
超 

世 

願

立 

花 

勝 

門
前
の
小
僧
習
、わ
ぬ
経
を
読
む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
谷
大
学
に
勤
め
て
い
る
間
に
、
母
を
亡
く
し
た
の
を
機
縁
と
し 

て
、
毎
朝
、
嘆
仏
偈
と
三
誓
偈
を
仏
前
で
読
誦
す
る
習
慣
が
身
に
つ
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
大
谷
大
学
か
ら
私
の
受
け
た
大
き 

な
功
徳
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
百
万
遍
お
経
を
読
ん
だ
と
て
経
説
の
真
心
が
身
に
徹
し
て
感
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
聞
法
の
人
で 

は
な
い
。
金
子
先
生
は
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
が
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
(

口
語
訳
教
行
信
証)

私

は

「
法
の
声
が
こ
の 

身
に
浸
み
入
り
、
た
だ
法
の
有
難
さ
の
み
感
ぜ
ら
れ
る
」
ほ
ど
の
純
粋
な
聞
法
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
誓
偈
の
始
め
に
、
我 

建
超
世
願
、
必
至
無
上
道
、
斯
願
不
満
足
、
誓
不
成
正
覚
、
と
あ
る
。
そ
の
超
世
願
に
つ
い
て
お
話
し
よ
う
と
思
う
が
、
所
詮
、
 

経
説
に
つ
い
て
全
く
無
知
な
、
習
わ
ぬ
経
を
読
む
門
前
の
小
僧
の
語
る
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
お
経
の
解
説
で
は
な
く
、
そ
ん
な 

資
格
も
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
間
に
は
多
く
の
願
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

一
切
の
願
の
魂
は
超
世
の
願
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
願
で
も
超
世
の
願 

に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
最
も
大
き
な
、
最
も
深
い
生
命
的
な
願
で
あ
る
。
こ
の
清
浄
な
大
願
に
乗
托
随
順
し
、
そ
れ
に 

支
え
ら
れ
て
生
き
る
の
で
な
け
れ
ば
他
の
あ
ら
ゆ
る
願
望
は
、
悪
い
地
盤
の
上
に
建
て
ら
れ
た
急
造
の
建
築
物
の
よ
う
に
、
烈
し
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い
風
雨
に
逢
え
ば
急
ち
に
崩
れ
去
り
、
世
は
我
執
と
憎
悪
と
怨
恨
と
嫉
妬
と
闘
争
に
満
ち
て
、
勝
他
の
心
は
い
や
増
す
の
み
で
し 

よ
う
。
諸
君
が
大
谷
大
学
に
入
学
し
た
動
機
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
又
専
攻
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
 

大
谷
大
学
と
い
う
所
は
本
質
的
に
は
こ
の
願
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
人
々
の
、
こ
の
願
を
我
が
願
と
し
て
修
行
精
進
す
る
同
行
同 

朋
の
集
り
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は̂

互
い
に
競
争
し
て
も
羨
望
者
で
も
な
く
、
ひ
そ
か
な
敵
で
も
な 

く
、
誠
実
な
同
志
で
あ
り
、
高
貴
な
魂
で
あ
る
。
こ
の
慣
を
第
一
義
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
大
谷
大
学
の
存
在
理
由
の
全
部
と
は 

言
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
の
本
質
と
特
色
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。 

中
学
の
生
徒
の
頃
、
人
生
の
究
極
目
的
を
諸
君
は
何
と
思
う
か
、
そ
れ
は
幸
福
で
あ
る
、
よ
く
考
え
て
み
よ
、
と
或
る
先
生
が 

言
わ
れ
た
の
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
機
会
に
そ
ん
な
話
が
出
た
の
か
、
又
幸
福
に
つ
い
て
先
生
の
考
え
を
聞 

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
な
る
ほ
ど
よ
く
考
え
て
み
る
と
実
際
そ
れ
は
真
理
だ
と
思
い
ま
す
。
幸
福
は
万
人
共 

通
の
願
い
で
あ
り
、
誰
一
人
と
し
て
不
幸
に
な
り
た
い
な
ど
と
希
う
も
の
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
瑞
西
の
聖
者
と
仰
が
れ
た
ヒ
ル
テ 

ィ
も
そ
の
幸
福
論
の
中
で
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
幸
福
こ
そ
は
実
に
人
間
の
生
活
目
標
で
あ
る
。
人
は
い
か
な
る
価
を 

払
っ
て
も
幸
福
で
あ
り
た
い
と
希
う
。
最
も
厳
粛
な
ス
ト
ア
主
義
者
で
も
、
他
の
人
々
が
幸
福
と
見
做
す
も
の
を
断
念
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
彼
の
流
儀
で
幸
福
を
得
よ
う
と
す
る
の
だ
し
、
極
端
に
世
を
遁
れ
よ
う
と
す
る
基
督
者
で
す
ら
、
他
の
生
活
の
う
ち 

に
幸
福
を
求
め
る
の
に
過
ぎ
ぬ
。
ま
た
厭
世
家
と
て
も
彼
の
矜
持
に
お
い
て
幸
福
を
感
じ
、
仏
教
徒
は
、
無
、
即
ち
無
意
識
の
奥 

に
幸
福
を
置
く
の
で
あ
る
。
幸
福
の
如
く
万
人
共
通
の
も
の
は
、
他
に
何
物
も
な
い
。
」
カ
ン
ト
の
よ
う
な
人
で
さ
え
も
決
し
て
幸 

福
を
斥
け
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
カ
ン
ト
が
斥
け
た
も
の
は
所
謂
幸
福
主
義
の
倫
理
学
で
あ
っ
て
幸
福
で
は
な
か
っ
た
。 

自
身
の
幸
福
を
保
全
す
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
間
接
に
義
務
で
あ
る
と
さ
え
言
っ
て
い
る
。
自
己
の
現
状
に
つ
い
て
の
不
満
は
、
 

