
大

行

論

序

説

は

し

が

き

 

こ
こ
に
考
察
を
試
み
、
推
求
を
し
て
い
こ
う
と
す
る
課
題
は
、
 

私
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
こ
と
新
し
い
着
想
に
基
く
も
の
で
は
な 

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か' 

真
宗
学
を
学
ぶ
に
い
た
っ
て
よ
り
以
来
、
 

つ
ね
に
念
頭
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
、

い
ま
に
し
て
も
な 

お
、
自
ら
に
領
解
し
得
た
と
い
う
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
り 

従
っ
て
、
私
自
身
、
閉
さ
れ
た
重
み
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か 

な
い
課
題
な
の
で
あ
・
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
突
破
口
を
求
め
て
、

こ
れ 

ま
で
に
も
幾
度
か
摸
索
の
あ
と
を
発
表
し
て
来
た
。
そ
し
て
、
と 

き
に
は
あ
る
方
向
が
見
出
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
、
微
か
な
る
光
の 

ゆ
ら
ぐ
の
を
感
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
再
び
、
頑
な
に
頷 

こ
う
と
し
な
い
自
分
自
身 
へ
と
、

引
戻
さ
れ
ざ
る
を 

得
な 

か
っ 

た
。
し
か
し
私
は
、
倦
む
こ
と
な
く
こ
れ
を
問
い
続
け
、
試
解
を

広 

瀨 

杲 

重
ね
て
い
く
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
の
ほ
か
に
は
、
私
の
問 

い
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
課
題
と
は
、
浄
土
真
宗
に
於
け
る
宗
教
的
実
践
の
意
義
、
 

す
な
わ
ち
、
浄
土
真
宗
に
於
け
る
行
の
課
題
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人 

は

「
大
行
と
は
、

無
导
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
(

行
卷) 

と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
称
名
大
行
の
世
界
に
、
直
参
し
た
い 

と
願
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

い
ま
こ
こ
に
改
め
て
、

こ
の
課
題 

の
推
求
を
重
ね
ん
と
思
い
つ
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
少
く
と
も
二
つ 

の
新
し
い
契
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
久
し
く
郷
里
を
離
れ
て
都
会
に
あ
り
、

一
応
功 

な
り
名
と
げ
て
墓
参
を
兼
ね
て
帰
郷
し
、

一
日
、
私
を
訪
ね
て
く 

れ
た
ー
老
人
が
、
何
気
な
く
語
っ
て
く
れ
た
話
で
あ
る
。
そ
の
話 

と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。
何
処
と
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
 

田
舎
の
人
び
と
は
旧
友
を
懐
し
む
、
ま
し
て
四
十
余
年
も
故
郷
を
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離
れ
て
い
た
老
友
が
、
成
功
し
て
帰
っ
て
来
た
と
も
な
れ
ば
、
青 

年
の
時
代
を
共
に
し
た
幾
人
か
の
老
人
た
ち
は
、

一
日
、
盃
を
傾 

け
て
往
時
を
懐
し
み
、
笑
談
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
老
人
の 

場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
一
見 

他
愛
も
な
い
談
合
の
な
か
で
、
そ
の
老
人
の
胸
を
つ
い
た
こ
と
が 

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
四
十
余
年
他
郷
に
あ
っ
て
成
功
し
た
旧
友
を 

祝
福
し
、
と
き
に
は
羨
望
の
お
も
も
ち
を
も
っ
て
、
そ
の
同
じ
歳 

月
を
相
変
ず
田
畑
を
作
る
こ
と
だ
け
で
、
老
い
果
て
て
し
ま
っ
た 

自
分
達
の
愚
か
さ
を
笑
い
な
が
ら
語
る
老
友
達
の
口
か
ら
、
と
き 

お
り
漏
れ
る
よ
う
に
し
て
聞
え
て
来
る
、
称
名
念
仏
の
声
に
気
づ 

い
た
こ
と
で
あ
る
。
何
気
な
く
、
本
当
に
何
気
な
く
、
し
か
も
、
 

何
の
不
自
然
さ
も
感
ず
る
こ
と
な
く
、
そ
の
場
の
空
気
と
ま
っ
た 

く
溶
け
合
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
さ
え
も
な
い
ま 

ま
に
、
称
え
ら
れ
て
い
る
念
仏
の
声
で
あ
る
。

老
人
は
、
そ
の
こ
と
に
心
を
と
ど
め
た
と
き
、
祝
福
さ
れ
て
い 

る
自
分
の
四
十
余
年
の
歳
月
の
な
か
で
、
思
う
て
も
見
な
か
っ
た 

深
い
感
慨
に
う
た
れ
た
。
老
人
は
、
そ
の
何
気
な
く
称
名
念
仏
す 

る
友
人
達
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
自
分
は
生
涯
の
殆
ど
を
他
郷
で
過 

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
、
寥
々
た
る
実
感
に
お
そ
わ
れ
た
。 

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
旧
友
達
の
念
仏
が
、
久
し
く
忘 

れ
て
し
ま
っ
て
い
た
郷
里
の
山
河
大
地
の
声
の
ご
と
く
、
し
み
じ

み
と
胸
を
打
つ
の
を
お
ぼ
え
た
と
い
う
。
翌
日
、
私
を
訪
ね
て
く 

れ
た
老
人
は
「
称
名
念
仏
は
宗
教
的
な
行
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
 

す
っ
か
り
生
活
の
う
ち
に
姿
を
か
く
し
て
し
ま
っ
て
、
し
か
も
働 

い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
宗
教
は
、
浄
土
真
宗
を
お
い
て
外
に
な 

い
の
で
は
な
い
か
」
と
感
慨
深
げ
に
語
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。 

私
は
、

こ
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
う
し
た
素
朴
な
事
実
に
気 

づ
け
な
か
っ
た
自
分
を
恥
じ
た
。
と
同
時
に
、

こ
の
事
実
を
本
当 

に
自
分
自
身
に
云
い
当
て
た
い
と
い
う
願
い
が
起
っ
て
来
た
の
で 

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
称
名
念
仏
と
い
う
宗
教
的
な
行
が
、
日
常
生 

活
の
う
ち
に
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
で
は 

到
底
尽
し
得
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
を
思
う
。

い
ま
そ
れ
を
、
生 

活
と
一
枚
の
宗
教
と
云
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
自
然
主
義 

的
な
肯
定
論
に
た
つ
、

い
わ
ゆ
る
天
然
外
道
と
簡
別
さ
れ
る
べ
き 

意
義
が
、
改
め
て
確
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

「
称
名
は
、
能
く
衆
生
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
一
切 

の
志
願
を
満
て
た
も
う
。
称
名
は
則
ち
こ
れ
最
勝
真
妙
の
正
業 

な
り
。
正
業
は
則
ち
こ
れ
念
仏
な
り
。
念
仏
は
則
ち
こ
れ
南
無 

阿
弥
陀
仏
な
り
」
(

行
巻)

と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
称
名
念
仏
が
「
最
勝
真
妙
の
正
業
」 

す
な
わ
ち
、
真
実
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
最
勝
真
妙
な
る
宗
教
行
は
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「
男
女
貴
賤
こ
と
ご
と
く 

弥
陀
の
名
号
称
す
る
に 

行
住
坐
臥
も
え
ら
ば
れ
ず 

時
処
諸
縁
も
へ
だ
て
な
し
」
(

高
僧
和
讃) 

と
述
懐
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
の
宗
教
的
実
践
と
し
て
の
相
を 

無
限
定
の
世
界
に
解
放
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
相
を
日
常
生
活 

の
う
ち
に
没
し
切 

っ
て
し
ま
う
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
以
上
に
論
を
進
め
て
い
く
に
先
立
っ
て
、

い 

ま
一
つ
の
契
機
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
金
子
大
栄
先
生 

が

「
念
仏
が
称
名
で
あ
る
こ
と
な
く
し
て
は
”
体"
(
"

