
教

行

信

証

と

仏

教

宮

本

正

尊

た
だ
い
ま
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
宮
本
正
尊
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
大
正
七
年
に
こ
の
大
谷
大
学
を
出
た
も
の
で
ご
ざ 

い
ま
す
。
実
は
そ
の
前
、
明
治
四
十
四
年
に
、
千
葉
医
科
大
学
の
前
身
、
千
葉
医
専
の
医
学
部
へ
入
り
、
基
礎
医
学
を
二
年
間
学
ん
だ
の 

で
あ
り
ま
す
。

ス
パ
ル
テ
ホ
ル
ツ
と
か
ラ
ウ
ベ
ル
の
解
剖
学
、

ク
レ
ン
ペ
ル
の
診
断
学
、
そ
の
他
病
理
学
と
か
組
織
学
な
ど
と
取
り
組
み 

屍
体
解
剖
も
五
・
六
ぺ
ん
は
や
っ
て
お
り
ま
す
。

千
葉
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
多
分
み
な
さ
ん
ご
存
知
な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
浄
土
真
宗
の
な
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
蓮
上
人 

の
故
郷
で
日
蓮
宗
と
、
成
田
山
新
勝
寺
が
あ
っ
て
新
義
真
言
宗
と
で
ー.
は
い
で
、
真
宗
無
教
の
地
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の 

頃
清
沢
門
下
の
多
田
鼎
先
生
が
仏
伝
の
研
究
を
し
て
お
い
で
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
さ
き
ほ
ど
藤
島
達
朗
先
生
が
護
法
場 

に
つ
い
て
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
以
後
、
キ
リ
ス
ト
教
が
弾
圧
禁
止
を
解
か
れ
て
、
世
界
文
化
の
一
端
と
し
て
研
究
さ
れ 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
宗
教
の
自
由
化
で
あ
っ
て
、
バ
イ
ブ
ル
の
研
究
な
ど
が
さ
か
ん
に
な
り
ま
し
た
。
駐
日
英
国
大
使
を
な
が
く
し
て
お 

ら
れ
ま
し
た
サ
ー
・
チ
ャ
ー
レ
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
博
士
の
『
日
本
仏
教
史
』

の
う
ち
に
、
多
田
先
生
の
修
道
講
話
な
ど
は
、
キ
リ
ス
ト
教 

の
福
音
の
香
り
が
強
い
と
批
評
し
て
お
ら
れ
る
位
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
多
田
先
生
は
と
く
に
仏
伝
の
研
究
に
力
を
入
れ
て
お
ら
れ
ま
し
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た
。
富
楼
那
尊
者
が
自
分
の
故
郷
へ
布
教
を
し
た
い
と
仏
さ
ま
に
申
出
さ
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
釈
尊
か
ら
き
つ
い
誡
め
を
受
け
ら
れ
ま
し 

た
。
も
し
お
前
が
あ
の
地
方
へ
行
っ
た
な
ら
ば
——

い
ま
の
ボ
ン
ベ
イ
か
ら
カ
ラ
チ
へ
か
け
た
地
方
で
す
が
、
石
を
投
げ
ら
れ
る
と
か
、

い 

ろ
い
ろ
迫
害
さ
れ
て
、
お
前
は
命
を
お
と
し
て
し
ま
う
ぞ
、
と
な
か
な
か
厳
し
い
教
誡
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ル
ナ
尊
者
は
、
自 

分
は
生
命
を
お
と
し
て
も
か
ま
わ
な
い
ん
で
す
。
た
だ
法
が
弘
ま
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
と
、
決
心
の
ほ
ど
を
申
し
あ
げ
ま
し
た
。
た 

だ
法
が
弘
ま
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
の
精
神
、
そ
の
心
意
気
が
、
多
田
先
生
を
い
た
く
感
激
せ
し
め
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う 

し
て
、
多
田
先
生
は
、
真
宗
の
な
い
千
葉
に
、
千
葉
教
院
と
い
う
も
の
を
お
建
て
に
な
り
ま
し
た
。
駅
尊
と
フ
ル
ナ
、
満
之
と
鼎
、
そ
こ 

に
仏
教
と
真
宗
に
お
け
る
開
拓
者
精
神
の
し
っ
か
り
し
た
つ
な
が
り
が
あ
り
、
立
流
な
伝
統
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
っ
て
い
て
、
千
葉
へ
行
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
千
葉
へ
入
学
し
ま
し
た
た
め
に
、
 

学
生
が
多
田
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行
く
、
そ
れ
で
私
も
行
っ
た
の
が
多
田
先
生
の
お
話
を
聞
く
因
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
外
に 

成
田
山
が
後
援
し
て
い
た
「
樹
徳
会
」
が
中
心
と
な
っ
て
仏
教
青
年
運
動
も
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
釈
尊
降
誕
会
に
日
蓮
宗
の
柴
田
一 

能
先
生
と
か
真
言
宗
の
大
槻
快
尊
先
生
な
ど
が
見
え
ら
れ
ま
し
て
、
お
話
も
聞
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
は
た
だ 

何
と
な
く
皆
が
行
く
の
で
、
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
。
多
田
先
生
の
令
名
を
知
っ
て
千
葉
へ
行
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
か
っ
た
の 

で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
因
縁
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
、

行
っ
て
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、

清
沢
満

之

先

生
の
「
わ
が
信 

念
」
と

か

「
絶
対
他
力
の
大
道
」
と
か
、
小
さ
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
み
ん
な
に
渡
し
て
、
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
は
じ
め 

て
そ
う
い
う
お
話
、
は
っ
き
り
し
た
立
場
を
打
ち
出
し
た
精
神
講
話
を
拝
聴
し
た
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
二
度
三
度
と
聞
い
て
お
る
う
ち
に
、
"

こ
れ
は
な
か
な
か
面
白
い"

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
、
屍 

体
解
剖
室
へ
た
だ
一
人
で
入
っ
て
行
っ
て
、
五
六
体
の
屍
体
に
か
こ
ま
れ
な
が
ら
、
解
剖
を
や
っ
た
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
だ
そ 

の
頃
は
精
神
が
動
揺
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

い
よ
い
よ
基
礎
医
学(

グ
ル
ン
ド
・
レ
ー
レ)

二
年
が
終
り
に
な 

っ
て
、
専
門
に
分
れ
る
、
外
科
と
か
内
科
と
か
婦
人
科
と
か
小
児
科
と
か
、
専
門
を
決
め
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
、
解
剖
学
と
か
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病
理
学
と
い
う
基
礎
医
学
の
こ
ろ
に
は
あ
ま
り
矛
盾
を
感
じ
な
か
っ
た
。
が
、
さ
あ
、

