
よ

び

か

け

と

め

ざ

め

丨

言

と
 

光
と 

信
の 

考

一
 

世
親
菩
薩
の
『浄
土
論
』
に
は
、
浄
土
と
し
て
の
如
来
が
「
真 

実
智
慧
無
為
法
身
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の 

法
身 
(
6
^
!

ヨ
爲
^1
巴 

の
身
は
、

体

駆
(
一
;
!

〇̂
)

と
い
う
よ
う 

な
意
味
で
は
な
く
、
機
能
、
す
な
わ
ち
、
も
の
の
は
た
ら
き
を
あ 

ら
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
が
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う 

よ
う
な
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。

一
切
衆
生
を
し
て
一
切
諸
仏 

た
ら
し
め
る
と
い
う
よ
う
な
は
た
ら
き(

機
能)

、
凡
夫
と
し
て
あ 

る
衆
生
を
仏
と
い
う
あ
り
方
に
転
ず
る
よ
う
な
は
た
ら
き
を
身
と 

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
法
身
を
解
釈
し
て
、
曇
鸞
大
師
は
『
論
註
』
に
、
法
性
法 

身
と
方
便
法
身
の
二
種
法
身
を
説
く
。
そ
し
て
「
法
性
法
身
に
由 

っ
て
方
便
法
身
を
生
ず
、
方
便
法
身
に
由
て
法
性
法
身
を
出
す
」

察

——

安 

田 

理 

深 

と
、
二
種
法
身
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

『
論
』
に 

「
真
実
智
慧
」
と
あ
る
言
葉
に
よ
っ
て
い
え
ば
、
法
性
は
真
実
で 

あ
る
と
い
え
よ
う
。
真
実
の
法
性
か
ら
方
便
を
生
じ
、
そ
の
方
便 

に
よ
っ
て
真
実
を
成
就
す
る
。
法
性
法
身
に
よ
っ
て
方
便
法
身
を 

生
じ
、
方
便
法
身
に
よ
っ
て
法
性
法
身
を
出
す
と
い
う
の
で
あ
る 

か
ら
、
そ
こ
に
は
、
生
と
出
と
が
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
関
係 

は
交
互
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が(

形
式
的
に
は)

い
え
る
よ
う 

で
あ
る
。
し
か
し
、
交
互
的
と
い
っ
て
も
、
生
と
出
と
い
う
の
で 

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
区
別
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら 

な
い
。

こ
の
二
種
法
身
が
、
た
だ
ち
に
言(

こ
と
ば)

と
い
う
こ
と
に 

つ
い
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ま
、
こ
の
法
身
説
を 

手
が
か
り
と
し
て
、
言
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

一
般
的
に
い
っ
て
、
言
と
い
う
も
の
は
、
思
想
を
伝
達
す
る
道
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具
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
は
、
非
常
に
す
ぐ
れ 

た
道
具
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
方
便
と
い
う
意
味
を 

も
っ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
言
は
有
用
な
も
の
で
あ 

る
と
い
う
が
、
実
は
、
こ
の
有
用
性
が
道
具
の
本
質
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
ま
た
、
言
は
、
実
在
が
人
間
に
語
り
か
け
る
も
の 

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合'

人
間
は
、
た
だ
ゝ
語
る
と
い
う 

す
ぐ
れ
た
能
力
を
も
つ
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
言
に
は
、
 

む
し
ろ
、
人
間
の
本
質
を
規
定
す
る
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
人
間 

は
言
を
も
っ
た
動
物
で
あ
る
。
言
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間 

に
お
け
る
単
な
る
一
つ
の
機
能
で
は
な
い
。
実
在
の
言
と
い
う
と 

こ
ろ
に
は
、
実
在
が
言
と
し
て
人
間
に
な
る
と
い
う
意
義
が
あ
る 

の
で
あ
る
。

同
時
に
、
人
間
は
、
言
を
つ
く
る
も
の
で
も
あ
る
。
人
間
は
、
 

道
具
を
つ
く
る
よ
う
に
言
を
つ
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
言
は
、
本 