真
実
教 

の
体
口)

を
な
さ
な
い
。
観
念
の
念
で
あ
っ
た
り
、
念
の
こ
こ
ろ 

を
さ
と
り
て
申
す
念
で
あ
っ
た
り
し
て
は
、
そ
の
念
仏
は
仏
と
衆 

生
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
仏
と 

衆
生
と
の
因
縁
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
念
仏 

は
発
声
を
要
求
し
な
い
と
し
て
も
、
必
ず
称
名
憶
念
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
真
実
教
の
体
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
」
(

親 

鸞
教
学
，
六
号)

と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
称
名
が
真
実
教 

の
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
の
宗
教
行
は
称
名
で
な
く
て 

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
領
受
へ
の
徹
底 

を
欠
く
か
ぎ
り
、
宗
教
と
し
て
の
実
用
を
ま
っ
と
う
し
得
な
い
、
 

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は' 

念
仏
ガ
観
念
か
称
名
か
と
し
う
最
も 

古
く
し
て
、
し
か
も
、
最
も
新
し
い
仏
教
の
課
題
の
核
心
に
、
直 

截
に
回
答
を
与
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
に
は
、

少
く
と 

も
、
き
わ
め
て
重
大
な
二
つ
の
問
題
の
提
起
が
あ
る
よ
う
に
思
わ 

れ
る
。
第
一
に
は
、
仏

教
(

広
く
は
宗
教)

と
は
、
た
と
え
そ
れ 

が
如
何
な
る
様
相
と
理
論
と
を
も
と
う
と
も
、
無
限
者
と
有
限
者 

と
を
関
係
づ
け
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
真
に
無
限
な
る
も 

の
と
有
限
な
る
も
の
と
の
、
深
き
関
係
を
感
知
す
る
も
の
な
の
か 

と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
観
念
か
称
名
か
と
い
う
課
題 

は
、
単
な
る
実
践
の
相
の
相
違
で
は
な
く
、
そ
の
決
定
が
直
ち
に 

仏
教
の
宗
教
的
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
問 

題
で
あ
る
。

い
ま
き
わ
め
て
大
胆
に
で
は
あ
る
が
、
念
仏
と
い
う
言
葉
を
、
 

直
ち
に
宗
教
と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
て
み
よ
う
。
少
く
と
も
、
 

人
間
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
在
り
方
と
え
ら
ぶ
宗
教
生
活
の
本
質
は 

有
限
と
無
限
と
の
関
り
に
あ
る
。

「
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ 

ば
、
自
然
即
時
に
必
定
に
入
る
」
(

行
巻)

と
い
う
言
葉
は
、
ま 

さ
し
く
そ
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
念
仏
と
い
う
言
葉 

を
、
そ
の
ま
ま
宗
教
と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
た
と
し
て
も
、
あ 

な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
宗
教
的
実 

践
が
、
観
念
で
あ
る
か
称
名
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
最
も
具

33



体
的
に
、
し
か
も
、
最
も
深
い
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
そ
の
も
の 

の
本
義
を
決
定
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
ご
と
き
二
つ
の
契
機
に
よ
っ
て
、
改
め
て
宗
教
的
実
践 

す
な
わ
ち
、
行
の
意
義
を
問
を
て
い
こ
う
と
思
う
に
至
っ
た
の
で 

あ
る
。

一

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
ご
と
き
二
つ
の
契
機
の
う
ち
、
前
者
に
お 

い
て
特
に
思
い
合
さ
れ
る
こ
と
は

「
お
も
う
よ
う
は
申
し
あ
ら
わ
さ
ね
ど
、

こ
れ
に
て
一
念
多
念 

の
あ
ら
そ
い
あ
る
ま
じ
き
こ
と
は
、
お
し
は
か
ら
せ
た
も
う
べ 

し
。
浄
土
真
宗
の
な
ら
い
に
は
、
念
仏
往
生
と
申
す
な
り
。
ま 

っ
た
く 

一
念
往
生
・
多
念
往
生
と
申
す
こ
と
な
し0

こ
れ
に
て 

し
ら
せ
た
も
う
べ
し
」

と
明
記
し
て
、
そ
う
し
た
一
念
多
念
の
あ
ら
そ
い
そ
の
も
の
の
意 

味
す
る
と
こ
ろ
を

「
一
念
多
念
の
あ
ら
そ
い
を
な
す
ひ
と
を
ば
、
異
学
別
解
の
ひ 

と
と
申
す
な
り
。
異
学
と
い
う
は
、
聖

道

・
外
道
に
お
も
む
き 

て
、
余
行
を
修
し
余
仏
を
念
ず
。
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、
占
相 

祭
祀
を
こ
の
む
も
の
な
り
。

こ
れ
は
外
道
な
り
。

こ
れ
ら
は
ひ 

と
え
に
自
力
を
た
の
む
も
の
な
り
。
別
解
は
、
念
仏
を
し
な
が

ら
、
他
力
を
た
の
ま
ぬ
な
り
。
乃
至
念
仏
を
し
な
が
ら
自
力
に 

さ
と
り
な
す
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
別
解
と
い
う
な
り
。
ま
た 

助
業
を
こ
の
む
も
の
、

こ
れ
す
な
わ
ち
自
力
を
は
げ
む
ひ
と
な 

り
。
自
力
と
い
う
は
、
わ
が
身
を
た
の
み
、
わ
が
ち
か
ら
を
は 

げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
」 

と
き
わ
め
て
具
体
的
に
教
え
ら
れ
た
『
一
念
多
念
文
意
』

の
文
で 

あ
る
。
ま
た
後
者
に
お
い
て
思
わ
れ
た
も
の
は 

「
し
か
れ
ば
選
択
本
願
に
は
、
若
我
成
仏
十
方
衆
生
称
我
名
号 

下
至
十
声
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
申
す
は
、
弥
陀
の
本
願
は
と 

こ
え
ま
で
の
衆
生
み
な
往
生
す
と
し
ら
せ
ん
と
お
ぼ
し
て
、
十 

声
と
の
た
ま
え
る
な
り
。
念
と
声
と
は
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
な
り
と 

知
る
べ
し
と
な
り
。
念
を
は
な
れ
た
る
声
な
し
、
声
を
は
な
れ 

た
る
念
な
し
と
な
り
」 

と

い

う

『
唯
信
鈔
文
意
』
の
お
言
葉
で
あ
る
。

以
上
の
二
文
を
熟
読
す
る
と
き
、
何
よ
り
も
明
ら
か
な
こ
と
は 

親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
称
名
念
仏
は
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も 

修
の
意
識
を
と
ど
め
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ 

こ
そ
、
大
行
と
領
解
さ
れ
た
本
質
的
意
義
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に 

そ
の
大
行
こ
そ
は
、
称
名
で
な
く
て
は
そ
の
現
実
的
意
義
を
失
う 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
こ
そ
、
浄
土
真
宗
に
於
け
る
宗
教 

的
実
践
の
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
の
意
識
と
は
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「
自
力
を
た
の
む
」
意
識
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の 

か
ぎ
り
に
於
て
は
、
き
わ
め
て
積
極
的
な
人
生
態
度
で
あ
り
、
そ 

れ

が

「
自
力
を
は
げ
む
」
と
い
う
相
と
な
っ
て
、
表
わ
さ
れ
る
こ 

と
と
な
る
。

し
か
し
、
自
力
を
た
の
み
自
力
を
は
げ
む
と
い
う
こ
の
積
極
性 

は
、

一
体
何
処
か
ら
生
れ
て
来
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
故 

に
自
力
を
た
の
ん
で
急
走
急
作
す
る
ご
と
く
、
自
力
の
善
を
は
げ 

ま
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
し
く
そ
れ
は
、
現
に 

か
く
あ
る
自
分
自
身
に
安
住
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、

い
の
ち
の 

不
安
の
ゆ
え
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
の
最
も
顕
著
な
現
れ 

が

「
吉
日
良
辰
を
え
ら
び' 