こ
れ
か
ら
小
児
科
と
か
婦
人
科
を
や
る
ん
だ
と
い 

う
よ
う
に
な
る
と
、
ど
う
も
限
界
に
き
た
よ
う
な
ん
で
す
。
と
う
と
う
、
そ
こ
で
や
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
二
年
や
っ
て
一
落
第
し
て 

や
め
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
(

笑)

多
田
先
生

に"

わ
た
し
は
仏
教
を
勉
強
し
た
く
な
り
ま
し
た"

と
い
い
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、

”
仏
教
を
勉
強
す
る
の
な
ら
、
佐
々
木
月 

樵
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
が
仏
教
を
や
っ
て
い
る
。
彼
の
と
こ
ろ
へ
行
け
”
と
、
わ
た
し
は
、
佐
々
木
先
生
と
い
う
お
名
前
も
知
ら
な 

か
っ
た
が
、
そ
こ
へ
多
田
先
生
が
行
け
と
い
わ
れ
る
か
ら
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
京
都
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
来
た
。
そ
の
頃
ま
だ
、
巣
鴨
に 

真
宗
大
学
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
、
南
条
文
雄
先
生
が
学
長
で
あ
っ
て
、
大
谷
大
学 

は
立
派
な
大
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
来
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
多
田
先
生
が
、
佐
々
木
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行 

け
と
い
わ
れ
る
か
ら
来
た
。
そ
こ
ら
あ
た
り
に
、
ど
う
も
わ
た
し
に
は
痴
呆
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
今
日
ま
で
仏
教
を 

勉
強
し
て
お
る
の
は
、
そ
の
馬
鹿
正
直
な
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
に
続
い
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
し
い
よ
い
よ
医
学
を
や
め
て
仏
学
を
や
る 

こ
と
に
な
っ
て
、
父
母
や
、
郷
里
に
慈
善
病
院
を
建
て
た
い
と
願
っ
て
い
る
山
田
愛
山
先
生
な
ど
の
後
援
者
た
ち
に
決
心
を
告
げ
な
く
て 

は
な
ら
な
い
。
郷
里
に
入
る
前
に
、
高
田
で
汽
車
を
降
り
て
、
金
子
大
栄
先
生
を
お
訪
ね
し
て
、
心
境
を
お
聞
き
願
っ
た
の
で
し
た
。
金 

子
先
生
は
そ
の
頃
高
田
中
学
の
先
輩
や
学
生
中
心
に
修
道
講
話
を
し
て
お
出
に
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
私
は
初
め
て
お
眼
に
か
か
っ
た
の 

で
あ
り
ま
す
。
先

生

は

『
真
宗
の
教
義
及
其
歴
史
』
に
没
頭
し
て
お
出
で
に
な
っ
た
時
で
、
そ
う
い
う
こ
と
も
一
向
に
知
ら
な
い
で
お
訪 

ね
し
た
よ
う
な
無
知
の
私
で
し
た
。
で
、
今
日
、
み
な
さ
ん
の
前
で
、

こ
の
栄
誉
あ
る
三
百
年
の
記
念
日
に
、
わ
た
し
が
お
話
申
上
げ
る 

と
い
う
よ
う
な
資
格
は
な
い
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
幸
い
に
大
谷
大
学
に
ま
い
り
ま
し
て
—
、
そ
の
頃
の
大
谷
大
学
は
—
真
宗
大
谷
大
学 

と
い
っ
て
い
た
、

こ
の
講
堂
お
よ
び
こ
の
校
舎(

旧
本
館)

が
は
じ
め
て
建
っ
た
と
き
で
、
大
正
二
年
の
こ
と
で
す
。

い
ま
も
申
し
ま
す
よ 

う
に
、
わ
た
し
は
真
宗
学
と
か
仏
教
学
の
素
養
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
す
ぐ
大
谷
大
学
に
入
学
さ
せ
な
い
。
そ
れ 

で
、
そ
の
頃
は
大
学
は
九
月
か
ら
始
っ
た
の
で
す
が
、
四
月
か
ら
三
ヶ
月
、
内
典
講
習
会
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
内
典
と
い
う
の
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は
仏
典
の
こ
と
で
す
。
あ
の
、
六
条
の
貫
練
堂
で
内
典
の
講
習
を
受
け
た
。

辻
森
要
眼
、
辻
森
要
脩
先
生
の
お
父
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
竹
田
三
省
と
い
う
よ
う
な
方
々
か
ら
、
仏
典
の
お
話
を
聞
い
た
。
佐
々
木
月
樵 

先
生
か
ら
は
特
に
金
曜
の
夕
方
か
ら
お
宿
へ
伺
い
、
教
を
受
け
ま
し
た
。
隈
部
慈
明
先
生
の
『
唯
識
綱
要
』
と
西
田
幾
太
郎
先
生
の
『
善 

の
研
究
』
は
、
感
銘
深
く
読
ん
だ
こ
と
を
今
も
覚
え
て
い
ま
す
。
今
日
に
な
っ
て
考
え
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
覚
え
た
仏
教
は
、
今 

日
と
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
ほ
ど
、
な
か
な
か
立
派
な
ご
縁
に
会
わ
さ
し
て
頂
い
た
こ
と
だ
と
、

い
ま
想
い
起
し
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
わ 

け
で
、
高
倉
学
寮
と
、

こ
の
大
谷
大
学
に
は
因
縁
が
あ
り
ま
す
。
卒
業
の
と
き
に
は
、
南
条
先
生
か
ら
、

こ
の
講
堂
で
卒
業
証
書
を
も
ら 

っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
、
た
だ
ち
に
東
京
へ
帰
り
ま
し
て
、
東
京
大
学
に
入
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
私
が 

医
学
か
ら
転
向
し
た
も
っ
と
委
し
い
事
情
と
真
宗
大
谷
大
学
五
ケ
年
在
学
当
時
の
諸
先
生
、
豊

満

・
斎

藤

，
河

野

・
上

杉

・
中

島

・
山
田 

・
舟

橋

・
花
山
・
稲
葉
・
小
島
先
生
方
の
学
恩
に
つ
い
て
は
『
私
の
卒
業
論
文
』(

東
京
大
学
学
生
新
聞
社
編
、
同
文
館
発
行
、
昭
和
三
十
一
年) 

に
記
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
は
京
大
か
ら
も
、
西

田

・
朝

永

・
松

本

・
榊

・
米
田
・
阪
口
の
大
先
生
の
外
に
、
木

場

・
野

崎

・
千

葉

・
 

錦
田
な
ど
の
新
進
の
諸
先
生
に
も
教
を
受
け
ま
し
て
、
全
く
東
洋
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
学
ん
で
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

実
は
、

こ
う
い
う
お
話
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
藤
島
先
生
の
、
さ
き
ほ
ど
の
三
百
年
の
歴
史
の
お
話
に
、
続
き
が
非
常
に
具
合
い
い
ん 