多
く
の
心
労
の
迫
っ
て
く
る
場
合
や
、
満
た
さ
れ
ぬ
欲
求
の
真
中
に
あ
っ
て
は
往
々
義
務
の
違
反
へ
の
大
き
な
誘
惑
と
な
り
易
い 

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
幸
福
が
最
高
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
誰
も
異
存
の
あ
る
は
ず
は
な
い
。
た
だ
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そ
の
幸
福
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
人
々
に
よ
っ
て
そ
の
意
見
が
一
致
し
ま
せ
ん
か
ら
、
古
今
東
西
の
思
想
家 

た
ち
は
幸
福
論
を
書
い
て
、
幸
福
と
は
何
か
を
教
え
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
私
は
ヒ
ル
テ
ィ
の
言
葉
が
最
も
適
切
に
幸
福
の
本 

質
を
表
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
利
己
心
か
ら
目
覚
め
、
永
遠
を
把
握
し
、
愛
に
導
か
れ
て
、
地
上
の
も
の
を
た
だ
手
段
と
し
て
こ
れ
を
支
配
す
る
。
こ
れ
の 

み
が
此
の
世
に
あ
り
得
る
幸
福
の
状
態
で
あ
る
。
我
々
の
生
活
が
或
る
価
値
を
持
っ
た
と
言
い
得
る
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
こ
の 

目
標
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」

永
遠
を
把
握
す
る
こ
と
、
地
上
の
も
の
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
目 

的
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
単
に
手
段
と
し
て
従
属
的
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
地
上
の
幸
福
に
と
っ
て 

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
件
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
霊
が
主
、
肉
が
従
で
处
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
幸
福 

な
状
態
に
在
る
人
は
ア
ラ
ン
の
言
う
よ
う
に
次
の
よ
う
な
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

「
完
全
な
意
味
に
於
て
最
も
幸
福
な
人
は
、
着
物
で
も
投
げ
す
て
る
よ
う
に
、
別
な
幸
福
な
ど
は
平
気
で
投
げ
す
て
る
人
で
あ 

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
自
分
の
真
の
幸
福
は
決
し
て
投
げ
す
て
な
い
し
、
ま
た
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
。 

彼
ら
の
真
の
幸
福
は
、
彼
ら
自
身
の
生
命
と
同
様
に
、
よ
く
彼
ら
自
身
に
密
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
あ
た
か
も
武
器
を 

以
て
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
幸
福
を
以
て
戦
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
没
落
す
る
英
雄
も
、
ま
た
幸
福
で
あ
る
。
彼
ら
が
幸
福 

で
あ
っ
た
の
は
、
祖
国
の
た
め
に
死
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
反
対
に
、
彼
ら
が
幸
福
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
死
ぬ
気
力 

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

こ
れ
は
世
間
一
般
か
ら
見
れ
ば
逆
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
幸
福
だ
か
ら
死
ぬ
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
の
は
お
か
し 

な
こ
と
で
あ
る
。
地
上
的
な
も
の
、
現
実
的
な
も
の
を
幸
福
の
中
心
と
す
る
の
が
世
の
常
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
人
間
の 

本
来
的
自
己
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
れ
ば
ヒ
ル
テ
ィ
や
ア
ラ
ン
の
よ
う
な
幸
福
論
が
出
て
来
る
の
は
当
然
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

そ
れ
は
人
間
の
本
質
か
ら
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
哲
学
的
規
定
は
困
難
な
問
題
で
あ
り
ま
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す
が
、
そ
れ
は
さ
て
措
き
、

人
間
の
本
質
は'

-7

ク
ス

他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
か
ら
人
間
を
区
別
す
る
人
間
の
特
質
、
そ
れ
を
欠
け
ば
人
間
と
は
言
わ
れ
な
い

シ
ェ
ラ
ー
の
言
う
よ
う
に
「
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
も
の-
-

そ
れ
は
一
切
の
生
命一

般
に

対
立
せ
る
原
理
で
あ
っ
て
、
生
命
の
自
然
的
進
化
に
帰
着
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
人
が
理
性
と
呼
ん
だ
も
の
は
こ 

の
よ
う
な
原
理
で
あ
っ
た
。
自
分
は
そ
れ
を
精
神
と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
そ
の
精
神
が
有
限
な
存
在
の
中
で
は
た
ら
く
中
心
が
人
で

あ
る
。
」

人
間
を
如
何
に
規
定
し
よ
う
と
、
人
間
が
精
神
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
け
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

人
間
は
身
体
的
存
在
で
あ
る
と
共
に
精
神
的
存
在
で
あ
り
ま
す
。
精
神
は
自
然
的
進
化
の
産
物
で
は
な
い
。
ど
ん
な
に
進
化
し 

て
も
動
物
は
精
神
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
が
有
機
的
生
命
へ
の
依
存
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
 

人
間
が
精
神
を
持
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

「
人
間
は
精
神
と
し
て
は
自
然
の
衝
動
に
よ
っ
て
自
己
を
規
定
せ
し
め 

な
い
と
い
う
態
度
を
も
つ
と
こ
ろ
の
自
由
な
る
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
直
接
的
状
態
に
於
て
在
る
人
間
は
、
彼
が
居
る
べ
き
で 

な
い
地
位
に
居
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
地
位
に
居
る
の
で
あ
る
。
」(

ヘ
ー
ゲ
ル)

人
間
と
は
そ
の
よ
う 

な
も
の
で
あ
る
。
動
物
が
現
実
の
肯
定
者
で
あ
る
の
に
反
し
て
人
間
は
現
実
に
対
し
て
「
否
」
と
言
う
こ
と
の
で
き
る
存
在
者
、
 

「
生
の
苦
行
者
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
単
な
る
現
実
に
対
す
る
永
遠
の
抗
議
者
」(

シ
ェ
ラ
ー)

で
あ
り
ま
す
。
時
に
は
進
ん
で
自
ら
生
を 

断
つ
こ
と
す
ら
で
き
る
唯
一
の
存
在
者
は
人
間
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

人
間
の
活
動
形
式
は
因
果
必
然
的
で
な
く
、
目
的
定
立
的
で
あ
る
。
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
活
動
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
の
超
越 