占
相
祭
祀
を
こ
の
む
」
と
い
う
相
で 

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
り
意
味
な
き
迷
妄
で 

あ
る
と
し
て
、
真
に
一
笑
に
ふ
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
が
あ
る
で 

あ
ろ
う
か
。
た
と
え
、
そ
う
し
た
顕
著
な
相
を
示
さ
な
い
と
し
て 

も
、
自
力
を
た
の
む
か
ぎ
り
に
於
て
は
、
聖
道
も
浄
土
念
仏
道
も 

本
質
的
に
は
同
断
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
於
け
る
修
道
的
要
求
そ
の
も
の
の
う
ち 

に
、
生
存
そ
れ
自
体
へ
の
不
安
が
か
く
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と 

は
、
人
間
に
と
っ
て
、
生
存
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が' 

自
我
の
意 

識
に
あ
っ
て
は
手
の
と
ど
か
ぬ
深
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち 

自
分
自
身
の
出
生
が
、
自
我
の
心
に
と
っ
て
は
閉
さ
れ
た
秘
密
だ

か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
人
間
が
悲
劇
的
存
在
で
あ
る
の
は
、
ま
さ 

に
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
で
あ
る
。
禁
断
の
木
の
実
を
食
し
て
、
天
然 

の
楽
園
を
追
放
さ
れ
て
か
ら
、
人
間
は
、
さ
ま
よ
う
こ
と
を
自
己 

と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
経
典
に
説
か
れ
る
王
舎
城
の 

悲
劇
は
、
悲
劇
的
存
在
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
人
間
そ
れ
自 

体
を
、
人
間
に
教
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
誰
か
出
生
の
秘 

密
な
く
し
て
生
存
す
る
人
間
が
あ
ろ
う
か
。

本
願
唯
除
の
仏
意
を
、
自
己
自
身
の
い
の
ち
の
う
ち
に
領
知
せ 

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
親
鸞
聖
人
は
、

『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
阿 

闍
世
の
う
え
に
、
そ
の
す
べ
て
を
教
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う 

か
。
阿
闍
世
の
名
が
、
世
人
の
間
で
は
「
折
指
」
と
さ
さ
や
か
れ 

自
身
に
あ
っ
て
は
「
未
生
怨
」
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は 

既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し

か

し

「
信
巻
」 

所

引

の

『
涅
槃
経
』
の
な
か
に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
「
善
見
」
の 

名
を
見
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
聖
人
の
深
い
思
召
が
し
の 

ば
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
経
文
に
よ
る
と

「
羅
閲
祇
の
王
頻
婆
娑
羅
、
そ
の
王
の
太
子
を
名
け
て
善
見
と 

い
う
」

と
示
さ
れ
て
い
る
。
阿
闍
世
と
い
う
一
人
の
人
間
に
与
え
ら
れ
た 

名
は
、
同
音
に
阿
闍
世
と
呼
ば
れ
つ
つ
も
、
折
指
、
善
見
、
未
生 

怨
の
三
意
を
包
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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折
指
、
そ
れ
は
、
阿
闍
世
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
生
の
事
実
で 

あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
す 

べ
て
の
人
が
生
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
成
す
る
事
実
そ
の
も
の 

で
あ
る
。
し
か
し
、
父
母
は
折
指
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
に
認
め
る 

こ
と
は
で
き
ず
し
て
、
善
見
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
子
の
誕
生 

に
よ
り
与
え
る
親
の
名
は
、

つ
ね
に
善
見
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
わ 

が
子
へ
の
願
い
と
信
頼
と
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し 

か
し
、

い
か
に
善
見
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
折
指
で
あ
る
事
実
を 

動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
阿
闍
世
に
と
っ
て
、

い
ま
ま
で
そ
れ 

と
も
気
付
か
な
か
っ
た
、
自
ら
の
折
指
の
事
実
が
、
善
見
と
呼
ば 

れ
る
名
の
も
と
に
、
次
第
に
重
荷
と
な
っ
て
来
た
。
折
指
と
い
う 

事
実
を
何
故
に
善
見
と
呼
ぶ
の
か
。
何
故
に
折
指
を
折
指
と
呼
ば 

な
い
の
か
。
阿
闍
世
は
自
己
の
い
の
ち
の
事
実
の
な
か
で
、
自
ら 

幾
度
も
問
う
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
自
ら
の
問
い
の
ま
え
に
、
提
婆
の
声
が
答
え
た
の
で
あ 

る
。
そ
れ
は
、
折
指
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
自
分
で
欲
し
自
分
で 

選
ん
だ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
母
に
よ
っ
て 

与
え
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
私
が
選
ん
だ
の
で
も 

な
い
私
の
事
実
に
対
し
て
、
父
母
は
善
見
た
れ
と
要
求
し
て
来 

る
。
阿
闍
世
は
そ
の
思
い
の
反
復
の
な
か
か
ら
、

つ
い
に
折
指
の 

背
後
に
出
生
の
秘
密
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
出
生

が
自
我
に
と
っ
て
隠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
至
っ
た
と
き
、
 

折
指
の
事
実
は
罪
な
き
罰
へ
の
怒
り
と
な
っ
て
、
未
生
怨
が
相
を 

現
わ
し
て
来
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
ら
か
に
、
折
指
は
あ
く
ま
で 

事
実
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ 

の
事
実
の
な
か
で
善
見
と
未
生
怨
と
が
対
峙
す
る
こ
と
と
な
っ
た 

の
で
あ
る
。
そ
の
対
峙
の
世
界
こ
そ
、
自
我
の
手
の
と
ど
か
ぬ
出 

生
の
秘
密
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
王
舎
城
の
悲
劇
は
、
生
起
す 

べ
く
し
て
生
起
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
聖
人
は
、
こ
の
人
間 

の
不
可
避
的
な
悲
劇
性
に
お
い
て
、
本
願
唯
除
の
教
言
を
聞
い
た 

の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
人
間
の
生
の
事
実
と
は
、
知
ら
ず
し
て
与 

え
ら
れ
た
運
命
の
桎
梏
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
い
う
て
よ
い
で
あ 

ろ
う
。

し
か
ら
ば
、
人
間
に
於
け
る
修
道
的
要
求
は
、
そ
の
形
態
の
如 

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
、
世
俗
か
ら
の
超 

脱
を
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
必
然
的
で
あ
る 

と
も
云
え
る
よ
う
で
あ
る
。
世
俗
と
は
、
単
に
煩
い
多
く
悩
み
果 

て
な
き
境
界
で
あ
る
と
云
う
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
出
生
の
秘
密 

を
や
ど
し
た
い
の
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
不
安
そ
の
も
の
で
あ 

る
。
そ
れ
は
、
不
可
測
の
深
淵
を
足
下
に
す
る
い
の
ち
の
在
り
方 

と
し
て
、

一
刻
も
自
分
自
身
を
安
ん
ぜ
し
め
る
こ
と
は
な
い
。
し 

た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
積
極
的
で
あ
り
生
産
的
で
あ
っ
て
も
、
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世
俗
が
世
俗
の
ま
ま
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

こ
の
い 

の
ち
の
実
感
を
打
ち
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
い
の 

ち
の
い
と
な
み
、
そ
れ
を
、
流
転
と
呼
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
世
俗
か
ら
の
超
脱
と
は
、
こ
の
流
転
の 

生
か
ら
の
脱
出
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
ま
た' 