で
す
け
れ
ど
も
、
お
約
束
の
「
教
行
信
証
と
仏
教
」
と
い
う
題
目
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
方
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た 

い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
わ
た
し
が
、
東
京
大
学
に
二
十
ハ
年
ほ
ど
勤
め
ま
し
て
、

い
よ
い
よ
辞
め
る
と
き
の
講
義
、

こ
れ
は
わ
た
し
ど
も
涅
槃
講
と 

い
う
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
涅
槃
講
に
舟
山
村
上
専
精
先
生
の
『
仏
教
統
一
論
』
が
仏
教
涅
槃
論
で
あ
る
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、

『
教
行 

信
証
』

の

「
証
」

の
巻
を
と
り
あ
げ
て
、
記
念
講
義
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
二
、
三
年
の
後
、

こ
の
講
堂
で
、
安
居
の
本
講 

に

「
教
行
信
証
、
証
の
巻
」
に
つ
い
て
講
究
い
た
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
た
だ
ち
に
本
題
に
入
り
ま
す
が
、

い
ま
で
こ
そ
『
教
行
信
証
』
と
い
え
ば
、
岩
波
文
庫
と
か
角
川
文
庫
な
ど
の
文
庫
本
と
し
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て
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
と
ど
ち
ら
が
読
ま
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
も

ち

ろ

ん

『
歎
異
抄
』

の
方
が
一
般
に
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は 

東
京
大
学
を
六
十
歳
で
辞
め
ま
し
て
か
ら
早
稲
田
大
学
に
勤
め
、
七
十
の
定
年
ま
で
十
年
い
た
。
東
京
大
学
を
定
年
の
六
十
で
辞
め
、

っ 

い
で
早
稲
田
大
学
を
七
十
で
ま
た
定
年
退
職
し
ま
し
た
。
そ
の
早
稲
田
に
十
年
お
り
ま
す
間
に
、
毎
年
、
五
六
人
の
学
生
諸
君
が
『
歎
異 

抄
』
で
卒
業
論
文
を
書
く
ん
で
す
。
大
谷
大
学
の
学
生
諸
君
は
、
多

分

『
歎
異
抄
』
で
卒
業
論
文
は
書
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

こ
れ
は 

み
な
さ
ん
に
聞
か
な
き
ゃ
な
ら
ぬ
の
で
す
が
—
。
そ
れ
ほ
ど
、
今

日

『
歎
異
抄
』
は
読
ま
れ
て
い
る
。
ど

う

し

て

『
歎
異
抄
』
で
卒
業
論 

文
が
書
け
る
か
と
皆
さ
ん
が
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
か
な
か
、
ち
ゃ
ん
と
百
頁
、
百
五
十
頁
く
ら
い
の
も
の
を
書
き
あ
げ
る
ん 

で
す
。
近
頃
の
学
生
諸
君
は
、
日
本
の
社
会
の
中
で
宗
教
の
テ
キ
ス
ト
に
タ
ッ
チ
す
る
面
が
多
い
ん
で
す
。
た
だ
宗
乗
と
か
、
と
い
う
面 

だ
け
じ
ゃ
な
い
。

い
わ
ゆ
る
人
間
生
活
の
、

い
ろ
い
ろ
の
面
か
ら
取
り
あ
げ
る
た
め
に
、

い
く
ら
で
も
論
文
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
 

わ
た
し
は
十
年
の
間
に
知
っ
た
。
若
い
諸
君
は
、

い
ろ
い
ろ
参
考
書
も
読
み
ま
す
け
れ
ど
も
、
生
活
に
含
ま
れ
て
い
る
真
理
性
・
真
実
性 

と
か
、
宗
教
の
極
致
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
は
、
な
か
な
か
敏
感
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
価
値
が
劣
る
こ
と
で
は
な
い
、
時
代 

と
と
も
に
歩
む
宗
教
真
理
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

今
日
、
真
宗
の
教
学
は
果
し
て
仏
教
で
あ
る
か
と
か
、
あ
る
い
は
、
真
宗
は
果
し
て
宗
教
で
あ
る
か
。
今
日
の
真
宗
学
は
、

一
方
に
は 

仏
教
で
あ
る
か
と
責
め
ら
れ
る
し
、

一
方
に
は
宗
教
で
あ
る
か
と
た
し
な
め
ら
れ
る
。
さ
き
ほ
ど
の
エ
リ
オ
ッ
ト
博
士
な
ど
は
、
真
宗
は 

な
か
な
か
よ
く
出
来
た
宗
教
だ
が
、
あ
れ
は
果
し
て
仏
教
か
、
大
谷
大
学
の
先
生
方
は
、
そ
れ
に
答
え
る
責
任
が
あ
る
と
さ
え
い
っ
て
い 

ら
れ
る
の
で
す
。
新
し
い
宗
学
、
新
し
い
宗
門
の
生
命
と
な
る
学
問
を
、
ど
う
育
て
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
大
谷
大
学
の
諸
先
生
も
随
分 

苦
労
し
て
お
い
で
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
ど
も
の
よ
う
に
外
に
お
り
ま
す
も
の
は
、
世
間
一
般
の
人
た
ち
を
ど
う 

い
う
ふ
う
に
育
て
る
か
。
宗
門
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
仏
教
と
か
真
宗
と
か
、
あ
る
い
は
宗
教
と
い
う
も
の
を
、
ど 

う
い
う
よ
う
に
構
成
的
に
明
ら
か
に
す
る
か
。
ま
た
、
な
か
に
は
お
互
い
に
課
題
が
反
撥
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
必
ず 

し
も
反
撥
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
新
し
い
前
向
き
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
タ
ッ
チ
す
る
の
は
あ
る
一
面
だ
け
で
い
い
と
い
い
切
る
必
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要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、

こ
れ
ま
で
深
く
掘
り
下
げ
な
か
っ
た
も
の
、
開
拓
し
な
か
っ
た
も
の
は
無
限
に
あ
る
。
宗
教
は
無 

限
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
開
拓
も
無
限
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ぬ
。

わ
た
し
は
、
さ
き
ほ
ど
松
原
祐
善
先
生
の
ご
紹
介
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

早
稲
田
を
辞
め
て
か
ら
駒
沢
大
学
に
い
ま
す
。

そ
こ
で 

『
教
行
信
証
』
を
、
大
学
院
の
人
た
ち
に
講
義
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
だ
浄
土
真
宗
の
大
切
な
聖
典
と
し
て
講
義
し
て
い
る
わ
け
じ 

や
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
一
つ
の
宗
教
書
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。