当
の
道
具
で
あ
る
。
道
具
に
よ
っ
て
、
物
を
生
産
す
る
と
い
わ
れ 

る
か
、
こ
の
言
と
か
道
具
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
が
単
な 

る
主
観
的
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
た 

だ
ー
人
な
ら
ば
言
は
不
要
で
あ
る
が
、
言
を
と
お
し
て
人
は
人
に 

関
係
し
、
道
具
を
と
お
し
て
人
は
も
の
に
関
係
す
る
。
そ
の
よ
う 

に
、
人
は
、
物
に
た
い
す
る
か
か
わ
り
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る 

と
共
に
、
ま
た
、
人
に
た
い
し
て
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ

る
〇
そ
の
、
物
に
た
い
す
る
か
か
わ
り
、
人
に
た
い
す
る
か
か
わ 

り
と
い
う
間
柄
を
も
っ
て
あ
る
も
の
が
人
間
で
あ
る
。
人
間
は
関 

係
的
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
間
は
、
た
だ
主
観
的
に
あ
る
の 

で
は
な
く
て
、
主
体
的
に
あ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う 

に
、
言
は
、
す
ぐ
れ
た
道
具
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有 

用
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
、

一
般
的
に
考
え 

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二 

と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
、
い
ま
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る 

言
は
、
人
間
の
根
元
が
人
間
に
語
る
言
で
あ
る
。
そ
こ
に
方
便
と 

い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
こ
の
方
便
と
い 

う
こ
と
に
は
非
常
な
誤
解
が
伴
い
や
す
い
。
俗

に

「
噓
も
方
便
」 

な
ど
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
言
本
来
の
意
味
が
見
失
わ
れ
て 

堕
落
し
て
遣
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
便
は
真
実
か
ら
出
た
も 

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
こ
と
の
は
た
ら
き
を
方
便
と
い
う
の 

で
あ
っ
て
、
噓
を
方
便
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
噓 

を
ま
こ
と
に
す
る
も
の
が
方
便
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
方
便
に 

誤
解
が
伴
う
の
は
、
道
具
性
、
有
用
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
係
が 

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

言
は
、
有
用
な
道
具
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
も
っ
と
根
元
的
に
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は
、
自
己
目
的
的
で
あ
る
。
道
具
に
は
、
道
具
の
道
具
と
い
う
も 

の
が
あ
る
。
道
具
を
つ
く
る
道
具
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
今
日 

の
機
械
と
か
技
術
と
い
う
も
の
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
道 

具
は
道
具
に
た
い
し
て
道
具
で
あ
る
と
い
う
連
関
を
も
っ
て
い 

る
。
そ
し
て
、
こ
の
道
具
は
こ
の
た
め
に
あ
り
、
こ
の
道
具
は
こ 

の
た
め
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、

「-

の
た
め
」
と
い
う
こ
と 

で
連
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
何
の
た 

め
で
も
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
。
い
か
に
し
て 

も
道
具
に
な
ら
ぬ
も
の
、
道
具
に
し
て
は
な
ら
ぬ
も
の
が
人
間
で 

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
具
一
般
の
考
え
で
も
っ
て
、
言
を
考
え 

つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
言
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
ま 

さ
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
が
、
単
な
る 

記
号
で
あ
る
な
ら
ば
、
伝
達
の
た
め
の
道
具
だ
と
い
う
こ
と
が
で 

き
る
が
、
言
に
は
、
さ
ら
に
表
現
と
い
う
意
味
が
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
詩
と
か
小
説
と
い
う
よ
う
な
言
語
に
よ
る
芸
術
の 

場
合
、
言
に
は
、
有
用
性
だ
け
で
は
い
い
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な 

い
も
の
が
あ
る
。
芸
術
に
あ
っ
て
は
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
 

つ
く
る
も
の
へ
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

つ
く
ら
れ
た
も 

の
は
、

つ
く
っ
た
も
の
か
ら
独
立
し
、
か
え
っ
て
、

つ
く
ら
れ
た 

も
の
が
、
つ
く
っ
た
も
の
を
つ
く
る
。
作
品
は
、
作
者
か
ら
出
て 

し
か
も
作
者
か
ら
独
立
し
、
そ
れ
自
身
の
運
命
を
も
っ
て
く
る
。

作
品
は
作
品
自
身
の
運
命
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
他
の
た 

め
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
有
用
性
で
は
な
く
、
自
己
が
自
己
を
成 

就
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
自
己
目
的
的
な
も
の
、
他
の
何
も
の
を 