性
か
ら
発
展
す
る
の
で
あ
り
ま
す9

学
生
の
頃
、
私
は
三
保
の
松
原
の
遙
か
彼
方
に
富
嶽
を
望
む
竜
華
寺
の
樗
牛
の
基
に
詣
で
た 

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
墓
碑
に
は
「
吾
人
ね
す
べ
か
ら
く
現
代
を
超
越
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
句
が
刻
ま
れ
て
い
る9  

私
共
の
若
い
頃
に
は
、
こ
の
言
葉
が
青
年
の
心
を
惹
き
つ
け
た
も
の
で
し
た
。
樗
牛
の
「
超
越
」
に
は
深
い
宗
教
的
な
意
味
が
含 

ま
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
は
時
空
の
う
ち
に
拘
束
さ
れ
な
い
か
ら
現
代
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り 

ま
す
。
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人
間
の
活
動
形
式
が
因
果
必
然
的
で
な
く
、
目
的
定
立
的
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
は
何
か
と
い
う
と
、

一
般
的
に 

は
、
そ
れ
は
価
値
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
価
値
が
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
目
的
と
し
て
定 

立
し
て
、
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
反
価
値
的
な
も
の
そ
の
も
の
を
本
来
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人 

間
で
な
く
悪
魔
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
悪
魔
と
は
悪
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
目
的
と
す
る
も
の
は
何 

ら
か
の
意
味
で
善
き
も
の
で
あ
る
。
肉
体
的
要
求
で
も
精
神
的
要
求
で
も
、
目
的
は
善
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し 

か
し
、
ど
ん
な
要
求
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
己
の
一
部
の
要
求
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
満
た
し
た
だ
け
で
は
根
本
的
に
自 

己
そ
の
も
の
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
の
最
深
最
大
の
要
求
は
満
足
さ
れ.
る
こ
と
が
で
き
ま 

せ
ん
。
自
己
そ
の
も
の
の
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
知
性
改
良
論
の
中
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
世
間
一
般
に
最
高
善
と
考
え
ら
れ
る
も 

の
は
、
富
、
名
誉
、
快
楽
に
還
元
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
は
す
べ
て
洞
ろ
で
虚
し
い
こ
と
を
経
験
に
よ
っ
て
教
え
ら 

れ
た
。
そ
れ
で
一
た
び
そ
れ
を
発
見
し
獲
得
し
た
な
ら
ば
、
最
高
の
喜
び
を
永
遠
に
享
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
何 

か
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
、
自
分
は
そ
れ
を
探
究
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
人
生
を
真
剣
に
生
、き
よ
う
と
す 

る
者
で
そ
れ
を
探
究
し
よ
う
と
し
な
い
も
の
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
そ
れ
を
神
へ
の
知
的
愛
に
於
て
見
出
し
た
の
で 

し
た
。
そ
こ
に
救
い
が
、
至
福
が
、
自
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
な
境
地
に
は
誰
で
も
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
智
者
賢
者
に
と
っ
て
は
可
能
で
あ 

っ
て
も
愚
者
凡
夫
に
期
待
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
「
す
べ
て
尊
い
こ
と
は
稀
に
し
て
困
難
で
あ
る
」
と
述 

べ
て
い
ま
す
。
四
国
の
庄
松
が
、
或
る
時
、
同
行
と
一
緒
に
寺
に
参
詣
し
て
本
堂
の
仏
前
で
寝
こ
ろ
ん
だ
の
で
、
同
行
の
者
が
そ 

の
無
作
法
を
咎
め
ま
し
た
。
庄
松
は
親
の
内
ぢ
ゃ
遠
慮
に
及
ば
な
い
、
咎
め
る
お
前
こ
そ
ま
ま
子
で
あ
ろ
う
、
と
答
え
た
と
い
う 

話

が

「
庄
松
あ
り
の
ま
ま
の
記
」
に
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
示
唆
に
富
ん
だ
話
で
あ
る
。
何
と
言
っ
て
も
親
の
膝
下
ほ 

ど
安
心
の
で
き
る
所
は
無
い
で
し
ょ
う
。
賢
者
も
凡
夫
も
、
そ
れ
へ
の
道
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
最
後
に
落
ち
つ
く
と
こ
ろ
は
そ
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こ
以
外
に
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

人
間
は
価
値
を
求
め
て
上
昇
的
に
運
動
す
る
エ
ロ
ス
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
は
闇
か
ら
光
に
高
ま
る 

存
在
で
あ
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
迂
廻
も
脱
線
も
せ
ず
に
唯
一
方
的
に
価
値
的
に
上
昇
の
一
路
を
辿
る
の
で
は
な
い
。
庄
松
が 

或
る
時
、
ま
た
仏
前
に
逆
立
ち
し
て
み
せ
て
、
そ
れ
を
咎
め
た
同
行
に
、
こ
れ
が
お
前
た
ち
の
姿
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
話
が
伝 

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
仏
前
で
逆
立
ち
す
る
の
が
人
間
の
現
実
の
姿
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
人
間
の
本
性
は
神
聖
で
あ
っ
て
も
、
現 

実
の
人
間
の
姿
は
醜
悪
で
あ
り
ま
す
。
歴
史
は
イ
デ
ー
の
実
現
の
過
程
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
い
る
が
、
イ
デ
ー
の
実
現 

と
時
の
流
れ
と
は
決
し
て
並
行
し
て
進
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
時
の
流
れ
と
並
行
し
て
イ
デ
ー
の
実
現
が
順
次
に
進 

行
す
る
な
ら
ば
、
人
は
た
だ
時
の
流
れ
に
身
を
委
せ
て
抽
手
傍
観
し
て
い
て
も
過
去
よ
り
も
現
在
、
現
在
よ
り
も
未
来
に
時
の
流 

れ
と
共
に
世
の
中
も
益
々
よ
く
美
し
く
な
る
は
ず
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
人
間
も
他
の
自
然
現
象
と
異
な
り
ま
せ
ん
。
自
然
現 