人
間
の
宗
教
的
要 

求
に
よ
る
宗
教
的
実
践
、
す
な
わ
ち
、
修
道
は
、
自
分
自
身
の
生 

存
の
闇
で
あ
る
運
命
の
桎
梏
か
ら
の
超
脱
を
期
す
る
も
の
と
し
て 

聖
な
る
も
の
へ
向
っ
て
の
、
上
昇
的
方
向
を
も
つ
。
そ
れ
を
こ
そ 

聖
道
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。

--

か
く
し
て
、
人
間
に
於
け
る
修
道
的
要
求
の
根
は
人
間
で
あ
る 

こ
と
の
生
存
の
深
み
に
お
ろ
さ
れ
て
い
る
。

「
自
力
を
た
の
む
」 

と
は
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
『
一
念
多 

念
文
意
』

の
言
葉
は
、
厳
し
く
こ
の
現
実
を
凝
視
し
て
の
も
の
で 

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
称
名
念
仏
に
於
て
能
修
の
功
を
問
題
と
せ 

ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
意
識
は
、
自
力
聖
道
の
こ
こ
ろ
と
別
で 

は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
こ
ろ
の
根
を
押
え
て
み
る
な
ら
ば
、
 

思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
吉
凶
禍
福
に
惑
う
外
道
の 

こ
こ
ろ
と
、
峻
別
し
難
い
も
の
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は 

既
に
し
て
曇
鸞
大
師
が
、
自
力
の
難
の
第
一
と
し
て
「
外
道
の
相

善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
」
(

浄
土
論
註)

と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で 

あ
る
が
、
実
は
そ
こ
に
は
菩
薩
の
法
と
い
え
ど
も
「
自
力
を
た
の 

み
」

「
自
力
を
は
げ
む
」
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
本
来
、
外
道
の 

相
善
と
混
乱
す
べ
き
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
っ 

い
て
の
、
凝
視
の
厳
し
さ
が
あ
る
。
ま
こ
と
に 

「
然
る
に
濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
、
乃
し
九
十
五
種
の
邪 

道
を
出
で
て
、
半
満
権
実
の
法
門
に
入
る
と
雖
も
、
真
な
る
も 

の
は
甚
だ
以
て
難
く
、
実
な
る
も
の
は
甚
だ
以
て
希
な
り
。
偽 

な
る
も
の
は
甚
だ
以
て
多
く
、
 

虚
な
る
も
の
は
甚
だ
以
て
滋 

し
」
(

化
身
上
巻)

と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
第
四
条
に
示
さ
れ
て
い
る
問
題
も
、
ま
た
こ
の
事 

実
を
押
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
親
鸞
聖
人
は 

「
聖
道
の
慈
悲
と
い
う
は
、
も
の
を
あ
わ
れ
み
か
な
し
み
は
ぐ 

く
む
な
り
」

と
示
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
如
何
な
る
理
由
も
あ
け
ず
、
ま
た
弁
明 

を
す
る
こ
と
も
な
く

「
今
生
に
、

い
か
に
い
と
お
し
ふ
び
ん
と
お
も
う
と
も
、
存
知 

の
ご
と
く
た
す
け
難
け
れ
ば
、

こ
の
慈
悲
始
終
な
し
」 

と
断
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
道
の
こ
こ
ろ
と
は
「
も
の
を
あ
わ 

れ
み
か
な
し
み
は
ぐ
く
む
」
と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
の
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こ
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
が
生
き
て 

在
る
こ
と
そ
れ
自
体
、
す

な
わ
ち

「
今
生
」
は

「
お
も
う
が
ご
と 

く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た
」
き
事
実
の
外
に 

は
な
い
と
、

い
い
切
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
、
人
間
に
於
け
る
宗
教
的
要
求
へ
の
断 

念
が
あ
る0

さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
宗
教
的
と
い
う
相
を
と
っ
て 

ま
で
し
て
、
果
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
、
執
拗
な
人
間
的
要 

求
へ
の
断
念
が
あ
る
。

こ
の
断
念
を
こ
そ
「
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ 

る
が
え
し
す
っ
る
」
(

唯
信
鈔
文
意)

廻
心
と
い
う
の
で
あ
る
。 

廻
心
、
す

な
わ

ち

「
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
し
す
っ
る
」
と 

「
よ
う
よ
う
さ
ま
ざ
ま
の
大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
の' 

み
つ
か
ら 

が
身
を
よ
し
と
お
も
う
こ
こ
ろ
を
す
て
、
身
を
た
の
ま
ず' 

あ 

し
き
こ
こ
ろ
を
か
え
り
み
づ
、
ひ
と
す
じ
に
、
具
縛
の
凡
愚
、
 

屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の 

名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に 

い
た
る
」
(

唯
信
鈔
文
意)

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
断
念
こ
そ
、
煩
悩
を
断
じ
尽
し
て
涅
槃
を
得 

よ
う
と
す
る
宗
教
的
要
求
、
す
な
わ
ち
、
聖
道
の
う
ち
に
、
人
間 

生
存
の
地
底
に
か
く
さ
れ
た
不
可
知
の
深
淵
へ
の
恐
れ
か
ら
逃
れ 

ん
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
現
実
逃
避
が
あ
る
と
い
う
事
実
へ
の
凝
視

に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
相
が
ど
の
よ
う
に
酷
し
く 

と
も
、
夢
は
夢
で
し
か
な
い
と
い
う
、
恐
ろ
し
い
程
に
透
徹
し
た 

現
実
凝
視
の
眼
で
あ
る
。
実
は
、

こ
の
眼
を
も
っ
て
見
詰
め
る
事 

実
の
う
え
に
た
つ
断
念
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
間
は
自
己
自
身 

の
現
実
に
安
立
す
る
。
す

な
わ

ち

「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無 

上
大
涅
槃
に
い
た
る
」
身
と
し
て
、
自
己
を
発
見
す
る
の
で
あ 

る
。

「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

こ 

の
身
が
こ
の
ま
ま
で
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決 

し
て
安
易
な
自
己
肯
走
で
は
な
い
。

一
体
、
わ
れ
わ
れ
は
一
度
な 

り
と
も
、

こ
の
身
を
こ
の
ま
ま
で
よ
し
と
、
自
ら
頷
い
た
こ
と
が 

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
も
え
ば
、
夢
の
中
に
も
な
お
夢
を
見
っ
づ 

け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

い
か
に
夢
見
て
も
、

こ
の 

身
は
こ
の
ま
ま
で
在
る
よ
り
外
に
在
り
よ
う
は
な
い
。
そ
れ
が
事 

実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無 

上
大
涅
槃
に
い
た
る
」
と
は
、

こ
の
身
の
事
実
へ
の
深
々
の
頷
き 

に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
頷
き
を
親
鸞
聖
人
は

「
わ
れ
ら
は
善
人
に
も
あ
ら
ず
、
賢
人
に
も
あ
ら
ず
、
乃
至
精 

進
な
る
こ
こ
ろ
も
な
し
。
懈
怠
の
こ
こ
ろ
の
み
に
し
て
、
う
ち 

は
む
な
し
く
い
つ
，わ
り
、
か
ざ
り
、

へ
つ
ら
う
こ
こ
ろ
の
み
っ 

ね
に
し
て
、
ま
こ
と
な
る
こ
こ
ろ
な
き
身
な
り
」

(

唯
信
鈔
文
意)
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と
い
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
賢
者
に
お
け
る
さ
か
し
ら
な 

自
己
反
省
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
生
き
て
あ
る
身 

の
事
実
へ
の
、
恐
し
い
ま
で
に
透
徹
し
た
凝
視
の
言
葉
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
こ
に
凝
視
さ
れ
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
は
、
決
し 

て
特
殊
な
人
間
の
特
殊
な
在
り
方
で
は
な
く 

「
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、

い 

か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
ひ
ま
な
く
し
て 

臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、

こ
え 

ず
」
(

一
念
多
念
文
意)

と

い

う

「
凡
夫
」
の
現
実
で
あ
り
、
そ

の

「
凡
夫
」

こ

そ

は

「
す 

な
わ
ち
わ
れ
ら
」
(

同
上)