も
目
的
と
せ
ず
、
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
、
他
の 

手
段
と
し
て
の
道
具
で
な
く
、
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
よ
う
な 

も
の
——

そ
う
い
う
意
味
が
、
言
に
は
あ
る
と
思
う
。
言
に
は
、
 

他
の
た
め
で
は
な
く
、
自
己
が
自
己
を
成
就
す
る
よ
う
な
、
自
足 

性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

方
便
法
身
の
場
合
の
方
便
と
い
う
こ
と
も
、
そ
う
い
う
意
味
に 

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
単
に
他
の
た
め 

の
方
便
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
真
に
自
己
を
成
就
す
る
と
い
う 

よ
う
な
意
味
で
方
便
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
言
は
、
 

そ
れ
自
身
が
方
便
法
身
で
あ
る
。

三

法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
生
ず
と
い
う
と
き
の
生
は
、
無
か 

ら
有
を
生
ず
る
と
い
う
よ
う
に
、
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に 

な
る
こ
と
。
そ
し
て
、
方
便
法
身
か
ら
法
性
法
身
を
出
す
と
い
う 

出
は
、
本
来
あ
っ
た
も
の
が
あ
ら
わ
れ
出
る
こ
と
。
生
は
生
産
、
 

出
は
表
出
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
生
と
い
う
と
こ
ろ 

に
は
大
き
な
転
換
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
離
言
の
法
性
が
言
と
な

38



る
。
こ
の
言
と
い
う
と
こ
ろ
に
方
便
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生 

に
は
、
離
言
が
言
と
な
り
、
無
が
有
と
な
る
と
い
う
意
味
が
あ 

る
〇さ

ら
に
、
こ
の
生
に
、
生
起
と
か
発
起
と
い
う
意
味
を
考
え
る 

こ
と
が
で
き
る
が
、
生
起
は
、
言
(

こ
と
ば)

か
ら
無
数
の
言
葉 

(

こ
と
ば)

を
生
起
す
る
と
い
う
場
合
に
用
い
る
。

そ
し
て
、
離 

言
か
ら
言
を
生
ず
る
場
合
は
、
超
越
的
生
起
と
い
う
こ
と
で
あ
っ 

て
、
そ
れ
を
発
起
と
い
い
あ
ら
わ
し
て
も
い
い
と
思
う
。
発
起
に 

は
、
超
越
的
な
意
味
が
含
ま
れ
る
。
離
言
が
離
言
を
こ
え
て
言
と 

な
る
。
イ
ン
ド
の
論
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
は
安
立
さ
れ 

た
も
の
、
そ
れ
に
た
い
し
て
離
言
は
非
安
立
で
あ
る
と
い
う
。 

こ
の
離
言
か
ら
言
が
安
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
生
が
あ
る
。
す
な 

わ
ち
、
生
に
は
大
き
な
転
換
が
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
言
が 

安
立
さ
れ
、
方
便
が
成
就
す
る
と
、
成
就
し
た
方
便
そ
の
も
の
が 

法
性
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
出
と
い
う
の
で 

あ 

る
。
だ
か
ら
、
生
と
出
と
の
関
係
は
、
交
互
的
だ
と
い
っ
て
も
、
 

生

は

「
法
性
法
身1

方
便
法
身
」
と
矢
印
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で 

き
る
が
、
出
の
方
は
「
方
便
法
身"

法
性
法
身
」
で
あ
っ
て
、
矢 

印
で
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
性
か
ら
方
便
を
生
じ
、
そ
の
方 

便
の
な
か
に
法
性
が
成
就
す
る
。
法
性
か
ら
方
便
を
生
ず
れ
ば
、
 

そ
の
方
便
そ
の
も
の
が
法
性
と
な
る
。
法
性
は
、
方
便
に
ま
で
具

体
化
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
法
性
が
法
性
自
身
を
成
就
す
る
の 

が
言
で
あ
る
。
も
し
、
生

を

「
法
性
！
方
便
」
と
あ
ら
わ
す
の
と 

同
じ
よ
う
に
、
出

を

「
方
便!