象
が
自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
必
然
的
に
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
閒
も
亦
必
然
的
に
価
値
の
法
則
に
従
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定 

さ
れ
て
人
間
は
道
徳
的
存
在
で
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

イ
デ
ー
の
実
現
と
時
の
流
れ
と
は
決
し
て
並
行
的
に
進
む
も
の
で
は
な
く
、
価
値
の
実
現
は
人
間
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
不
可 

能
で
あ
り
ま
す
。
価
値
の
存
在
の
仕
方
は
理
念
的
自
存
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
実
現
す
る
に
は
人
間
の
努
力
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
り 

ま
せ
ん
。
西
田
先
生
は
真
理
の
礦
脈
を
掘
る
一
介
の
坑
夫
に
自
分
を
譬
え
ま
し
た
が
、
価
値
は
い
わ
ば
地
中
の
宝
の
よ
う
な
も
の 

で
あ
っ
て
、
人
間
の
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
。
宝
は
人
間
が
勤
勉
努
力
し
て
、
こ
れ
を
掘
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
所 

謂;
^

は
天
の
道
、
こ
れ
を
実
に
す
る
の
が
人
の
道
で
あ
り
ま
す
。
人
間
だ
け
が
価
値
感
覚
を
も
つ
価
値
の
媒
介
者
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
、
自
動
的
機
械
的
な
媒
介
者
で
は
な
い
。
価
値
に
対
し
て
自
由
に
態
度
を
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
り
ま 

す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
も
原
則
的
に
は
他
の
自
然
現
象
と
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
善
を
為
し
得
る
能
力
と
共
に 

悪
を
為
し
得
る
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
こ
そ
人
間
は
道
徳
的
存
在
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
自
由
の
主
体
で
あ
る
人
間
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の
媒
介
に
よ
る
か
ら
価
値
の
実
現
と
時
の
流
れ
と
は
並
行
し
な
い
。
仏
前
に
逆
立
ち
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ 

で
は
エ
ロ
ス
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
ど
う
し
て
仏
前
に
逆
立
ち
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
善
を
求
め
な
が
ら
悪
を
行
う
の
で
あ
り
ま 

し
よ
う
か
。

人
間
は
生
物
で
あ
る
。
生
物
と
し
て
の
人
間
が
生
き
る
歓
び
を
有
っ
て
い
る
こ
と
は
他
の
生
物
と
異
な
ら
な
い
。
生
存
欲
は
自 

然
の
本
能
で
あ
り
ま
す
。
自
然
的
な
も
の
は
そ
れ
自
身
と
し
て
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
人
は
食
色
の
欲
を
卑
し
い
と
言
い
ま
す
け 

れ
ど
、
そ
れ
は
自
然
だ
か
ら
少
し
も
恥
ず
る
に
は
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
恥
無
け
れ
ば
禽
獣
に
等
し
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間 

に
は
先
天
的
に
羞
恥
心
が
あ
る
。
羞
耻
心
は
ど
う
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
本
来
善
悪
無
記
で
あ
る
自
然
欲
が
表
面 

に
出
し
ゃ
ば
っ
て' 

人
間
本
来
の
姿
を
歪
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
自
然
欲
を
露
骨
に
示
す
人
は' 

吾
々
か
ら
見
て
も
そ 

の
威
厳
を
減
ず
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
人
自
身
も
亦
人
格
の
下
落
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
羞
恥
心
で
あ
っ
て
、
そ
れ 

が
無
け
れ
ば
禽
獣
と
同
じ
で
あ
る
。
人
間
に
は
羞
恥
心
が
あ
る
か
ら
自
然
欲
を
隠
そ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
恥
じ
て
隠
さ
れ
る 

も
の
も
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
恥
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
格
全
体
の
聯
関
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し 

て
存
在
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
無
け
れ
ば
人
間
の
存
在
も
あ
り
得
な
い
。
官
能
的
な
も
の
、
動
物
的
な
も
の
を
欠
く
わ 

け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
人
格
の
要
素
で
あ
り
、
道
徳
の
材
料
で
あ
り
ま
す
。
問
題
は
、
た
だ
そ
れ
を
如
何
に
生
か
す
か
と
い 

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
正
し
く
そ
れ
を
生
か
せ
ば
道
徳
的
に
な
り
、
正
し
く
生
か
さ
な
け
れ
ば
不
道
徳
に
な
る
。
ど
ち
ら
に
で
も
な 

る
の
が
自
然
の
欲
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
そ
れ
を
不
道
徳
に
す
る
の
は
何
に
依
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
我
執
我
欲
で
あ
る
。 

我
欲
も
欲
で
あ
る
か
ら
自
然
で
あ
り
ま
す
。
自
然
で
あ
れ
ば
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
我
欲
の
無
い
人
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ 

我
欲
の
そ
の
我
、
欲
の
王
体
で
あ
る
そ
の
我
は
本
来
的
自
己
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
真
理
即
自
己
と
し
て
の
我
で
は
な
い
。
人 

と
は
人
倫
で
あ
る
。
人
倫
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
我
。
そ
の
我
を
中
心
に
立
て
て
非
本
来
的
な
自
己
に
執
着
す
る
。
不
道 

徳
は
そ
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
こ
の
我
執
我
欲
を
超
克
す
る
の
で
な
け
れ
ば
真
の
自
己
を
生
か
す
こ
と
が
で
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き
な
い
。
道
徳
は
真
理
即
自
己
を
生
か
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

人
間
の
中
に
は
根
底
の
深
い
闇
の
力
が
は
た
ら
い
て
い
て
、
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
本
制
約
で
あ
り
ま
す
。
我
欲
の
根
は
実
に 

深
い
の
で
あ
り
ま
す
。
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
パ
ウ
ロ
は
深
刻
な
悩
み
を
告
白
し
て
次
の
よ
う
に 

述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
中
な
る
人(

霊)

に
て
は
神
の
律
法
を
悦
べ
ど
、
わ
が
肢
体(

肉)