道

元

が

『
正
法
眼
蔵
』
を
書
き
、

あ
る
い
は
日
蓮
が
『
立
正
安
国 

論
』
と
か
、

い
ろ
い
ろ
の
『
御
遺
文
』
を
書
い
た
。
ま
た
法
然
は
『
選
択
集
』
を
書
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、

一
つ
の
時
代
に
い
ろ
い
ろ
書 

か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。

時
代
が
同
じ
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
は
、
な
か
な
か
大
事
な
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
さ
き
ほ
ど
徳
川
時
代
の
宗
学
と
い
う
も
の
は
、
他
宗 

の
も
の
を
研
究
さ
せ
な
い
と
い
う
ほ
ど
封
建
的
だ
と
い
う
、
藤
島
先
生
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
封
建
的
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
政 

治
だ
け
の
問
題
じ
ゃ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神
文
化
に
も
食
込
ん
で
き
て
い
る
ん
で
す
。
現
代
の
社
会
だ
っ
て
、
決
し
て
封
建
的
な
も
の 

が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
世
界
文
化
の
指
導
者
を
も
っ
て
任
ず
る
人
た
ち
は
、
案
外
、
デ
バ
イ
ド
・
ア
ン
ド
・
ル
ー
ル
を
や
り
か
ね 

な
い
。
政
治
面
だ
け
で
な
く
て
、
生
活
文
化
、

い
ろ
い
ろ
の
面
で
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
で
さ
え
認
め
な
き
ゃ
な
ら
ぬ
。 

し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

い
か
に
封
建
時
代
だ
と
い
っ
て
も
、
共
通
す
る
面
の
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

い
か
に
徳 

川
幕
府
の
政
策
が
、
よ
そ
の
も
の
を
み
せ
な
い
で
お
こ
う
と
い
っ
た
っ
て
、
人
間
の
精
神
の
問
題
、
生
命
の
課
題
と
な
れ
ば
、
そ
う
い
う 

歪
め
た
や
り
方
で
は
人
間
は
満
足
で
き
な
い
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
新
し
い
人
た
ち
の
叫
び
も
お
こ
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
時
代
の
転
換 

期
に
は
、
多
く
弾
圧
が
行
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
な
ど
は
一
生
弾
圧
さ
れ
通
し
で
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。

一
度
だ
っ
て
日
本
の
歴
史
に 

顔
を
出
し
て
い
な
い
よ
う
な
生
活
を
九
十
年
も
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、

こ
う
し
た
弾
圧
と
い
う
問
題
で
は
、
日
蓮
上
人
と
も
共
通
す
る
と
こ 

ろ
が
あ
る
。
と
く
に
日
蓮
と
親
鸞
と
は
、
当
時
に
お
け
る
開
拓
日
本
の
前
線
、
鎌
倉
関
東
に
生
き
抜
い
て
、
共
に
新
し
い
精
神
文
化
を
打 

ち
建
て
た
。
さ
ら
に
道
元
禅
師
は
京
都
を
去
っ
て
、
永
平
の
谷
に
住
ま
れ
た
。

こ
れ
だ
っ
て
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
。
や
は
り
、
叡
山
の
僧
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た
ち
の
弾
圧
を
、
自
分
の
方
か
ら
進
ん
で
山
に
入
っ
て
ま
ぬ
が
れ
た
わ
け
で
す
。
自
分
の
方
か
ら
、
弾
圧
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
退
陣
し
て
、
 

マ
イ
ペ
ー
ス
を
も
っ
て
、
自
分
の
開
拓
に
は
げ
ん
だ
わ
け
で
す
。
親
癒
聖
人
も
越
後
に
五
年
、
そ
れ
か
ら
関
東
に
二
十
数
年
お
ら
れ
ま
し 

た
け
れ
ど
も
、
す
こ
し
芽
が
出
る
と
弾
圧
さ
れ
る
。
芽
が
出
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
あ
る
立
場
が
、
や
や
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ 

と
で
す
。
や
や
は
っ
き
り
す
る
と
、
古
い
人
た
ち
が
地
盤
を
失
う
よ
う
に
感
じ
て
、
圧
迫
し
妨
害
す
る
。

こ
れ
は
政
治
経
済
の
面
ば
か
り 

の
こ
と
で
は
な
い
、
精
神
文
化
だ
っ
て
同
じ
こ
と
で
、
む
し
ろ
精
神
文
化
の
方
が
、
な
お
怖
い
。

親
鸞
聖
人
は
、
関
東
で
も
な
か
な
か
一
つ
処
に
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
京
都
に
お
帰
り
に
な
っ
て
か
ら
も
、

「
扶
風
馮
翊
と
こ
ろ
ど
こ
ろ 

に
移
住
し
た
ま
ひ
き
」
と
御
伝
鈔
に
綴
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
鎌
倉
の
新
し
い
精
神
文
化
運
動
が
持
っ
て
い
る
テ
ー
マ
に
、
生
活 

を
も
っ
て
答
え
て
い
ら
れ
る
の
で
す
。
た
だ
、

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
を
渡
り
歩
い
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
や
む
に
や
ま
れ
ず
、
法
が
遺
る 

た
め
に
不
惜
身
命
で
あ
っ
た
。
さ
き
ほ
ど
の
、
法
さ
え
弘
ま
れ
ば
、

い
の
ち
は
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
と
い
う
フ
ル
ナ
尊
者
の
精
神
に
つ
な 

が
る
も
の
が
、
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
人
間
は
、
そ
う
長
く
苦
し
ん
で
生
き
て
い
た
い
も
の
じ
ゃ
な
い 

で
す
よ
。
と
き
に
は
、
早
く
参
り
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
親
鸞
聖
人
は
、

こ

の

『
教
行
信
証
』
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
お
書
き
に
な
っ
た
か
。
聖
人
は
つ
ね
に
弾
圧
下
で
あ
っ 

た
た
め
に
、
却
っ
て
忙
し
く
な
か
っ
た
面
も
あ
る
。
世
間
の
雑
務
に
使
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
法
に
献
身 

さ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
親
谱
聖
人
の
思
想
と
い
う
も
の
が
、
今
日
世
界
の
文
化
に
対
し
て
、
そ
こ
に
何 

ら
か
の
新
し
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
新
し
く
教
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
も
の
が
、
そ
の
間
に
養
わ
れ
、
ま
た
新
し
い
境
地
を
開
拓
さ 

れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
弾
圧
さ
れ
た
方
が
よ
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
幸
い
に
も
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は 

『
教
行
信
証
』
が
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
真
実
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

そ

れ

で

『
教
行
信
証
』
は
、
明
治
時
代
ま
で
は
、
宗
門
の
僧
侶
で
さ
え
、
年
若
く
し
て
は
読
ま
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
今 