法
性
」
と
示
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は 

方
便
を
否
定
し
て
法
性
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
方
便
は
有 

用
性
の
意
味
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
し
に
、
方
便 

の
ま
ま
が
法
性
、

「
方
便
”
法
性
」
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
も
の
、へ
た
よ
う
に
、
芸
術
の
例
を 

手
が
か
り
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
言
語 

芸
術
の
場
合
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
言
そ
の
も
の
が
自
己 

を
完
成
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
 

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
像
に
つ
い
て
い
え
ば
、
大
理
石
は5
8

コ(

材
料) 

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
と
い
う
か
た
ち
と
な
る
。 

甲〇

コ 

は
無
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
と
い
う 

と
な
る
。
か
た
ち
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
限
定
の
な
い
も
の
が 

限
定
さ
れ
て
く
る
。
か
た
ち
の
な
い
も
の
は
無
と
し
て
無
限
の
可 

能
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
は
有
限
化
さ
れ 

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
有
限
な
も
の
に
価
値
が
あ
る
の
で
あ
っ
て 

無
限
は
無
価
値
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
で
は
考 

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は̂

〇
弐
以
外 

の
無
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
空
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
考
え
ら 

れ
て
い
な
い
。
5

ぎ
コ
は
無
だ
と
い
う
が
、
か
た
ち
に
た
い
す
る
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か
た
ち
の
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
、
刃
。
立
も
や
は
り
一
つ
の 

か
た
ち
で
あ
る。

5
1
：0
は

は
、
有
か
ら
考
え
ら
れ
た
無
で
あ
る
。 

だ
か
ら
、5

1
:
〇
・

と
い
う
有
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

だ
か
ら
無
か
ら
有
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
は 

「-
-

か
ら
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
と
有
と 

い
っ
て
も
、
結
局
、
有
と
有
と
の
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の 

よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る5

1
:
〇
凸

と
い
う
も
の
は
、
本
当
の 

意
味
で
の
無
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
 

か
た
ち
の
な
い
も
の
が
か
た
ち
を
と
る
と
き-

か
た
ち
に
表
現 

さ
れ
る
と
き
、
そ
の
と
き
、
も
の
が
真
の
も
の
と
な
る
と
い
う
考 

え
は
、
い
ま
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
う
。 

ち
ょ
う
ど
、
そ
の
よ
う
に
、
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
関
係
も 

法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
生
ず
れ
ば
、
そ
の
方
便
の
ほ
か
に
法 

性
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
た
び
法
性
が
方
便
と 

な
れ
ば
、
そ
の
方
便
が
法
性
で
あ
る
。
芸
術
に
た
と
え
れ
ば
、
っ 

く
っ
た
自
己
よ
り
も
、
つ
く
ら
れ
た
自
己
の
方
が
本
当
の
自
己
で 

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

さ
て
、
言
は
表
現
す
る
も
の
、
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
つ
い
て
、
顕
境
名
言(

対
象
を
顕
わ
す
名
言)

と
か
、
表
義

名

言(

意
義
を
表
わ
す
名
言)

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ 

っ
て
、
言
に
は
、
表
顕
す
る
と
か
、
開
示
す
る
と
か
、
あ
る
い
は 

開
顕
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な 

わ
ち
、
こ
れ
ま
で
覆
わ
れ
て
い
た
も
の
が
取
り
除
か
れ
て
明
ら
か 

に
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
、

「
言
」
と
共
に
「
光
」
が
出 

て
く
る
。

自
己
は
、
い
か
に
覆
わ
れ
て
い
て
も
、
覆
わ
れ
て
い
た
も
の
自 

身
は
失
わ
れ
な
い
。
法
性
は
失
わ
れ
な
い
。
い
か
に
覆
わ
れ
て
い 

て
も
、
覆
わ
れ
て
い
た
も
の
は
な
く
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
自 

己
の
根
底
に
流
れ
て
い
て
失
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本 

願
は
法
性
で
あ
る
。
本
願
は
人
間
の
根
底
で
あ
る
。
そ
の
覆
わ
れ 

て
い
る
願
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
一一
5

に
よ
っ
て
光
に 

な
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
言
は
表
顕
し
開
示
す
る
も
の
で
あ 

る
の
に
た
い
し
て
、
光
は
相
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い 

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に' 

名
(

名
言)

と

光(

光
明)

が
非
常
に
大
切
な
も 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
方
便
に
は
、
こ
の
名
と
光
の
二
が
考
え
ら 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
法
性
と
方
便
の
関
係
に
つ
い
て
い
え 