の
う
ち
に
は
他
の
法
あ
り
て
、
我
が 

心
の
法
と
戦
い
我
を
肢
体
の
中
に
あ
る
罪
の
法
の
下
に
虜
と
す
る
を
見
る
。
噫
、
わ
れ
悩
め
る
か
な
、
光
の
体
よ
り
我
を
救
わ
ん 

者
は
誰
ぞ
。
」
こ
れ
は
自
己
分
裂
の
悩
み
で
あ
っ
て
、
人
間
が
精
神
的
肉
体
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
こ
の
煩
悩
の
業
か
ら
免
れ
る
こ 

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
我
々
の
中
に
は
互
い
に
矛
盾
衝
突
す
る
二
つ
の
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
物
欲
我
欲
の
根
源
は
実
に
深
く
、
 

そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
至
難
で
あ
り
ま
す
。

聖
書
に
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。
或
る
時
、

一
人
の
心
ば
え
の
う
つ
く
し
い
パ
リ
サ
イ
人
が
走
っ
て
来
て
、
跪
い
て
イ
エ
ス
に 

尋
ね
た
。

「
善
い
先
生
、
永
遠
の
生
命
を
い
た
だ
く
に
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
」
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。

「
モ
ー
ゼ
の 

律
法
に
あ
る
通
り
だ
。
殺
し
て
は
な
ら
な
い
。
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
。
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
。
偽
り
の
証
言
を
し
て
は
な
ら
な 

い
。
奪
い
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
父
と
母
と
を
敬
え
。
た
だ
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
」
そ
の
人
が
言
っ
た
。

「
先
生
、
そ
れ
な
ら
み
ん 

な
若
い
時
か
ら
守
っ
て
お
り
ま
す
。
」
イ
エ
ス
は
彼
を
じ
っ
と
見
て
言
わ
れ
た
。

「
よ
く
守
っ
た
。
だ
が
一
つ
足
り
な
い
。
家
に
帰 

っ
て
持
っ
て
い
る
も
の
を
み
な
売
っ
て
、
そ
の
金
を
貧
乏
な
人
に
施
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
天
に
宝
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
れ
か
ら
来
て
わ
た
し
の
弟
子
に
な
り
な
さ
い
。
」彼
は
こ
の
言
葉
に
顔
を
く
も
ら
せ
、
悲
し
そ
う
に
し
て
立
ち
去
っ
た
。
大
資
産 

家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
う
し
ろ
姿
を
見
送
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
や
が
て
見
ま
わ
し
て
弟
子
た
ち
に
言
わ
れ
る
。

「
物
持 

ち
が
神
の
国
に
入
る
の
は
な
ん
と
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
金
持
が
神
の
国
に
入
る
よ
り
は
、
駱
駝
が
針
の
孔
を
通
る
方
が
た 

や
す
い
。
」
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
で
あ
り
ま
す
が
、
物
欲
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
実
に
難
し
い
こ
と
で 

あ
り
ま
す
〇
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し
か
し
、
そ
れ
で
は
彼
が
そ
の
一
切
の
所
有
を
貧
者
に
与
え
さ
え
す
れ
ば
、
天
国
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ 

だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
の
こ
と
に
少
し
で
も
内
心
道
徳
的
な
誇
り
を
抱
く
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は 

矢
張
り
我
執
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
問
題
は
外
形
で
な
く
心
に
あ
り
ま
す
。
幼
児
の
よ
う
に
神
の
国
を
う
く
る
者
で
な
け
れ
ば
、
こ 

れ
に
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
誇
り
を
棄
て
る
こ
と
こ
そ
難
中
の
難
で
あ
る
。
最
初
は
非
常
に
謙
虚
に
道
を 

求
め
る
者
で
あ
り
ま
し
て
も
、
少
し
有
名
に
な
り
人
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
に
内
心
誇
り
を
も 

つ
よ
う
に
な
り
勝
ち
な
の
が
人
間
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
虚
偽
不
実
の
身
で
あ
っ
て
清
浄
の
心
が
な
い
。
人
間
は
ど
ん
な
に
修
業 

を
積
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
人
間
で
あ
る
限
り
神
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
を
神
か
ら
背
き
去
ら
し
め
る
主
因
は
誇
り
で
あ 

る
。
神
は
す
べ
て
の
罪
を
許
し
て
も
誇
り
だ
け
は
許
さ
な
い
。
誇
り
の
あ
る
と
こ
ろ
に
罪
の
許
し
は
な
い
。
誇
り
と
は
、
我
を
立 

て
て
神
に
対
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
ラ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
誇
り
と
は
魂
を
我
と
現
在
に
拘
束
す
る
自
然
的
な
も
の
、
大
な 

る
生
命
の
流
れ
か
ら
我
を
隔
絶
孤
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
西
洋
中
世
の
修
道
僧
は
天
国
に
入
る
た
め
に
、
貧
乏
、
独
身
、
従
順
と
い
う
三
つ
の
誓
願
を
立
て
ま
し
た
。
こ
の
三
誓 

願
は
物
欲
、
愛
欲
、
我
欲
の
三
つ
を
絶
つ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
根
本
的
な
も
の
は
我
欲
で
あ
る
。
神
に
不
従
順
で
あ 

る
の
は
我
欲
の
た
め
だ
か
ら
、
従
順
を
誓
う
の
は
神
に
委
せ
て
我
見
を
立
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
真 

理
へ
の
第
一
歩
と
し
て
無
知
の
知
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
の
も
、
我
見
を
立
て
る
こ
と
が
障
害
と
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
道
元 

も

「
学
人
の
第
一
の
用
心
は
先
ず
我
見
を
離
る
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
真
剣
に
生
き
よ
う
と
す
る
者
で
我
執
我
欲
に
悩
ま
な
い 

者
は
な
か
っ
た
。
優
れ
た
宗
教
家
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
人
は
み
な
そ
う
い
う
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
は
珍
ら
し
い
。 

金
子
先
生
は
念
仏
者
は
希
有
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
称
讃
に
は
悲
し
い
響
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
濁
悪
の
世
に
苦
悩
を
感 