日
ま
で
の
真
宗
は
、

「
ご
和
讃
」
と

か

『
教
行
信
証
』

の
な
か
か
ら
と
り
出
し
た
「
お
正
信
偈
」
と
か
、

「
御
文
」
と
か
、
そ
う
い
う
も
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の
で
栄
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
近
代
で
は
、

『
歎
異
抄
』
が
一
番
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
き
た
。

『
教
行
信
証
』
は
、
そ
れ
に
比
べ 

れ
ば
、
な
か
な
か
読
ま
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
思
想
書
で
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
思
想
書
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
か
ら 

す
れ
ば
、
新
時
代
の
文
化
を
構
成
す
る
に
は
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
ん
で
す
。
将
来
の
新
し
い
文
化
創
造
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
 

「
和
讃
」
だ
け
じ
ゃ
足
ら
な
い
ん
で
す
。
思
想
の
構
成
的
な
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
原
理
の
書
で
な
か
っ
た
ら
、
意
志
的
な
創
造
文
化
と
し
て 

は
、
力
が
足
り
な
い
。

『
教
行
信
証
』

の
も
つ
現
代
的
価
値
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
数
少
い
仏
教
思
想
書
の
な
か
で
、
確
乎
た
る
テ
ー
マ 

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
た
し
は
、
世
界
の
文
化
と
か
、
哲
学
と
か
、
あ
る
い
は
宗
教
と
い
う
よ
う
な
精
神
面
に
た
い 

し
て
は
、

『
教
行
信
証
』
が
第
一
等
に
く
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
、
世
界
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
道
元
の 

『
正
法
眼
蔵
』
と
、
親

鸞

の

『
教
行
信
証
』
だ
と
い
う
こ
と
は
、
動
か
な
く
な
っ
た
。
世
界
の
知
識
人
な
ら
、
そ
の
多
く
は
、
す
で
に
そ 

こ
へ
眼
を
向
け
て
き
て
い
る
。

わ
た
し
が
、
駒
沢
大
学
で
『
教
行
信
証
』

の
講
義
を
し
て
い
ま
す
と
、
青
山
学
院
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
大
学
院
に
入
っ
て
き
て
、
そ
の
講 

義
を
聞
い
て
い
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
表
に
あ
ら
わ
れ
た
一
角
に
す
ぎ
な
い
。
も
う
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
、
今
度 

は
、
華

や

か

に

『
教
行
信
証
』
が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
鈴
木
大
拙
先
生
が
中
心
に
な
ら
れ
て
、

『
教
行
信
証
』
の
英
訳
が
行 

わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
世
界
の
要
望
に
た
い
し
て
、
相
当
に
大
き
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ 

と
は
、
疑
い
の
な
い
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
、
前
置
き
が
少
し
長
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、

こ

こ

で

『
教
行
信
証
』

の
問
題
を
、
ま
ず
序
説
的
に
少
し
お
う
ざ
つ.
は
に
申
し
あ 

げ
ま
し
ょ
う
。

『
教
行
信
証
』
と
い
う
の
は
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
名
前
で
あ
っ
て
、
著
書
そ
の
も
の
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』 

で
す
。
浄
土
の
真
実
を
顕
わ
す
と
こ
ろ
の
教
と
行
と
証
。
教
は
お
し
え
、
行
は
お
こ
な
い
、
証
は
さ
と
り
で
す
。
そ
し
て
、
文
類
と
い
う 

の
は
メ
モ
と
い
う
こ
と
で
す
。

わ
れ
わ
れ
も
、
先
生
の
講
義
を
聞
い
た
り
、
勉
強
し
た
り
し
て
、
自
分
の
胸
に
こ
た
え
た
も
の
を
メ
モ
す
る
。

こ
の
メ
モ
と
い
う
も
の
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が
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
。

メ
モ
と
い
う
も
の
は
二
度
と
れ
な
い
。
講
演
で
も
、
講
義
で
も
、
二
度
同
じ
も
の
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
わ 

た
し
は
東
大
で
二
十
数
年
、
早
稲
田
で
十
年
、
合
せ
て
三
十
年
以
上
、
仏
教
概
論
の
講
義
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
自
分
に
は
そ
の
ま
ま
の 

ノ
ー
ト
が
な
い
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
の
講
義
は
、
学
生
の
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
る
。
学
生
さ
ん
に
そ
れ
を
整
理
し
て
も
ら
っ
た
ノ
ー
ト 

は
、
多
少
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
法
が
遺
れ
ば
い
い
と
い
う
精
神
か
ら
は
、
そ
れ
に
ぴ
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
自
分
の
名
前
で
著 

書
に
な
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
次
の
話
で
、
生
き
て
い
る
人
間
の
胸
に
こ
た
え
る
こ
と
が
一
番
大
事
な
ん
で
す
。 

そ
れ
で
、
こ
の
問
題
で
親
翅
聖
人
が
お
集
め
に
な
っ
た
メ
モ
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
か
で
自
分
の
胸
に
こ
た
え
た
も
の
で
す
。
文
類
と 

い
う
の
は
、
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
組
織
さ
れ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
も
、

こ
の
面
で 

は
純
粋
の
科
学
者
で
す
。
普
通
、
学
問
と
い
う
も
の
は
、
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
メ
モ
を
と
り
、
そ
れ
を
整
理
す
る
。
私
は
ロ
ー 

マ
に
お
け
る
第
八
回
国
際
宗
教
史
学
会
議(

一
九
五
五
年)

へ
出
席
し
、
涅
槃
に
つ
い
て
講
演
し
た
後
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ベ
イ
レ
ー
教
授 

(
3

三
・
：
6
3
1
3
)

を
訪
問
し
、

涅
槃
の
語
義
と
原
意
に
つ
い
て
意
見
を
た
た
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、

教
授
は
一
束
づ
つ
テ
ー 

マ
に
よ
っ
て
分
類
し
た
メ
モ
集
を
幾
つ
も
も
っ
て
き
て
見
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
二
十
年
2,
二
十
年
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で 

も
、
ま
だ
論
文
や
本
に
し
な
い
も
の
が
沢
山
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
新
し
く
拾
い
あ
げ
た
メ
モ
を
、
そ
れ
に
つ
け
加
え
て
い
く
。

こ
の 

よ
う
な
未
完
成
メ
モ
の
う
ち
か
ら
、
未
完
成
交
響
楽
と
同
じ
永
遠
性
を
持
つ
も
の
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
親

鸞

の

『
教
行
証
文
類
』 

も
、
そ
の
形
な
ん
で
す
よ
。
聖
人
は
、
学
生
時
代
か
ら
も
集
め
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
関
東
に
お
ら
れ
る
間
に
も
、
テ
ー
マ
を
整
理
し 

た
り
、

い
ろ
い
ろ
お
や
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、

テ
ー
マ
が
新
し
い
と
い
う
の
は
、
学
問
と
し
て
重
要
な
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
京
都 