ば
、

「
法
性
よ
り
方
便
を
生
ず
」
と
い
う
の
が
言
、

「
方
便
よ
り 

法
性
を
出
す
」
が
光
で
あ
る
。
法
性
が
方
便
と
い
う
言
に
な
れ
ば 

そ
の
言
自
身
に
法
性
が
光
り
あ
ら
わ
れ
る
。
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し
か
も
、
こ
の
言
は
聞
く
も
の
、
光
は
見
る
も
の
と
い
う
こ
と 

が
で
き
る
。
し
か
し
、
聞
く
と
か
見
る
と
い
っ
て
も
、
肉
眼
で
見 

る
と
か
、
た
だ
耳
で
聞
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
〇
聞
と 

見
は
、
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
眼
が
見
る
の
で
は 

な
く
、
耳
が
聞
く
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
眼
を
も
っ
て
い
る
と 

か
え
っ
て
見
え
な
い
も
の
、
耳
を
も
っ
て
い
る
と
、
か
え
っ
て
聞 

え
な
い
も
の
、
そ
れ
が
人
間
の
根
底
、
本
願
で
あ
る
。
そ
の
よ
う 

に
、
肉
体
を
も
っ
て
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
法
を 

見
る
も
の
は
肉
体
を
も
っ
た
心
で
は
な
い
。
智
慧
の
眼
で
あ
る
。 

だ
か
ら
、
そ
こ
に
自
覚
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

法
に
よ
っ
て
自
己
に
め
ざ
め
る
。
そ
の
、
め
ざ
め
さ
す
法
の
は 

た
ら
き
が
法
の
身
で
あ
り
、
そ
の
法
身
が
言
と
な
る
。
め
ざ
ま
す 

法
は
離
言
で
あ
る
が
、
そ
の
法
の
め
ざ
ま
す
は
た
ら
き
が
言
と
な 

り
光
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
め
ざ
め
る
。
聞
く
と
か
見 

る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
め
ざ
め
る
。
人
間
が
自
己
の 

根
元
に
め
ざ
め
る
。
自
覚
す
る
心
が
聞
き
、
自
覚
す
る 

心
が 

見 

る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
肉
体
の
眼
を
と
ざ
せ
ば
、
か
え
っ
て
見
え 

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
肉
体
の
眼
に
よ
っ
て
迷
う
て
自
己
を
失
う
。 

そ
の
よ
う
な
肉
体
の
眼
を
す
て
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
存
在
の
全
体 

が
眼
と
な
る
。
全
身
が
眼
と
な
る
。
外
の
声
を
聞
く
よ
う
な
耳
を 

す
て
る
と
こ
ろ
に
、
全
身
が
道
を
聞
く
耳
に
な
る0

人
間
の
全
存

在
が
、
内
な
る
根
元
の
声
を
聞
く
耳
に
な
る
。
外
の
も
の
を
見
る 

眼
を
す
て
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
全
存
在
が
内
を
観
る
眼
に
な 

る
。
自
覚
の
眼
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
の
眼
を
失
え
ば
、
人
間
は
事
物 

化
さ
れ
て
自
己
を
失
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
突
破
し
な
け
れ 

ば
な
ら
ぬ
が
、
突
破
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
人
間
を
事 

物
化
し
、
自
己
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
今
日
の
資
本
主
義
社
会
を
牧 

歌
的
な
社
会
に
か
え
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
今
日
の
社
会
を 

再
び
ナ
イ
ー
ブ
な
社
会
に
ひ
き
も
ど
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
き 

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
ナ
イ
ー
ブ
な
も
の
を
、
自
覚
と
し
て
見
出 

す
と
こ
ろ
に
、
宗
教
や
思
想
の
仕
事
が
あ
る
。

自
己
の
内
面
の
声
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
の
声
を
聞
く 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
も
の
も
妨
げ
る
こ
と 

の
で
き
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
、
科
学
や
技
術
な
ど
が
い
か
に
し 

て
も
妨
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
そ
れ
が
実
在
の
声
を
聞
く 

と
い
う
こ
と
、
実
在
の
自
覚
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
自
覚
は
、
科 

学
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
科
学
の
延
長 

上
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
突
破
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