ず
る
人
が
希
有
で
あ
り
、
煩
悩
の
身
に
罪
障
を
悲
し
む
人
の
希
有
な
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
謙
虚
に
こ
の
言
葉
に
耳
を
傾
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
は
悪
は
無
知
か
ら
生
ず
る
と
言
い
ま
し
た
。
何
び
と
も
悪
の
故
に
悪
を
為
す
も
の
で
は
な
い
。
唯
何
が
善
で
あ
る 

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
誤
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
結
局
は
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
帰
す
る
の 

で
あ
る
。
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
れ
ば
も
は
や
悪
を
欲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
悪
を
欲
す
れ
ば
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に 

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
徳
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
が
、
そ
の
根
本
思
想
は
主
知
主 

義
的
で
あ
り
ま
す
。

ス
ト
ア
の
煩
悩
説
も
亦
根
本
的
に
は
、
こ
れ
と
異
な
り
ま
せ
ん
。
煩
悩
そ
の
も
の
も
主
知
主
義
的
に
は
「
欠 

如
し
た
知
識
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
煩
悩
の
克
服
は
知
識
の
支
配
、
即
ち
ロ
ゴ
ス
の
支
配
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
道
徳
的
悪
人
は 

無
知
者
で
あ
り
、
善
人
は
賢
者
で
あ
る
。
賢
者
の
理
想
が
倫
理
学
を
支
配
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

カ
ン
ト
倫
理
学
の
中
心
を
な
す
も
の
は
理
性
の
自
律
で
あ
る
。
理
性
の
絶
対
的
妥
当
性
を
確
信
し
て
道
徳
を
実
践
す
る
こ
と
に 

あ
り
ま
す
。
第
二
批
判
の
中
で
カ
ン
ト
は
偽
証
し
な
け
れ
ば
君
主
に
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
場
合
で
も
、
我
々
は
理
性
的
存
在 

で
あ
る
限
り
は
自
己
自
身
の
法
則
、
自
己
内
部
の
要
求
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
人
間
は
果
し
て
善
を
知
れ
ば
必
ず
善
を
行
う
に
き
ま
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
我
々
は
悪
を
行
う
時
悪
を
知
ら
な
い 

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
っ
て
は
い
て
も
、
憎
む
と
こ
ろ
の
悪
を
為
し
、
欲
す
る
善
を
為
さ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
神
の 

命
令
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
犯
す
の
で
あ
り
ま
す
。
自
我
の
本
体
は
霊
で
あ
っ
て
も
、
霊
の
力
は
無
力
で 

あ
っ
て
、
下
僕
で
あ
る
肉
を
支
配
し
得
な
い
。
霊
は
肉
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
止
ま
な
い
け
れ
ど
も
、
自
力
を
以
て
し
て
は
そ
れ 

が
不
可
能
で
あ
る
。
三
軍
は
帥
を
奪
う
べ
き
も
匹
夫
も
志
を
奪
う
べ
か
ら
ず
。
人
間
の
高
貴
さ
は
そ
の
点
に
あ
る
こ
と
を
否
定
し 

得
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
は
必
ず
し
も
理
性
的
に
行
為
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
の
行
も
及
び
難
き
身
で
あ
り
ま
す
。
常 

没
常
流
転
で
あ
っ
て
、
出
離
の
縁
が
な
い
。
パ
ウ
ロ
の
深
刻
な
悩
み
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
的
善
の
無
力
、
理
性
自
身 

の
限
界
の
自
覚
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

『求
安
録
』
の
中
で
内
村
鑑
三
が
、
こ
の
悩
み
と
、
そ
れ
か
ら
救
わ
れ
る
道
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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自
分
の
よ
う
な
罪
人
を
一
体
誰
が
清
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
自
分
で
自
分
を
清
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
自
分
を
清 

め
得
る
も
の
は
神
し
か
な
い
。
自
分
が
清
ま
る
の
を
待
っ
て
神
の
も
と
に
来
よ
う
と
す
れ
ば
、
永
遠
迄
待
っ
て
も
神
の
も
と
に
来 

な
い
だ
ろ
う
。
母
の
手
か
ら
離
れ
て
泥
の
中
に
陥
っ
た
子
供
は
己
を
洗
浄
す
る
迄
母
の
許
に
帰
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
泥
衣
の
ま 

ま
泣
い
て
母
の
も
と
に
走
っ
て
行
く
、
そ
し
て
母
は
そ
の
子
が
早
く
来
な
か
っ
た
こ
と
を
怒
り
、
直
ち
に
新
ら
し
い
衣
を
取
っ
て 

無
智
の
小
児
に
着
せ
て
や
る
。
永
遠
の
慈
母
も
亦
そ
う
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

母
が
亡
く
な
っ
た
時
、
私
は
住
田
智
見
先
生
に
何
か
書
い
て
下
さ
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
ら
、
先
生
は
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議 

に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
と
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す 

な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
を
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私 

に
は
そ
の
深
い
意
味
が
分
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
で
も
そ
の
有
難
み
が
身
に
浸
み
て
感
ず
る
ほ
ど
の
純
粋
な
聞
法
の
人
で
は
あ 

り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ほ
の
ぼ
の
と
そ
れ
が
胸
に
通
う
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
田
辺
元
先
生
は
、
自
分
を
素
質
上
パ
リ
サ
イ 

的
な
形
式
主
義
の
傾
向
の
強
い
自
力
分
別
の
徒
で
あ
る
と
述
懐
し
て
い
る
が(

キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証)

ヽ
そ
の
先
生
が
又
、
親
鸞
が
私 

の
懺
悔
道
に
還
相
し
て
私
を
教
化
し
た
、
と
述
べ
て
い
ま
す(

懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学)

。
ま
こ
と
に
念
仏
の
大
行
は
人
間
的
善
の
限 

界
の
自
覚
な
く
し
て
は
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
よ
ろ
ず
の
事
に
つ
け
て
往
生
に
は
賢
き
思
い
を
具
せ
ず
」
で
あ
り
ま
す
。 