へ
お
帰
り
に
な
っ
て
か
ら
も
、
新
し
く
大
陸
か
ら
渡
っ
た
も
の
に
は
、
眼
を
通
し
メ
モ
を
つ
け
加
え
る
こ
と
を
怠
た
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま 

た
そ
う
あ
る
の
が
科
学
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
聖

人

の

『
教
行
信
証
』
は
、
長
い
一
生
か
か
っ
て
お
集
め
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
ま
た
独
創
的
な
構
想
と
思
想 

的
組
織
を
も
っ
て
い
る
真
理
書
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
あ
る
意
味
で
は
、
純
粋
な
今
日
の
科
学
的
な
立
場
か
ら
で
き
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て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
聖
人
の
原
典
に
は
、

「
教
行
証
文
類
」
と
あ
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
教
行
信
証
」
と
い
っ
て
い
る
。
原
典
で
は
、
み
な
さ 

ん
、
ご
存
知
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
「
信
」
が
そ
こ
に
入
っ
て
い
な
い
。
た

だ

「
教
行
証
」
が
課
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
開
い
て
み
る
と 

そ
こ

に
は
「
信
」

の
巻
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
教
行
信
証
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
、
は
じ
め
か
ら
「
教
行 

信
証
文
類
」
と
い
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

そ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
ま
あ
、

い
ろ
い
ろ
諸
先
生
方
の
お
考
え
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
 

「
教
行
証
」
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
お
一
人
で
な
く
て
、
日
蓮
聖
人
と
か
、
法
然
上
人
と
か
、
道
元
禅
師
と
か
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
ら
の 

方
々
を
生
み
育
て
た
叡
山
の
日
本
天
台
、
中
古
天
台
と
も
い
い
ま
す
が
、
そ

こ

で

は

「
教
行
証
」
と
い
う
の
が
伝
統
の
組
織
に
な
っ
て
い 

た
の
で
す
。
そ
こ

に
は

「
信
」
と
い
う
も
の
が
、

独
立
の
テ
ー
マ
と
し
て
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。

そ
の
教
行
証
の
な
か
へ 

「
信
」
を
独
立
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
同
格
に
入
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
聖
人
の
新
し
い
仏
教
学
者
と
し
て
の
、
そ
し
て
ま
た
世
界
の 

思
想
家
と
し
て
の
独
自
な
価
値
が
あ
る
の
で
す
。

「
教
行
証
」
と
い
う
伝
統
の
学
問
の
中
に
「
信
」
を
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
。

「
信
」 

を
独
立
さ
せ
て
、

一
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

「
教
行
証
」
の
シ
ス
テ
ム
と
は
す
で
に
同
じ
い
も
の
で
あ
る
と
は
、

い 

え
な
い
新
し
い
境
地
を
、
生
み
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
真
理
探
究
の
前
向
き
の
姿
勢
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
も
新 

し
く
の
び
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
「
教
行
信
証
」

の
シ
ス
テ
ム
が
出
来
る
た
め
に
は
、
親
鸞
聖
人
が
、
ど 

れ
だ
け
苦
心
し
て
真
理
探
求
に
専
念
さ
れ
た
か
、
し
か
も
弾
圧
流
浪
の
生
活
の
う
ち
、
八
十
・
九
十
に
な
ら
れ
る
ま
で
、
ご
苦
心
に
な
っ 

た
か
。
祖
師
聖
人
ご
苦
労
の
恩
徳
を
感
謝
せ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

大
谷
大
学
は
、
高
倉
学
寮
以
来
三
百
年
た
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、

「
教
行
証
」
の
課
題
が
は
っ
き
り
し
た
こ
と
も
、
奈
良
仏
教
や
伝
教 

大
師
や
弘
法
大
師
の
当
時
か
ら
、
お
よ
そ
三
百
年
は
た
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
新
し
い
真
理
の
探
究
と
か
、
永
遠
の
立
場
と
い
う
も
の
か 

ら
み
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
新
し
い
組
織
が
創
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
仏
教
研
究
に
新
し
い
境
地
が
開
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拓
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
信
が
あ
る 

な
ら
、
表

題

も

「
教
行
信
証
」
と
し
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
こ
こ
に
親
鸞
聖
人
は
つ
ね
に
弾
圧
下
に
あ
ら
れ 

た
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
も
と
よ
り
弾
圧
さ
れ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
も
い
い
得
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、

こ
こ
が
、
な
か
な
か
難
し
い 

と
こ
ろ
で
す
。
日
蓮
上
人
は
弾
圧
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
も
め
げ
ず
や
ら
れ
た
。
道
元
禅
師
と
親
鸞
聖
人
は
、
世
俗
の
弾
圧
に
抗
争
す
る
方 

へ
は
精
力
を
注
が
れ
な
か
っ
た
。
真
理
の
探
究
、
思
想
の
究
明
と
い
う
問
題
に
、
自
己
の
生
命
を
か
け
、
生
活
を
通
し
、
自
己
の
精
神
の 

す
べ
て
を
集
中
さ
れ
た
の
で
す
。

日
蓮
上
人
も
法
然
上
人
も
、
時
代
と
対
決
し
た
祖
師
と
し
て
日
本
の
仏
教
で
は
大
き
い
位
置
を
も
っ
て
い
る
。

こ
と
に
、
今
日
の
新
興 

宗
教
の
、
殆
ん
ど
九
割
ま
で
は
、
日
蓮
上
人
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
す

な
わ

ち

『
法
華
経
』

の
功
徳
思
想
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ 

の
点
か
ら
み
て
も
、
日
蓮
上
人
は
現
代
文
化
に
対
し
て
大
き
な
功
績
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
や
親
鸞
聖
人 

の
よ
う
に
、
真
理
や
思
想
の
面
に
打
込
も
う
と
し
た
祖
師
を
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
今
日
、
日
本
仏
教
が
ど
れ
だ
け 

世
界
文
化
に
対
し
て
正
し
い
あ
る
べ
き
基
礎
を
も
ち
、
ま
た
さ
ら
に
将
来
の
文
化
に
対
し
て
さ
え
も
、
新
し
い
光
り
と
な
っ
て
い
る
の
で 

は
な
い
で
し
上
う
か
。

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
し
て
、
弾
圧
を
怖
れ
ら
れ
て
、
内

容

に

は

「
信
」

の
巻
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
表
向
き
に
題
目
に
お
入
れ
に
な 

ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
強
調
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
現
実
的
事 

情
と
い
う
も
の
は
微
妙
な
も
の
で
す
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、
結
果
に
お
い
て
、
著
書
の
題
目
と
内
容
と
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖 

人
の
新
し
い
立
場
、

「
信
心
為
本
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
な
か
な
か
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