外
的
な
も
の
を
外
的
に
突
破
す
る
の
で
は
な
く
て
、

内
に
超
え 

る
。
そ
の
方
法
が
聞
で
あ
り
見
で
あ
る
。
真
理
を
見
る
と
か
、
真 

理
を
聞
く
と
い
う
が
、
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
よ
う

41



な
実
在
を
聞
き
、
且
つ
実
在
を
見
る
。
こ
の
見
る
と
か
聞
く
と
い 

う
こ
と
が
自
覚
の
方
法
で
あ
る
。

も
し
、
今
日
の
社
会
か
ら
ナ
イ
ー
ブ
な
も
の
に
か
え
ろ
う
と
い 

う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
突
破
で
は
な
く
て
断
念
で
あ
る
。
無
抵 

抗
で
あ
る
こ
と
も
、
無
抵
抗
と
い
う
抵
抗
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い 

し
て
、
科
学
や
技
術
が
人
間
を
苦
し
め
る
の
で
は
な
く
て
、
組
織 

に
問
題
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
人
間
を
豊
か
に
す
る
は 

ず
の
も
の
が
、
か
え
っ
て
人
間
を
貧
し
く
す
る
。
だ
か
ら
、
今
日 

で
は
、
そ
の
よ
う
な
組
織
を
変
革
す
る
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
る 

わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
と
矛
盾
し
な
い
で
、
し
か
も 

そ
れ
ら
と
は
別
に
、
見
る
と
か
聞
く
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
こ
れ 

は
、
突
破
す
る
こ
と
の
断
念
で
も
な
く
、
ま
た
組
織
の
変
革
で
も 

な
い
。
見
る
と
か
聞
く
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
め
ざ
め
る
方
法
。 

そ
れ
は
科
学
と
矛
盾
も
し
な
い
が
、
ま
た
特
に
科
学
と
妥
協
す
る 

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
道
で
も
な
い
。
こ
れ
が
、
思
想
や
宗
教 

の
道
、
す
な
わ
ち
自
覚
的
方
法' 

思
惟
の
方
法
で
あ
る
。

五

見
る
の
は
光
に
よ
っ
て
相
を
見
る
。
聞
く
の
は
言
に
よ
っ
て
意 

を
聞
く
。
言
の
魂
、
言
の
意
味
、
す
な
わ
ち
離
言
の
意
を
聞
く
の 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
親
鸞
聖
人
は
、
方
便
法
身
に
つ
い
て
「
方

便
と
申
す
は
、
形
を
あ
ら
わ
し' 

御
名
を
示
し
て
、
衆
生
に
知
ら 

し
め
た
も
う
を
申
す
な
り
、

す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
な
り
」
(

一
念 

多
念
文
意)

と
い
わ
れ
る
。

示
現
す
る
、

す
な
わ
ち
、
意
を
開
示 

し
、
相
(

形)

を
顕
現
す
る
、
こ
れ
が
方
便
法
身
で
あ
る
。

こ
の 

方
便
に
お
い
て
法
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
意
味 

で
光
と
い 

う
。と

こ
ろ
で
、
言
を
聞
く
と
い 

っ
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に 

肉
体
の
耳
で
聞
く
の
で
な
く
て
、
心
で
聞
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の 

よ
う
な
実
在
の
声
を
聞
く
心
を
信
と
い
う
。
そ
し
て
、
見
る
と
い 

う
こ
と
は
——

勿
論
、
信
と
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ 

れ
は
、
証
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。
聞
く
の
は 

覆
う
も
の
が
あ
っ
て
も
聞
え
る
。
雲
が
あ
っ
て
も
聞
え
る
。
し
か 

し
、
見
る
の
は
、
覆
い
が
と
れ
、
雲
が
晴
れ
て
見
る
。
わ
れ
わ
れ 

が
、
語
り
か
け
を
聞
け
ば
、
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
か
け
た 

も
の
に
ふ
れ
る
。
し
か
し
、
語
り
か
け
る
も
の
を
見
る
と
き
、
語 

り
か
け
た
も
の
は
、
実
は
聞
く
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

を
明
ら
か
に
す
る
。

だ
か
ら
、
言
が
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
く
も
の
の
心
を 

聞
き
、
そ
し
て
そ
こ
に
聞
く
も
の
を
見
る
と
き
、
見
ら
れ
た
も
の 

は
見
る
も
の
自
身
と
な
る
。
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
が
ー
ー 