本
願
招
喚
の
勅
命
は
「
そ
の
ま
ま
来
た
れ
」
で
あ
り
ま
す
。

「
も
し
自
分
の
師
匠
が
仏
と
は
、
が
ま
み
み
ず
で
あ
る
と
い
う
な
ら 

ば
、
が
ま
み
み
ず
を
ば
是
ぞ
仏
と
信
じ
て
日
頃
の
知
解
を
す
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」(

正
法
眼
蔵
随
聞
記)

信
心
が
往
生
の
正
因 

で
あ
る
。
仏
心
は
如
来
の
大
慈
悲
、
大
悲
の
声
は
感
応
道
交
す
る
と
こ
ろ
に
聞
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
窮
子
の
譬
も
そ 

れ
で
あ
る
。
自
己
が
裁
く
者
と
裁
か
れ
る
者
と
に
分
れ
て
、

一
方
の
裁
く
自
己
は
善
人
、

一
方
の
裁
か
れ
る
自
己
は
悪
人
で
あ
り 

自
己
が
自
己
を
裁
き
そ
し
て
許
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
に
煩
悩
の
身
に
罪
障
を
悲
し
む
者
は
、
感.
性
も
理
性
も
ひ
っ
く
る
め 

て
一
つ
の
全
体
的
人
間
と
し
て
の
自
己
を
越
え
た
絶
対
者
の
前
に
己
を
投
げ
出
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
者
に
対
す
る
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自
己
の
無
力
、
自
己
弁
護
の
不
可
能
、
自
立
的
体
験
の
消
滅
の
深
識
な
く
し
て
、
ど
う
し
て
絶
対
他
力
の
法
門
が
開
か
れ
る
で
あ 

ろ
う
か
。
そ
れ
は
シ
ェ
ラ
ー
の
所
謂
「
存
在
的
後
悔
」
で
あ
っ
て
「
行
為
的
後
悔
」
で
は
な
い
。
行
為
に
つ
い
て
の
後
悔
で
は
な 

く

「噫
、
こ
ん
な
こ
と
を
私
が
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
、
私
は
何
た
る
人
間
で
あ
る
か
、
否
、
私
は
何
た
る
人
間
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
人
間
存
在
と
し
て
の
後
悔
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
後
悔
に
於
て
魂
が
新
ら
た
に
生
れ
る
の
で
あ 

る
。
そ
し
て
魂
そ
の
も
の
の
新
生
を
罪
の
許
し
と
し
て
知
り
、
新
ら
た
な
力
を
神
か
ら
の
注
入
と
し
て
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
力 

は
恩
寵
で
あ
る
。
涙
の
賜
物
で
あ
る
。
新
生
は
死
復
活
で
あ
り
ま
す
。

鴨
長
明
の
『
発
心
集
』
の
中
に
、
或
る
高
僧
の
物
語
が
あ
り
ま
す
。
高
野
山
の
ふ
も
と
に
高
徳
の
僧
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
聖 

者
の
如
く
、
活
き
仏
の
如
く
崇
め
ら
れ
る
こ
と
は
真
面
目
な
修
行
者
に
と
っ
て
名
聞
の
誘
惑
が
成
道
の
障
礙
と
な
る
た
め
に
、
女 

人
と
密
室
に
籠
り
、
悪
名
を
も
受
け
、
人
に
も
棄
て
ら
れ
、
真
に
孤
独
の
境
地
に
身
を
置
い
て
、
ひ
た
す
ら
仏
の
慈
悲
に
心
を
浸 

さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
そ
れ
は
物
語
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
奇
嬌
と
言
え
ば
実
に
奇
嬌
な
生
活
で
は
あ
り
ま
し
た
が 

彼(

無
名
上
人)

は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
女
人
と
の
六
年
間
の
密
室
の
生
活
は
浮
い
た
素
振
り
な
ど
少
し
も
無 

く
、
目
の
覚
め
た
時
に
は
生
死
の
世
界
の
厭
わ
し
き
こ
と
、
浄
土
の
願
わ
し
き
こ
と
の
念
仏
三
味
の
生
活
で
あ
り
ま
し
た
。
情
欲 

利
欲
に
も
ま
さ
っ
て
成
道
の
蹟
き
の
石
と
な
る
も
の
名
聞
の
誘
惑
の
如
き
は
な
い
。

「
わ
た
し
た
ち
を
ほ
め
る
者
は
わ
た
し
た
ち 

を
深
淵
の
ふ
ち
に
立
た
せ
る
も
の
で
す
。
」
そ
れ
で
進
ん
で
屈
辱
を
受
け
、
世
の
悪
評
に
身
を
さ
ら
し
て
仏
の
慈
悲
に
す
が
ら
な
い 

で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

「
世
を
捨
て
る
な
ら
ば
ま
こ
と
に
世
を
捨
て
よ
。

「
世
人
の
情
に
従
う
べ
か
ら
ず
。
」 

(

道
元)

世
を
捨
て
た
と
い
っ
て
も
世
の
中
に
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
旧
き
我
の
欲
情
は
一
朝
に
し
て
消
え
去
る
も
の
で 

は
な
い
。
自
然
の
欲
を
も
ち
な
が
ら
世
の
中
に
在
っ
て
日
常
の
生
活
を
営
む
こ
と
に
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
到
得
還
来
無
別
事
」 

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
衣
食
住
の
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
所
有
の
無
い
と
こ
ろ
に
人
間
の
生
活
は
成
り
立
ち
ま

78



せ
ん
。
そ
れ
で
政
治
家
は
貧
乏
追
放
を
政
策
の
一
つ
に
掲
げ
た
り
、
ベ
ン
サ
ム
は
道
徳
の
標
準
を
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
に
置
い 

て
幸
福
を
量
的
に
考
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
全
く
逆
に
、
道
元
は
時
の
執
権
北
条
氏
か
ら
寺
領
を
寄
進
す 