で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
断
念
と
は
、
 

こ

の

「
わ
れ
ら
」

の
世
界
に
在
る
「
わ
が
身
」

へ
の
還
帰
で
あ
る 

と
い
え
よ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
「
も
の
を
あ
わ
れ
み
か
な
し
み 

は
ぐ
く
む
」
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
「
た
す
け
と
げ
ん
」
と
す
る
思
い 

を

転
じ
て

「
い
か
に
い
と
お
し
ふ
び
ん
と
お
も
う
と
も
、
存
知
の 

ご
と
く
た
す
け
が
た
」
き

「
今
生
」

へ
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か 

し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
還
帰
で
あ
っ
て
、
た
だ
徒
ら
に 

「
今
生
」
を

「
た
す
け
が
た
」
し
と

し
て

「
も
の
を
あ
わ
れ
み
か 

な
し
み
は
ぐ
く
む
」

こ
こ
ろ
を
放
擲
し
、
踵
を
返
す
こ
と
で
は
な 

い
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
菩
薩
の
道
に
退
転
し
て
、
二
乗
地
に
堕
す 

る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
明

ら

か

に

「
た

す
け
が
た
き
」

こ

と

を

「
今
生
」
の
本
質
と
し
て
領
知
す
る
こ
と 

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ

の

「
今
生
」
の
解
決
を
、
真

に

「
す 

え
と
お
り
た
る
」
世
界
に
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ

こ

に

「
た 

す
け
と
げ
ん
」
と
す
る
わ
が
思
い
へ
の
断
念
が
、
そ
の
思
い
の
無 

要
と
な
る
世
界
へ
還
帰
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
還
帰
し
て
み
れ
ば
、

こ

の

「
今
生
」
こ
そ
「
わ
が
身
」 

に
於
て
知
ら
れ
た
「
わ
れ
ら
」
の
世
界
と
し
て
、
無
始
以
来
、
未 

来
際
を
尽
し
て
「
大
慈
大
悲
心
を
も
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生 

を
利
益
す
る
」

(

歎
異
抄
・
四
条)

こ
と
の
成
就
す
る
世
界
で
あ 

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ

の

「
今
生
」
こ

そ

「
一
切
の
有
情
」
を 

し

て

「
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
」

(

歎
異
抄
・
五
条)

と
し
て
在 

る

「
わ
が
身
」
の
現
実
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 

た
す
け
る
思
い
は
、
た
す
か
る
身
に
於
て
「
す
え
と
お
」
る
の
で 

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
断
念
に
於
け
る
還
帰
、
そ
れ
は
、

い
か
に
厳 

し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
。
し
か
し
、
そ
の
厳
し
さ
は
、

い
の
ち 

そ
れ
自
体
の
厳
し
さ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
な

す

こ

と(

行
為 

・
行
修)

へ
の
酷
し
さ
で
は
な
く
、
あ

る

こ

と(

存

在

・
人
生) 

自
体
の
厳
し
さ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
断
念
に
於
け
る
還
帰
の
道
、
そ
れ
こ
そ
が
念
仏
成
仏
の
ー 

道
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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三 

ま
さ
し
く
こ
こ
で
、
私
は
ひ
と
つ
の
試
解
を
な
そ
う
と
思
う
。 

し
か
し
、

こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
私
自
身
の
課
題
的
意
味
に
於
て
で 

あ
る
。
そ
れ
は
道
元
禅
師
に
つ
い
て
で
あ
る
。
禅
師
は
聖
道
の
心 

す
な
わ
ち
、
菩
提
心
に
つ
い
て
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。 

「
菩
提
心
を
お
こ
す
こ
と
、
か
な
ら
ず
慮
知
心
を
も
ち
い
る
。
乃 

至
慮
知
心
に
あ
ら
ざ
れ
ば
菩
提
心
を
お
こ
す
こ
と
あ
た
わ
ず
。 

こ
の
慮
知
心
を
す
な
わ
ち
菩
提
心
と
す
る
に
は
あ
ら
ず
。

こ
の 

慮
知
心
を
も
て
菩
提
心
を
お
こ
す
な
り
。

菩
提
心
を
お
こ
す
と
い
う
は
、
お
の
れ
い
ま
だ
わ
た
ら
ざ
る
さ 

き
に
、

一
切
衆
生
を
わ
た
さ
ん
と
発
願
し
い
と
な
む
な
り
。
そ 

の
か
た
ち
い
や
し
と
い
う
と
も
、

こ
の
こ
こ
ろ
を
お
こ
せ
ば
す 

で
に
一
切
衆
生
の
導
師
な
り
乃
至
。

お
お
よ
そ
菩
提
心
は
、

い
か
が
し
て
一
切
衆
生
を
し
て
菩
提
心 

を
お
こ
さ
し
め
、
仏
道
に
引
導
せ
ま
し
と
、
ひ
ま
な
く
三
業
に 

い
と
な
む
な
り
。

い
た
ず
ら
に
世
間
の
欲
楽
を
与
う
る
を
、
利 

益
衆
生
と
す
る
に
は
あ
ら
ず
。

こ
の
発
心
、

こ
の
修
証
、
は
る 

か
に
迷
悟
の
辺
表
を
超
越
せ
り
。
三
界
に
勝
出
し
、

一
切
に
抜 

群
せ
り
。
な
お
声
聞
辟
支
仏
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
」 

(

正
法
眼
蔵
・
七
十)

と
い
い
、
さ
ら
に
そ
の
こ
こ
ろ
を
押
え
て

「
衆
生
を
利
益
す
と
い
う
は
、衆
生
を
し
て
自
未
レ
得
レ
度
先
度
・ 

他
の
こ
こ
ろ
を
お
こ
さ
し
む
る
な
り
。
自
未
得
度
先
度
他
の
心 

を
お
こ
せ
る
ち
か
ら
に
よ
り
て
、
わ
れ
ほ
と
け
に
な
ら
ん
と
思 

う
べ
か
ら
ず
」
(

前
同)

と
示
さ
れ
る
。

「
菩
提
心
は
す
な
わ
ち
度
衆
生
心
」

(

永
平
広
録 

第
八)

で
あ
る
こ
と
は
、
仏
者
の
つ
ね
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
の
度
衆
生
の
事
実
は
「
一
切
衆
生
を
し
て
菩
提
心
を 

お
こ
さ
し
め
」

ん
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の

内

容

は

「
自
未
レ 

得
レ
度
先
度
レ
他
」
の
心
を
発
起
せ
し
む
る
こ
と
の
外
に
は
な
い
。 

し
か
ら
ば
、
何
故
に
発
菩
提
心
が
大
切
で
あ
り
、
何
故
に
発
菩 

提
心
せ
し
む
る
こ
と
が
、
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
と
な
る
の
か
。 

そ
れ
は
、
生
存
そ
の
も
の
が
無
常
迅
速
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ 

し
く
無
常
迅
速
な
る
が
故
に
、
そ
こ
に
生
死
の
一
大
事
を
知
る
か 

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
現
実
を
生
き
る
も
の
に
と
っ
て 

は
、
発
菩
提
心
の
ほ
か
に
人
生
の
空
過
を
超
え
る
道
は
な
く
、
発 

菩
提
心
の
ほ
か
に
衆
生
の
利
益
も
な
い
。
ま

さ
し
く
「
菩
提
心
と 

は
乃
至
無
常
を
観
す
る
心
、

す
な
わ
ち
こ
れ
」
(

学
道
用
心
集) 

で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
学
道
の
人
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
興
法
利
生
の
ー 

事
で
あ
り
、

こ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
も
そ
れ
を
な
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す
こ
と
は
、
決
し
て
特
別
の
こ
と
で
は
な
く 