つ
あ
る
の
で
は
な
い
。 

見
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
自
分
自
身
で
あ
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っ
た
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
証
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
に
語 

り
か
け
て
き
た
も
の
の
声
は
、
実
は
自
己
自
身
の
声
で
あ
っ
た
。 

自
己
自
身
に
帰
れ
と
い
う
声
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
見
る
こ 

と
に
は
、
帰
れ
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。

聞
の
方
は
、
語
る
も
の
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
語
る
も 

の
に
ふ
れ
、
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
自
己
自
身
が
あ
る 

の
を
見
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、
如
来
を
見
る
も
の
は
如
来
で
あ 

る
。

『
法
華
経
』
に

は

「
唯
仏
与
仏
」
と
い
い
『大
無
量
寿
経
』 

に

は

「
仏
仏
相
念
」
と
い
う
。
仏
を
見
る
と
き
に
は
、
見
る
も
の 

自
身
が
仏
で
あ
る
。
仏
で
な
い
も
の
が
仏
を
見
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。
仏
を
見
る
と
き
に
は
、
見
る
も
の
自
身
が
仏
と
な
っ
た
と
き 

で
あ
る
。
そ
れ
が
見
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
仏
で
あ
っ
て
、
し
か
も
仏
で
あ
る
こ
と
を
失
っ
た 

も
の
を
込
ざ
ま
す
の
が
語
り
か
け
で
あ
る
。
そ
の
時
、
衆
生
と
仏 

が
相
対
す
る
。
こ
の
相
対
性
の
と
こ
ろ
に
聞
が
あ
る
。
聞
は
相
対 

性
を
あ
ら
わ
し
、
見
は
同
体
性
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
よ
う
に
、
聞 

の
方
は
、
語
る
も
の
と
聞
く
も
の
と
二
で
あ
る
。
二
に
お
い
て
聞 

が
成
立
つ
。
し
か
し
、
そ
の
二
の
ま
ま
が
不
二
で
あ
る
。
そ
れ
が 

見
で
あ
る
。

二
而
不
二
、
二
の
ま
ま
が
不
二
で
あ
っ
て
、
二
が
不
二
と
な
る 

の
で
は
な
い
。
二
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
不
二
と
な
る
の
で
は
な

い
。
二
で
あ
る
ま
ま
が
二
で
な
い
。
二
を
や
め
て
不
二
な
ら
、
不 

二
で
は
な
く
て
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
を
や
め
て
ー
に
な
る 

の
で
は
な
い
。
二
の
ま
ま
が
二
で
な
い
。
見
と
聞
は
、
そ
う
い
う 

関
係
に
あ
る
。
感
応
道
交
と
か
、
呼
応
関
係
は
、
こ
の
二
の
ま
ま 

が
不
二
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
成
立
つ
の
で
あ
る
。

六

善
導
大
師
は
、

『往
生
礼
讃
』
に

「
弥
陀
世
尊
は
、
本
深
重
の 

誓
願
を
発
し
て
、
光
明
名
号
を
以
っ
て
十
方
を
摂
化
し
た
ま
う
」 

と
い
わ
れ
る
。
法
性
す
な
わ
ち
本
願
を
、
本
深
重
の
誓
願
と
い
わ 

れ
る
。
本

願
(

法
性)

は
、
人
間
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
で
あ 

る
。
そ
の
本
願
は
、
名
と
光
を
も
っ
て
十
方
を
摂
化
す
る
。
十
方 

と
は
十
方
衆
生
の
こ
と
で
あ
る
。
光
は
摂
す
る
も
の
、
名
は
化
す 

る
も
の
。
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
変
化
さ
せ
る
、
転
化
さ
せ
る 

と
い
う
こ
と
。
人
間
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
。
そ
れ
が
自
覚
で 

あ
る
。

名
は
、
人
間
に
よ
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
あ
り
方
を 

転
ず
る
。
す
な
わ
ち
自
覚
せ
し
め
る
。
そ
の
自
覚
し
た
も
の
を
光 

に
摂
す
る
。
根
元
は
、
根
元
に
め
ざ
め
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
め 