る
と
い
う
申
出
が
あ
っ
た
時
、
よ
ろ
こ
ん
で
そ
の
知
ら
せ
を
も
た
ら
し
た
寺
僧
を
直
ち
に
破
門
し
て
、
そ
の
寺
僧
の
坐
っ
て
い
た 

床
下
三
尺
を
掘
っ
て
浄
め
た
と
い
う
。
「
い
ま
だ
財
宝
に
富
み
豊
か
に
し
て
仏
法
を
行
ず
る
と
は
聞
か
ず
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
潔
癖
と
い
え
ば
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
潔
癖
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
宗
教
の
本
質
は
生 

の
否
定
に
向
う
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
を
空
じ
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
生
の
意
義
は
な
い
。
寺
は
世
間
の
空
所
で
し
ょ 

う
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
父
親
が
死
ん
で
遺
産
分
配
の
段
に
な
る
と
、
姉
妹
た
ち
は
彼
を
除
け
者
に
し
て
分
配
に
与
ら
せ
ま
い
と
し
ま
し 

た
。
彼
は
法
律
の
力
を
借
り
て
強
硬
に
彼
女
た
ち
を
説
得
し
た
。
そ
れ
は
い
い
と
し
て
、
愈
々
分
配
を
始
め
る
と
彼
は
何
も
か
も 

姉
妹
た
ち
に
呉
れ
て
や
り
、
自
分
の
必
需
品
と
し
て
は
身
を
横
た
え
る
た
め
の
ベ
ッ
ド
と
そ
れ
に
か
け
る
カ
ー
テ
ン
の
外
は
何
も 

と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
日
常
生
活
を
超
日
常
的
精
神
を
以
て
生
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
矛
盾
対
立
す
る
二
つ
の
も
の 

が
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
別
々
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

古
田
紹
欽
氏
が
「
出
世
」
の
意
義
に
つ
い
て
極
め
て
含
蓄
の
深
い
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の
一
語
は
「
世
を
出
る
」
と

も

「
世 

に
出
る
」
と
も
二
通
り
の
解
釈
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
深
い
真
理
が
あ
る
。
仏
陀
は
「
世
を
出
る
」
と
共
に
「
世
に
出
ら
れ 

た
」
の
で
あ
る
。
仏
教
は
こ
の
二
通
り
の
意
義
を
教
え
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
こ
の
世
間
を
超
出
て
し
悟
り 

の
世
界
を
見
究
め
る
こ
と
を
教
え
、
そ
の
世
界
を
見
究
め
た
ら
こ
ん
ど
は
世
間
に
超
然
と
し
て
独
善
に
陥
ら
ず
、
多
く
の
人
々
の 

間
に
伍
し
て
と
も
に
悟
り
の
世
界
を
拡
大
し
て
ゆ
く
努
力
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
陀
が 

世
を
出
た
の
は
、
世
に
出
る
た
め
で
あ
っ
た
し'

「
世
を
出
る
」
と

「
世
に
出
る
」
と
、
こ
の
意
味
を
異
に
し
た
二
つ
の
も
の
が
別 

々
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
不
許
葷
酒
入
山
門
」
と
い
う
一
句
を
つ
む
じ
曲
り
の
読
み
方
を
す
れ
ば
「
許
さ
ざ
る
葷 

酒
山
門
に
入
る
」
と
い
う
逆
の
意
味
に
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
「
出
世
」
の
一
語
は
そ
ん
な
ふ
ざ
け
た
理
解
で
は
す
ま
さ
れ
な
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い
も
の
が
あ
る
。

「
出
世
」
の
主
旨
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
が
、
次
元
を
異
に
す
る
「
世
を
出
る
」
と

「
世
に
出
る
」
と
い
う
こ
の
二
つ 

の
も
の
が
合
一
す
る
。

「
億
劫
相
別
れ
て
須
臾
も
離
れ
ず
、
尽
日
相
対
し
て
刹
那
も
対
せ
ず
」
で
あ
り
ま
す
。 

世
を
出
て
も
世
の
中
に
生
き
る
限
り
、
人
は
人
倫
を
守
り
正
道
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
真
の
仏
法
者
と
は
正
し
く
生 

き
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
の
わ
ろ
き
を
す
て
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
を
し
な
い
こ
と
こ
そ
世
を
い
と
い
念
仏
も
う
す 

こ
と
で
あ
る
。
真
に
世
を
出
た
人
で
あ
る
か
否
か
は
そ
の
人
の
道
徳
上
の
行
為
を
見
て
検
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
か
し
、
 

今
は
人
目
を
思
っ
て
此
の
事
は
悪
い
こ
と
だ
か
ら
人
が
悪
く
思
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
悪
を
せ
ず
、
こ
う
す
れ
ば
仏
法
者
と
人
は
見 

る
だ
ろ
う
か
ら
善
事
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
尚
世
情
で
あ
り
ま
す
。(

道
元)

た
と
え
「
牛
ぬ
す
人
」
と
言
わ
れ 

よ
う
と
も
気
に
か
け
な
い
そ
れ
は
自
由
な
境
地
で
あ
り
ま
す
。
徒
ら
に
世
間
的
評
価
を
気
に
し
て
左
顧
右
眄
す
る
の
で
は
な
い
。 

そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
が
悪
い
と
思
い
言
っ
て
も
苦
し
く
な
い
と
し
て
放
逸
に
し
て
悪
事
を
行
っ
て
平
気
だ
と
い
う
の
で
は
な 

い
。
人
目
に
よ
ら
な
い
で
一
向
に
仏
法
を
行
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
法
の
中
に
は
放
逸
無
慚
を
制
す
る
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
最 

早
わ
が
は
か
ら
い
に
て
行
ず
る
行
で
な
く
、
わ
が
は
か
ら
い
に
て
つ
く
る
善
で
は
な
い
。
内
空
し
う
し
て
外
し
た
が
う
の
で
あ
り 

ま
す
。
世
を
超
え
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
境
地
は
開
け
ま
せ
ん
。 

(
昭
和
三+

ハ
年
九
月
二
十
日
”活
日
誰
話)
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