そ
れ
か
ら
、
題

目

は

「
信
」
が
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
『
教
行
信
証
』
に

は

「
真
仏
土
」

「
化
身
土
」
の
両
巻
を
合
せ
て
、
す
べ
て
六 

巻
が
あ
る
。
す

な
わ
ち

「
教
」

の
巻
、

「
行
」

の
巻
、

「
信
」
の
巻
、

「
証
」
の
巻
、

「
真
仏
土
」
の
巻
、

「
化
身
土
」

の
巻
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
う
ち
「
信
」

の
巻
だ
け
で
な
く
、

「
真
仏
土
」
も

「
化
身
土
」
も
表
題
に
は
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
内
容
を
全
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部
表
題
に
あ
ら
わ
せ
ば
「
顕
浄
土
真
実
教
行
信
証
真
仏
土
化
身
土
文
類
」
と
な
っ
て
、

一
 

ロ
に
は
い
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。 

そ
の
う
え
に
、

一
番
は
じ
め
に
「
総
序
」
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
ご
承
知
の
よ
う
に
「
信
」
の
巻
だ
け
に
特
別
の
序
「
別
序
」
が
あ
る
。 

そ
し
て
一
番
最
後
に
「
後
序
」
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
序
文
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
三
つ
、
そ
の
う
ち
ま
え
が
き
が
二
つ
、
あ
と
が
き
が 

一
 

つ
。
と
こ
ろ
が
、

こ

の

「
総
序
」

「
別
序
」

「
後
序
」
と
い
う
の
が
、
六
巻
の
内
容
と
同
じ
よ
う
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
序
文
と
い 

う
も
の
に
は
、
む
し
ろ
内
容
よ
り
も
、
そ
こ
に
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
永
遠
的
表
現
と
か
、
時
代
を
劃
す
る
に
足
る
ほ
ど
の
標
語
と
い
う
も 

の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
後
に
、
総
括
し
て
書
く
か
ら
、
そ
こ
に
い
い
も
の
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る 

か
ら
で
あ
る
。
す

る

と

『
教
行
信
証
』
六
巻
の
ほ
か
に
、
序
文
が
三
つ
あ
る
。
そ
れ
だ
け
考
え
て
も
『
教
行
信
証
』
は
立
派
に
組
織
あ
る 

思
想
書
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ

れ

で

「
教
行
証
」
と
い
う
伝
統
の
学
問
か
ら
い
え
ば
、
行
と
証
は
直
接
に
な
る
。
そ
こ
に
信
が
入
る
と
、
行
信
の
関
係
と
信
証
の
関 

係
と
い
う
、

い
ま
ま
で
な
か
っ
た
問
題
が
加
わ
っ
て
く
る
。

こ
れ
は
、
み
な
さ
ん
、
よ
く
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
言
葉
が
入
っ 

た
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ん
が
、
思
想
の
問
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
新
し
い
言
葉
が
あ
る
の
で
す
。
新
し
い
問
題
が
あ
る 

か
ら
、
そ
う
い
う
新
し
い
言
葉
が
創
作
さ
れ
る
の
で
す
。

24

総

序
別

序

真
仏
土
—
一——6

化
身
土 

ー
後
序

そ

し

て

「
証
」

の
あ
と
に
「
真
仏
土
」

「
化
身
土
」
が
あ
る
が
、

こ

の

「
真
仏
土
」

「
化
身
土
」
の
配
属
の
仕
方
に
よ
っ
て
学
者
の
説
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も
分
れ
る
。
そ

れ

で

「
証
」
の
な
か
か
ら
出
す
こ
と
に
な
る
の
は
「
教
行
証
」
と
い
う
仏
教
的
立
場
か
ら
で
あ
る
。
当
時
に
お
け
る
伝
統 

的
な
仏
教
的
立
場
に
よ
る
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
け
れ
ど
も
、
親

鸞

の

「
教
行
信
証
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
問 

題
は
す
ま
な
い
。
そ
れ
か
ら
、

「
教
行
証
」
に
は
、

「
顕
浄
土
真
実
」
が
冠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
真
実
」
が
つ
い
て
い
る
が
、

「
真
仏 

土
」
は
真
だ
け
で
あ
り
、

「
化
身
土
」
は
化
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
貫
し
た
思
想
的
組
織
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
六
巻
の
組
織
に 

は
、

『
教
行
信
証
』
だ
け
が
も
っ
て
い
る
深
い
、
そ
し
て
広
い
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ

の

「
化
身
土
」
と
い
う
の
は
、

一
般
的
に
申
し
ま
す
と
、
価
値
が
第
二
次
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
弱
い
も
の
、
な
か
に
は
必
要
の
な 

い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
日
の
言
葉
で
申
し
ま
す
と
、
真
実
の
方
は
宗
教
性
と
い
う
方
の
領
域
、
 

化
の
方
は
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
生
活
と
い
う
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
す
。
生
活
を
虚
だ
と
い
う
、
そ
し
て
文
学
の
生
命
は
虚
実
の
う
ち 

に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
宗
教
も
芸
術
も
こ
こ
は
同
じ
い
。
た

し
か
に

「
生
死
罪
濁
の
群
萌
」
で
あ
る
。
そ
の
辺
に
生
え
て
い
る
雑
草
の
よ 

う
な
も
の
で
あ
る
。
雑
草
だ
か
ら
、
踏
ん
で
も
踏
ん
で
も
生
え
る
ん
で
す
よ
。
生
活
は
実
に
根
強
い
の
で
あ
る
。

こ
の
根
深
い
も
の
を
離 

れ
て
、
ど
こ
か
に
あ
る
宗
教
な
ど
で
な
く
て
、

こ
の
根
強
い
も
の
の
な
か
に
あ
る
宗
教
と
い
う
も
の
を
、
親
鸞
聖
人
が
立
証
し
て
い
る
の 

で
は
な
い
か
。
先
年
安
居
の
本
講
を
お
受
け
し
た
直
後
に
、

シ
カ
ゴ
大
学
の
ビ
ー
バ
ー
教
授
が
訪
問
せ
ら
れ
、
ニ
ケ
年
間
客
員
教
授
と
し 

て
招
き
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
安
居
を
お
受
け
し
た
ば
か
り
な
の
で
、
第
二
年
度
だ
け
参
り
、
大
乗
仏
教
と
中
論
の
講
義 

を
し
ま
し
た
。
そ
の
秋
十
一
月
頃
「
こ
の
土
に
も
、
草
紅
葉
あ
り
、
禅
の
色
」
と
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
に
も
禅
は
土
着 