ざ
め
た
も
の
を
摂
す
る
。
化
を
前
提
と
し
て
光
に
摂
す
る
。
光
明 

名
号
を
も
っ
て
十
方
を
摂
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
方
便
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、方
便
は
、自
己
が
自
己
を
成
就
す
る
方
法
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
「
光
明
名
号
摂
化
十
方
」
は
法
身
に
つ
い
て
い 

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
摂
化
さ
れ
る
衆
生
に
あ
っ
て
は
「
但
信 

心
を
し
て
求
念
せ
し
む
」
と
い
わ
れ
る
。

「
但
」
と

は

「
唯
」
と 

い
う
こ
と
。
衆
生
を
摂
化
す
る
法
身
が
成
就
す
れ
ば
、
た
だ
衆
生 

に
残
る
の
は
信
心
の
み
で
あ
る
。
よ
び
か
け
を
聞
き
、
よ
び
か
け 

た
も
の
を
見
る
と
い
う
信
心
だ
け
が
人
間
の
側
に
要
求
さ
れ
る
。 

す
な
わ
ち
、
信
心
だ
け
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
信
心
だ
け
が
必
要
な 

も
の
で
あ
る
。

よ
び
か
け
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
よ
び
か
け
、
人
間
を
よ
び
さ 

ま
す
も
の
で
あ
る
が
、
よ
び
か
け
に
は
、
何
か
必
要
と
す
る
も
の 

が
あ
る
。
必
要
が
あ
る
か
ら
よ
び
か
け
る
。
語
り
か
け
る
本
願
、
 

光
明
名
号
と
な
っ
た
本
願
は
、
人
間
を
必
要
と
す
る
。
人
間
を
ま 

っ
て
、
は
じ
め
て
摂
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
但 

は
、
結
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
。
法
身
は
光
明
名
号
と
し
て
成
就 

す
る
、
し
て
み
れ
ば
、
人
間
を
必
要
と
す
る
。
人
間
を
必
要
と
し 

人
間
に
め
ざ
め
を
要
求
す
る
、
自
覚
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 

但
と
い
う
こ
と
は
、

! :
す
け̂

〇
を
と
い
う
こ
と
、

巴50  
(

ア
ル
ゾ 

1

)

と
い
う
こ
と
、
し
て
み
れ
ば
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
と
思 

う
。本

願
は
名
を
も
っ
て
成
就
し
た
。
法
性
は
方
便
に
ま
で
成
就
し

た
。
し
て
み
れ
ば
、
人
間
の
側
に
必
要
な
も
の
は
、

た

だ(

但) 

め
ざ
め
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
殆
ん
ど
全
部
が
完
成
し
た 

が
、
最
後
の
釘
一
本
を
打
つ
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
釘
の
ー 

本
が
な
け
れ
ば
法
が
完
全
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な 

い
。
が
、
法
が
完
全
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
人
間
が
必 

要
で
あ
る
。
人
間
の
上
に
完
全
な
法
を
実
現
す
る
た
め
に
、
人
間 

の
め
ざ
め
を
必
要
と
す
る
。
完
全
な
も
の
が
完
全
で
あ
る
こ
と
を 

証
明
す
る
た
め
に
人
間
を
必
要
と
す
る
。
法
は
絶
対
で
あ
る
が
、
 

そ
の
絶
対
の
法
は
、
有
限
の
人
間
を
必
要
と
す
る
。 

だ
か
ら
、
有
限
な
る
人
間
に
絶
対
の
意
義
を
与
え
る
の
が
信
心 

で
あ
る
。
何
か
外
的
な
方
法
で
も
っ
て
人
間
が
絶
対
に
な
る
の
で 

は
な
い
。
人
間
は
有
限
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
間
を
延
長 

し
て
絶
対
に
な
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ 

る
。
人
間
は
有
限
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
有
限
が
絶
対
に
な
る
の 

は
、
有
限
を
忘
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
有
限
を
や
め
る
こ
と 

で
も
な
い
。
有
限
が
有
限
の
位
置
を
自
覚
す
る
こ
と
、
無
限
と
の 

か
か
わ
り
と
い
う
位
置
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
有
限
が
有
限 

を
自
覚
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
有
限
の
ま
ま
が
絶
対
で
あ
る
。

(

本
稿
は
昭
和
三
十
九
年
五
月
三
十
日 

大
谷
大
学
文
学 

部
に
お
け
る
講
義
の
筑
銀
で
あ
る
文
責
伊
裒
慧
明)
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