「
世
間
の
帝
王
官
人
、
何
人
か
身
を
た
や
す
く
す
る
。
君
は
王 

道
を
治
め
、
臣
は
忠
節
を
尽
し
、
乃
至
庶
民
は
田
を
開
き
鍬
を 

取
る
ま
で
も
、
何
人
か
た
や
す
く
し
て
世
を
過
す
。

こ
れ
を
の 

が
れ
て
業
林
に
入
り
て
、
空
し
く
時
光
を
過
し
て
、
畢
竟
し
て 

何
の
用
ぞ
」
(

正
法
眼
蔵
随
聞
記
・
二) 

と
い
う
ご
と
く
、
業
林
に
身
を
お
く
か
ぎ
り
、
当
然
な
す
べ
き
作 

務
で
あ
り
、
学
道
の
人
の
作
務
は
学
道
の
外
に
ニ
も
な
く
三
も
な 

い
。
た

だ

「
仏
法
に
随
う
と
い
う
は
、
興
法
利
生
の
た
め
に
身
命 

を
捨
て
て
、
諸
事
を
行
じ
も
て
ゆ
く
」
(

前
同)

の
み
で
あ
る
。 

明
ら
か
に
禅
師
に
あ
っ
て
は
、
出
家
学
道
の
外
に
人
生
が
あ
っ 

た
の
で
は
な
く
、
ま
た
人
生
を
外
に
し
て
出
家
学
道
が
あ
る
の
で 

も
な
い
。
若
し
人
が
空
過
を
超
え
て
真
に
生
き
る
と
い
う
道
が
あ 

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
出
家
学
道
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に 

至
れ
ば
、
た
だ
ー
た
び
の
こ
の
い
の
ち
の
有
難
さ
は
、
発
菩
提
心 

に
よ
る
学
道
の
う
ち
に
の
み
知
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
出
家
学
道 

は
そ
の
ま
ま
人
生
必
須
の
要
諦
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
世
務
は 

仏
法
を
さ
ゆ
と
お
も
え
る
も
の
は
、
た
だ
世
中
に
仏
法
な
し
と
の 

み
知
り
て' 

仏
中
に
世
法
な
き
こ
と
を
、

い
ま
だ
知
ら
ざ
る
」 

(

正
法
眼
蔵
第
一)

も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た

だ

「
仏
弟 

子
は
、
仏
法
を
な
ろ
う
べ
し
、
ま
た
知
る
べ
」
(

前
同)

き
の
み

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
吾
我
の
た
め
に
仏
法
を
学
す
る
」
の 

で
は
な
く
「
た
だ
仏
法
の
た
め
に
仏
法
を
学
す
」(

正
法
眼
蔵
随
聞 

記
第
五)

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
無
常
迅
速
な
る
生
死
の
事 

大
に
め
ざ
め
た
、
真
実
な
る
自
己
の
確
立
が
あ
る
。
す
な
わ
ち 

「
仏
道
を
な
ら
う
と
は
、
自
己
を
な
ら
う
な
り
。
自
己
を
な
ら 

う
と
い
う
は
、
自
己
を
忘
る
る
こ
と
な
り
。
自
己
を
忘
る
る
と 

い
う
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
と 

い
う
は
、
自
己
の
身
心
、
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ 

し
む
る
な
り
」
(

正
法
眼
蔵
ニ
ニ)

と
い
う
、

こ
の
こ
と
で
あ
る
。

「
仏
道
を
な
ら
う
こ
と
」
即

「
自 

己
を
な
ら
う
こ
と
」
で
あ
り
、

「
自
己
を
な
ら
う
こ
と
」
即

「
万 

法
に
証
せ
ら
れ
る
こ
と
」
で

あ

り

「
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
こ
と
」 

即

「
自
他
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
」

事
実
の
外
に
は
な 

い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ

で

は

「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証 

す
る
こ
と
」
(

前
同)

は
、
そ
れ
自
体
迷
い
で
あ
り
、
た

だ

「
万 

法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
」
(

前
同)

ば
か
り
で
あ
る
。
か 

く
て

「
迷
に
大
悟
す
る
は
諸
仏
な
り
、

悟
に
大
迷
す
る
は
衆
生
な 

り
」
(

前
同)

と
云
い
切
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
概
観
し
た
か
ぎ
り
に
於
て
推
考
す
る
と
き
、

こ
こ
に
は
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聖
道
の
徹
底
の
即
下
に
な
さ
れ
る
、
人
間
的
要
求
へ
の
否
定
が
あ 

る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
能
な
事
実
を
可
能
と
考
へ
る
、
人
間
的
要 

求
へ
の
切
断
を
も
っ
て
、
事
実
に
安
立
す
る
も
の
で
『
正
法
眼
蔵 

随
聞
記
第
二
』
に
説
か
れ
て
い
る
、
不
味
因
果
に
つ
い
て
の
「
ー
 

刀
両
断
の
み
知
っ
て
、

一
刀
一
断
を
知
ら
ず
」
と
い
う
教
示
は
、
 

こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
修
道
に
於
け
る 

人
間
的
な
修
の
意
識
の
超
克
が
あ
る
。

「
本
来
本
法
性
、
天
然
自 

性
身
」
と
説
く
こ
と
が
顕
密
両
教
の
極
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故 

に
三
世
の
諸
仏
は
発
心
し
て
菩
提
を
求
め
た
の
か
、
と
い
う
一
大 

疑
団
が
、
禅
師
を
し
て
入
唐
求
道
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
疑 

団
は
、
師
如
浄
和
尚
の
「
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
」
の
一
語
の
下 

に
氷
解
し
、

つ

い

に

「
一
生
参
学
の
大
事
こ
こ
に
お
わ
り
ぬ
」 

(

正
法
眼
蔵
，
一)

と
決
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、

そ
う
し
た 

消
息
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
決
し
て
断
念
に
よ
る
還
帰
で
は
な
く
、
あ
く 

ま
で
も
否
定
に
よ
る
超
克
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
聖
道
の
う
ち 

に
執
拗
に
つ
き
ま
と
う
人
間
的
要
求
の
超
断
に
お
い
て
開
顕
さ
れ 

た
、
聖
道
そ
れ
自
体
の
存
在
意
義
の
発
見
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
き
、
浄
土
教
興
起
の
必
然
性
の 

確
か
め
は
、
道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
の
教
判
に
於
て
「
当
今
は
末 

法
現
に
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
」(

安
楽
集)

と
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ 

っ
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
時
機
の
自
覚
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
正 

像
末
三
時
の
具
欠
を
以
て
の
み
、
浄
土
教
興
起
の
必
然
性
を
見
よ 

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
根
底
に
仏
教
に
於
け
る
修
道
性
そ 

の
も
の
の
問
題
が
、
な
お
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
と
云,
わ 

ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
断
惑
証
理
と
い
う
言
葉
が
示
し
て 

い
る
ご
と
く
、
修
道
を
証
へ
の
道
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歩
い
て 

来
た
仏
教
の
課
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
仏
教
の
理
念
は
、
 

少
く
と
も
人
間
か
ら
仏
へ
と
い
う
方
向
に
立
つ
漸
進
性
の
否
定
に 

終
始
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
小
乗
か
ら
大
乗
へ
、
権
教
か
ら
実
教 

へ
、
三
乗
教
か
ら
一
乗
教
へ
等
々
の
、
思
想
的
な
展
開
は
、
す
べ 

て
仏
道
の
真
意
を
漸
進
的
向
上
の
道
と
し
て
で
は
な
く
、
本
来
性 

開
顕
の
道
と
し
て
、
漸
を
破
っ
て
頓
に
徹
底
せ
ん
と
す
る
も
の
に 

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
修
道
の
現
実
は
、

つ 

ね
に
衆
生
か
ら
仏
へ
の
歩
み
の
外
に
は
な
か
っ
た
。 

そ
の
こ
と
は
、
既
に
法
然
上
人
に
よ
っ
て

「
天
台
真
言
は
み
な
頓
教
と
名
く
、
然
れ
ど
も
、
彼
は
断
惑
証 

理
な
る
が
故
に
、
な
お
こ
れ
漸
教
な
り
」
(

漢
語
灯
録
ー) 

