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
た
北
陸
路
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ほ
と

ん
ど
同
じ
ル
ー
ト
を
歩
い
て
い
る
。
芭
蕉
は
そ
の
と
き
、
そ
の
地
域
が
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
も
重
要
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
本
当
に

知
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
が
か
つ
て
そ
の
地
で
、
旅
の
生
活
の
中
で
苦
労
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は

ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
以
上
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
上
で
私
は
、
芭
蕉
が
親
鸞
の
こ
と
を
知
ろ
う
が
知
る
ま
い
が
、
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彼
も
ま
た
親
鸞
と
同
じ
よ
う
に
美
と
信
仰
の
二
本
道
を
歩
い
て
い
っ
た
、
日
本
人
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
信
仰
心
の
ル
ー
ト
の
上
を
歩
い
て

い
っ
た
、
そ
う
い
う
人
間
だ
っ
た
と
解
釈
す
れ
ば
い
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
「
非
僧
非
俗
」
も
、「
半
僧
半
俗
」
も
、
そ
れ
か
ら
今
申
し
あ
げ
た
「
僧
に
似
て
塵
あ
り
」
と
い
う
芭
蕉
の
考
え
方
・
生
き
方
も
、
す

べ
て
は
日
本
人
の
信
仰
心
の
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
に
流
れ
て
い
る
重
要
な
考
え
方
・
感
じ
方
・
生
き
方
、
そ
の
発
現
で
あ
る
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
世
界
を
知
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
世
界
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
時
代
区
分
と
い
う
ヨ
コ
割
り
、
分
野
別
と
い

う
タ
テ
割
り
、
こ
う
い
う
学
問
の
立
場
か
ら
は
自
由
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
由
に
な
ら
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
、
そ
う
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
西
行
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
親
鸞
と
い
う
人
生
、
芭
蕉
と
い
う
存

在
、
こ
れ
ら
が
バ
ラ
バ
ラ
に
、
そ
の
専
門
領
域
に
局
限
さ
れ
、
そ
こ
で
の
み
議
論
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
は

我
々
自
身
の
信
仰
心
の
宝
を
、
そ
の
可
能
性
を
結
局
は
つ
ぶ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

認
知
症
と
「
自
然
法
爾
」

　

も
う
一
つ
、
最
近
私
の
目
の
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
が
、
こ
の
高
齢
社
会
の
国
民
的
状
況
の
中
の
認
知
症
と
い
う
問
題
で
あ

り
ま
す
。
私
は
今
年
八
十
八
歳
で
、
あ
と
二
年
経
て
ば
親
鸞
さ
ん
の
九
十
歳
ま
で
い
く
の
で
す
。

　

今
、
人
生
一
〇
〇
年
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
〇
〇
年
時
代
を
謳
歌
す
る
メ
デ
ィ
ア
が
増
え
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
た

い
へ
ん
で
す
。
一
〇
〇
年
時
代
の
高
齢
者
の
晩
年
を
ど
う
す
る
か
、
晩
年
を
ど
う
生
き
て
死
ぬ
か
。
前
天
皇
も
退
位
さ
れ
る
前
は
、「
天

皇
の
終
焉
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
高
齢
社
会
の
終
末
期
の
最
重
要
問
題
が
、
認
知
症
の
問
題
と
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
も
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い
つ
そ
れ
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
今
日
も
、
も
う
少
し
い
ろ
い
ろ
な
人
の
名
前
を
出
し
な
が
ら
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
も
う
出

て
こ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
会
場
で
「
教
え
て
く
だ
さ
い
。」
な
ど
と
言
う
と
、
ス
マ
ホ
で
教
え
て
く
だ
さ
る
学
生
さ
ん
が
お
い
で

に
な
り
ま
す
。

　

数
年
前
か
ら
認
知
症
の
専
門
家
の
ご
本
な
ん
か
を
拝
読
し
て
お
り
、
長
谷
川
和
夫
さ
ん
（
一
九
二
九
〜
）
の
『
や
さ
し
く
学
ぶ
認
知
症

の
ケ
ア
』（
永
井
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
ら
、
認
知
症
の
治
療
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
知
ら
れ
る
長
谷
川
さ
ん
が
、

認
知
症
に
な
っ
た
方
を
介
護
す
る
と
き
の
最
重
要
な
心
得
は
何
か
と
い
う
問
い
を
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
あ
り
の
ま
ま
に
引

き
受
け
る
こ
と
」
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
ま
ま
・
あ
り
の
ま
ま
、
こ
れ
が
認
知
症
的
社
会
に
お
け
る
介
護
者
・
関
係
者
の
重
要
な
心
が
け

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
て
、
こ
の
と
き
に
親
鸞
の
「
自
然
法
爾
」
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
の
で
す
。

　

あ
り
の
ま
ま
・
そ
の
ま
ま
、
念
仏
で
、
仏
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
姿
か
た
ち
が
な
い
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
仏
。
考
え
て
み
る
と
、

こ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
計
ら
い
を
捨
て
て
、
あ
り
の
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、
実
は
難
し
い
こ
と
は
な
い

の
で
す
。
こ
れ
は
易
行
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
、
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
難
行
・
苦
行
の
果
て
に
し

か
手
に
入
ら
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

西
行
の
や
っ
た
よ
う
に
、
断
食
往
生
し
よ
う
と
い
つ
決
断
す
る
か
。
で
も
、
認
知
症
に
な
れ
ば
、
い
つ
す
る
か
も
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
、
機
を
逸
す
る
。
自
己
決
定
な
ん
て
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
、
今
日
の
主
題
と
絡
め
て
言
え
ば
、
西
行
で
死
ぬ
か
、
親
鸞
で
生
き
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
お
時
間
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
私
の
話
は
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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