と
道
破
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
こ
そ
、
聖
者
釈
迦
を
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始
原
と
す
る
聖
道
仏
教
、
す
な
わ
ち
、
出
家
道
が
内
深
く
に
苦
斗 

し
続
け
て
来
た
憧
着
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、
 

道
綽
禅
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
教
相
判
釈
は
、

こ
の
憧
着
を
的
確 

に
押
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
道
仏
教
の
理
念
は
、

つ 

ね
に
そ
の
漸
教
的
な
る
も
の
を
脱
皮
し
、
頓
極
頓
速
の
理
を
明
ら 

か
に
す
る
こ
と
一
つ
に
終
始
し
続
け
て
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
の 

こ
と
が
現
実
に
は
「
理
深
く
解
微
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
必
然
し 

た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
修
道
の
事
実
に
於
け
る
漸
進
性 

は
、

つ
い
に
「
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
り
」
と
い
う
、
自
力
流 

転
の
悲
歎
を
生
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な 

深
い
矛
盾
を
内
に
包
ん
だ
聖
道
仏
教
の
現
実
を
否
定
契
機
と
し
て 

「
当
今
は
末
法
、
現
に
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
た
だ
浄
土
の
ー 

門
の
み
あ
っ
て
、
通
入
す
べ
き
み
ち
な
り
」
(

安
楽
集) 

と
決
判
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
浄
土
教
興
起
の
必
然
性
が 

確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
道
元
禅
師
が
一
生
参
学
の
大
事
と
し
て
、
自
ら
の
生 

命
を
賭
し
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
大
疑
団
で
あ
る
「
本
来 

本
法
性
、
天
然
自
性
身
」
と
は
、
明
ら
か
に
聖
道
仏
教
そ
れ
自
体 

が
内
含
す
る
、
矛
盾
そ
の
も
の
へ
の
問
い
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の 

で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
へ
の
解
決
を
、
聖
道
の
行
の
即
下
に
発 

見

し

て

「
一
生
参
学
の
大
事
こ
こ
に
終
り
ぬ
」
と
云
い
切
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
解
決
と
は
、
そ
の
疑
団
そ
の
も
の 

を
徹
回
せ
し
め
る
世
界
、
す

な
わ

ち

「
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
」 

の
事
実
へ
の
開
眼
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
い
え
ば 

聖
道
と
は
、
聖
の
道
で
あ
っ
て
聖
へ
の
道
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と 

こ
そ
、
本
師
釈
尊
が
身
を
以
て
教
示
し
た
活
説
法
で
あ
っ
た
、
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
禅
師
の
領
受
し
た
仏
道 

は

「
諸
仏
如
来
、
と
も
に
妙
法
を
単
伝
し
て
、
阿
耨
菩
提
を
証
す 

る
に
、
最
上
無
為
の
妙
術
あ
り
。

こ
れ
た
だ
仏
ほ
と
け
に
授
け 

て
、
よ
こ
し
ま
な
る
こ
と
な
き
は
、
す
な
わ
ち
自
受
用
三
昧
な 

り
」
(

正
法
眼
蔵
，
一)

と
い
う
只
管
打
坐
の
一
行
三
昧
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
何 

故
に
坐
禅
の
み
が
「
仏
法
の
全
道
」
(

前
同)

た
り
得
る
の
か
。 

そ
れ
に
対
す
る
答
え
は

「
仏
法
に
多
く
の
門
あ
り
。
何
を
以
て
か
ひ
と
え
に
坐
禅
を
す 

す
む
る
や
。

こ
れ
仏
法
の
正
門
な
る
を
以
て
な
り
。
何
ぞ
ひ
と 

り
正
門
と
す
る
。
大
師
釈
尊
ま
さ
し
く
得
道
の
妙
術
を
正
伝
し 

ま
た
三
世
の
如
来
み
な
坐
禅
よ
り
得
道
せ
り
」
(

前
同) 

と
い
う
に
あ
る
。
推

す

る

に

「
得
道
の
妙
術
」
た
る
只
管
打
坐
、
 

そ
れ
は
、
証
へ
の
道
で
は
な
く
、
証

道
(

口
さ
と
り
の
み
ち
〇) 

な
の
で
あ
り
、
聖
へ
の
道
に
あ
ら
ず
し
て
、
文
字
通
り
聖
道(

ロ
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ひ
じ
り
の
み
ち"
)

な
の
で
あ
る
。

明
ら
か
に
証
は
平
等
で
あ 

る
。
修
は
た
だ
そ
の
平
等
の
証
を
行
ず
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち 

「
こ
の
法
は
、
人
び
と
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
わ
れ
り
と
い 

え
ど
も' 

い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に 

は
う
る
こ
と
な
し
。
は
な
て
ば
手
に
み
て
り
、

一
多
の
き
わ
な 

か
ら
ん
や
。
乃
至
い
ま
お
し
う
る
功
夫
弁
道
は
、
証
上
に
万
法 

ち
ょ
う
か
ん
):?

ゝ<  

を
あ
ら
し
め
、
出
路
に
一
如
を
行
ず
る
な
り
。
そ
の
超
関
脱
落 

の
と
き
、

こ
の
節
目
に
か
か
わ
ら
ん
や
」
(

前
同) 

と
い
い
、
さ
ら
に

「
こ
の
単
伝
正
直
の
仏
法
は
、
最
上
の
な
か
の
最
上
な
り
。

乃 

至
打
坐
し
て
身
心
脱
落
す
る
こ
と
を
得
よ
。
も
し
人
、

一
時
な 

り
と
い
う
と
も
、
三
業
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧
に
端
坐
す
る
と 

き
、
遍
法
界
み
な
仏
印
な
り
。
尽
虚
空
こ
と
ご
と
く
さ
と
り
な 

り
」
(

前
同)

と
示
す
と
こ
ろ
に
は
、
明
ら
か
に
そ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ 

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
修
証
一
等
と
い
い
、
教
行
証
一
等
と
領
受 

さ
れ
る
か
ぎ
り
、
最
早
や
こ
こ
に
は
教
行
証
の
具
欠
を
課
題
と
す 

る
、
正
像
末
の
三
時
史
観
は
成
立
し
な
い
。

「
問
う
て
い
わ
く
、

こ
の
行
は
末
代
悪
世
に
も
修
行
す
れ
ば
証 

を
得
べ
し
や
。
示
し
て
日
く
、
大
乗
実
教
に
は
正
像
末
を
分
っ

こ
と
な
し
。
修
す
れ
ば
み
な
得
道
す
。

こ
の
単
伝
の
正
法
に
は 

入
法
出
身
お
な
じ
く
自
家
の
財
珍
を
受
用
す
る
な
り
。
証
の
得 

否
は
、
修
せ
ん
も
の
お
の
づ
か
ら
し
ら
ん
こ
と
、
用
水
の
人
の 

冷
煖
を
み
づ
か
ら
わ
き
ま
う
る
が
ご
と
し
」
(

前
同) 

と
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、

寸
分
の
間
隙
も
残
し
て
い
な 

い
。
そ
れ
は

「
ほ
の
お
は
そ
ら
に
の
ぼ
り
、
水
は
く
だ
り
ざ
ま
に
な
が
る
。 

菓
子
の
な
か
に
す
き
物
あ
り' 

あ
ま
き
物
あ
り
。

こ
れ
ら
は
み 

な
法
爾
道
理
な
り
。
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
本
願
は
、
名
号
を
も
て 

罪
悪
の
衆
生
を
み
ち
び
か
ん
と
ち
か
い
給
い
た
れ
ば
、
た
だ
ー 

向
に
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
、
仏
の
来
迎
は
法
爾
道
理
に
て
そ
な 

わ
る
べ
き
な
り
」
(

和
語
灯
録
五)

と
い
う
法
然
上
人
の
言
葉
と
、
見
事
な
対
峙
を
示
し
て
い
る
と
云 

え
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
禅
師
に
あ
っ
て
は
、
出
家
聖
道
は
外
か
ら
の
弁
証 

を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
出
家
聖
道
で
あ
る
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ 

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
何
か
が
予
想
さ
れ
、
観
念
さ
れ
る 

な
ら
ば
、
た
と
え
聖
道
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
権
教
で
し
か
な
い
。 

権
教
と
は
執
拗
な
人
間
的
要
求
の
残
諦
を
払
去
し
切
れ
な
い
も
の 

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
於
け
る
倫
理
的
関
心
と
の
妥
協 

の
う
え
に
の
み
成
立
し
得
る
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
ら
ば
、
教
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行
証
の
具
欠
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
行
に
つ
い
て
難
易
の 

意
識
が
お
こ
る
こ
と
自
体
が
、
仏
教
の
本
質
的
課
題
と
な
ら
ざ
る 

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

五

そ
の
か
ぎ
り
、
正
像
末
史
観
に
立
っ
て
興
起
の
必
然
性
が
語
ら 

れ
る
浄
土
教
易
行
道
は
、
仏
教
の
漸
教
的
在
り
方
が
許
容
さ
れ
る 

か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
の
方
便
寓
宗
と
し
て
妥
協
的
に
認 

め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
最
早
や
証
伝
の
仏
法
に
あ
っ
て
は 

一
顧
半
顧
の
存
在
価
値
も
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

「
今
人
云
く
、
行
じ
易
き
を
行
ず
べ
し
と
。

こ
の
言
尤
も
非
な 

り
。
は
な
は
だ
仏
道
に
合
せ
ず
。
易
き
こ
と
を
好
む
人
は
、
自 

ら
道
器
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知
れ
乃
至
今
人
の
好
む
と
こ
ろ
の 

易
行
易
解
の
法
は
何
ぞ
や
、
す
で
に
世
法
に
非
ず
、
ま
た
仏
法 

に
非
ず
、

い
ま
だ
天
魔
波
旬
の
行
に
及
ば
ず
、

い
ま
だ
外
道
二 

乗
の
行
に
及
ば
ず
。
凡
夫
迷
妄
の
甚
し
き
と
い
う
べ
き
か
」 

(

学
道
用
心
集)

と
い
う
禅
師
に
と
っ
て
、
称
名
念
仏
は

「
千
万
瞩
の
口
業
を
し
き
り
に
し
て
、
仏
道
に
至
ら
ん
と
す
る 

は
、
な
お
こ
れ
な
が
え
を
北
に
し
て
越
に
向
わ
ん
と
思
う
が
如 

し
。
ま
た
円
孔
に
方
木
を
入
れ
ん
と
せ
ん
と
同
じ' 

ロ
声
の
ひ

ま
な
く
せ
る
、
春
の
田
の
か
え
る
の
昼
夜
に
な
く
が
如
し
、

つ 

い
に
ま
た
益
な
し
」
(

正
法
眼
蔵
第
一) 

と
云
い
切
る
ほ
か
に
、
何
の
価
値
を
も
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な 

か
っ
た
こ
と
は
、
け
だ
し
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
ご
と
く
に
し
て
、
聖
道
そ
の
も
の
の
本
源
的
意
義
が
徹 

底
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
浄
土
教
興
起
の
必
然
性
も
ま
た
「
当
今
は
末 

法
、
現
に
こ
れ
五
濁
悪
世
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
行
を
起
し 

道
を
修
せ
ん
に
未
だ
一
人
も
得
る
者
あ
ら
ず
」
(

安
楽
集)

と
い 

う
事
由
を
も
っ
て
し
て
は' 

そ
の
意
義
の
徹
底
を
欠
く
こ
と
と
な 

る
。こ

こ
に
至
り
改
め
て
、
法
然
上
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
浄
土
宗 

独
立
の
意
義
を
、
深
く
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
の
で
あ 

る
。
す
な
わ
ち
、
聖
道
仏
教
の
本
質
が
道
元
禅
師
に
よ
っ
て
徹
底 

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
浄
二
門
の
仏
教
が
共
存
し
、
観
仏
と
称 

名
と
の
二
行
が
同
居
し
得
た
と
い
う
、
従
来
の
仏
教
の
立
脚
基
盤 

の
う
ち
に
、
曖
昧
な
ま
ま
で
許
容
さ
れ
て
い
た
共
通
性
が
、
白
日 

の
下
に
さ
ら
さ
れ
、
教
主
釈
尊
を
出
発
点
と
す
る
仏
教
は
、
出
家 

聖
道
の
外
に
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ

の

行(

宗
教
的
実
践) 

は

「
単
伝
の
妙
法
」
た
る
只
管
打
坐(

純
粋
な
る
観
仏
行)

に
尺 

さ
れ
る
か
ぎ
り
、
浄
土
教
も
ま
た-

切
の
妥
協
を
排
し
切
っ
て
、
 

自
ら
の
存
立
根
拠
を
開
示
し
尺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
廃
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立
の
教
学
を
も
っ
て
浄
土
宗
の
独
立
を
宣
言
し
た
、
法
然
上
人
の 

選
択
本
願
念
仏
の
根
源
的
意
義
が
、
深
く
確
か
め
ら
れ
な
く
て
は 

な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
期
は
、
日
本
仏
教
独
立
の
時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し 

か
し
、
そ
の
端
を
開
い
た
の
は
、
正
し
く
法
然
上
人
に
よ
る
浄
土 

宗
の
独
立
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
過
去
二
千
年
の
仏
教
が
、
聖 

道
教
と
い
い
、
浄
土
教
と
い
う
相
を
と
り
つ
つ
も
、
つ
ね
に
苦
悶
し 

続
け
て
来
た
、
そ
の
歴
史
の
苦
悶
の
根
を
絶
ち
切
っ
た
も
の
こ
そ 

法
然
上
人
の
廃
立
の
教
学
で
あ
っ
た
。
聖
道
門
と
浄
土
門
、
観
仏 

と
称
名
、
そ
れ
は
、
様
相
の
相
違
で
も
な
く
、
行
修
の
区
別
で
も 

な
い
。
そ
の
立
脚
の
地
盤
に
お
け
る
妥
協
性
の
両
断
で
あ
っ
た
。 

こ
の
法
然
上
人
の
廃
立
の
教
学
を
ま
っ
て
、
聖
道
門
仏
教
は
道
元

禅
師
に
よ
り
、
人
間
的
要
求
の
否
定
に
よ
る
超
克
の
道
と
し
て
徹 

底
さ
れ
、
浄
土
門
仏
教
は
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
、
断
念
に
よ
る
還 

帰
の
世
界
と
し
て
頷
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
こ
に
至
り
更
に
三
転
し
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

そ
れ
は
、
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
現
に
生
き
る
仏
弟
子
の
身
に 

と
っ
て
、
否
定
に
よ
る
超
克
の
道
と
、
断
念
に
よ
る
還
帰
の
道
と 

が
、
人
間
の
至
奥
よ
り
出
ず
る
至
盛
の
願
い
に
あ
っ
て
、
如
何
に 

か
か
わ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
ど
の
よ
う
に
統
摂
さ
れ
る
の
で 

あ
ろ
う
か
と
。

こ

の

「
は
し
が
き
」
に
記
し
た
二
つ
の
契
機
は
、
 

期
せ
ず
し
て
、
さ
ら
に
大
き
な
課
題
を
惹
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た 

こ
と
を
思
い
つ
つ
、

一
応
、
未
完
の
筆
を
お
く
こ
と
と
す
る
。
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