す
る
こ
と
を
う
た
っ
た
の
で
す
。
禅

は

「
枯
れ
ゆ
く
草
紅
葉
」
に
、
そ
し
て
真
宗
は
「
萌
え
る
雑
草
」
に
似
つ
か
わ
し
い
。
し
か
し
萌
え 

る
も
枯
れ
る
も
、
と
も
に
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

無
限
に
生
き
つ
づ
け
る
群
萌
の
宗
教
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
浄
土
真
宗
が
、
日
本
民
族
の
な
か
に
、
ど
れ
だ
け
そ
れ
を
培
わ
れ
て
き
た 

か
そ
の
数
に
お
い
て
も
質
に
お
い
て
も
相
当
の
広
さ
と
深
さ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
 

雑
草
の
よ
う
な
人
間
生
活
の
な
か
に
宗
教
を
見
出
し
た
か
ら
こ
そ
、
現
代
を
、
そ
し
て
ま
た
新
時
代
を
も
荷
い
得
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
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で

「
化
身
土
」
と
い
う
よ
う
な
価
値
の
低
い
名
前
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
中
に
、
あ
の
有
名
な
「
三
願
転
入
」
と
い
う
よ
う
な
名
所
が
あ 

る
こ
と
を
、
皆
さ
ん
よ
く
考
え
て
下
さ
い
。
そ
れ
は
人
間
の
信
心
の
歴
程
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
信
心
が
一
つ
の
段
落
を
も
ち
深
さ
と
も 

な
り
、
そ
う
し
て
、
そ
の
人
間
を
生
か
し
収
め
る
と
い
う
か
た
ち
、

こ

れ

を

「
三
願
転
入
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
転
入
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
煩
悩
を
菩
提
に
作
り
か
え
る
「
転
成
」
と
い
う
意
味
に
も
つ
な
が
る
。
生
活
と
い 

う
も
の
は
、
た
だ
一
重
で
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
一
面
的
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
面
で
も
な
し
、
二
面
で
も
な
し
、
三
面
で
も 

な
い
、
多
面
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
無
限
と
い
っ
て
も
い
い
。
生
活
ほ
ど
無
限
な
も
の
は
な
い
ん
で
す
。
宗
教
生
活
は
無
限
だ
と
考
え
る
け 

れ
ど
も
、
雑
草
も
無
限
に
萌
え
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
無
限
を
離
れ
て
、
宗
教
の
無
限
だ
け
を
強
調
し
て
も
、

こ
れ
は
強 

調
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
す
く
な
く
と
も
九
十
年
の
間
、
弾
圧
さ
れ
続
け
た
親
鸞
聖
人
の
宗
教
で
は
な
い
。
で
、

こ

の

「
化 

身
土
」
の
巻
と
い
う
も
の
は
、
相
当
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
少
く
と
も
現
代
的
課
題
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

そ
れ
で
、

こ
ん
ど
は
『
教
行
信
証
』
の
分
量
の
こ
と
を
申
し
ま
し
ょ
う
。
六
巻
あ
る
う
ち
「
教
」

の
巻
は
ご
く
僅
か
で
、

「
行
」
の
巻 

と

「
証
」
の

巻
と

「
真
仏
土
」
の
巻
は
そ
れ
よ
り
多
い
。
そ

し

て

「
信
」

の
巻
は
、
親
鸞
聖
人
が
苦
心
し
て
集
め
ら
れ
た
だ
け
あ
っ
て
、
 

ず
っ
と
多
く
本
末
二
部
に
分
れ
て
い
る
。

「
真
仏
土
」
も

「
証
」

の
巻
に
次
い
で
か
な
り
の
分
量
で
あ
る
が
、

「
信
」

の
巻
ほ
ど
じ
ゃ
な 

い
〇
さ
き
ほ
ど
、

メ
モ
と
申
し
ま
し
た
が
、

メ
モ
が
多
い
ほ
ど
い
い
と
必
す
し
も
い
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

メ
モ
の
と
り
方
が
非
常
に
多 

か
っ
た
の
が
「
信
」

の
巻
。
し
か
し
、
そ
れ
の
殆
ん
ど
倍
ほ
ど
あ
る
の
が
「
化
身
土
」

の
巻
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
全
体 

の
三
分
の
一
ほ
ど
に
な
る
ん
で
す
よ
。

こ
れ
だ
け
み
ま
し
て
も
、
生
死
罪
濁
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、

い
か
に
複
雑
多
岐
で 

あ
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

こ

の

「
化
身
土
」
の
巻
が
一
番
難
か
し
い
。

「
後
序
」
に
は
、
親
鸞
聖
人
が
ど
う
し
て
信
仰
に
入
り
、
ど
う
し
て
流
罪
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
実
に
強
い
言
葉
で
書
か
れ
て 

あ
り
ま
す
。
弾
圧
に
対
す
る
聖
人
の
時
代
的
憤
激
が
、

こ
こ
に
噴
火
口
の
焰
の
よ
う
に
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
中
に
あ
の
有
名 

な

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
言
葉
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
標
語
に
こ
そ
、
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の
も
と
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で
信
心
獲
得
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
聖
人
の
直
筆
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、

「
後
序
」

こ
そ
、
親
鸞
聖
人
の 

宗
教
生
活
の
記
録
な
ん
で
す
。
そ
し
て
こ
の
後
序
が
生
活
記
録
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
化
身
土
の
巻
」
の
一
般
課
題
が
、

こ
の
後
序 

に
お
い
て
親
鸞
聖
人
の
現
実
生
活
に
よ
っ
て
実
証
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
般
の
人
は
、

い
い
こ
と
の
あ
る
よ
う
に
祈
禱
を
し
た
り
、
今
日
は
大
安
だ
と
吉
日
良
辰
を
選
ん
だ
り
す
る
、
そ
う
い
う
の
は
迷
信
だ' 

真
宗
は
平
生
業
成(

へ
い
ぜ
い
ご
う
じ
ょ
う)

で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
ん
だ
、
と
。
そ
れ
は
、
そ
の
と
う
り
。
し
か
し
、
 

そ
れ
は
真
宗
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
仏
教
は
大
き
な
人
間
の
常
識
に
立
っ
て
い
て
、
人
間
と
い
う
も
の 

は
幸
福
の
祈
願(

「
'

ン
ガ
ラ)

を
す
る
も
の
だ
、
と
に
か
く
楽
を
求
め
る
も
の
だ
、
け
れ
ど
も
、
そ
の
幸
福
を
求
め
る
祈
禱
と
い
う
も
の
は 

い
つ
も
願
い
通
り
に
う
ま
く
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
や
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
群
萌
で
す
か 

ら
ね
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
新
し
い
も
の
が
萌
え
出
て
く
る
か
ら
、
な
か
な
か
や
み
つ
こ
な
い
。
だ
か
ら
、

こ
れ
は
相
当
の
根
が
あ
る
ん 

だ
。
根
の
あ
る
も
の
は
、
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
、
絶
ち
切
る
限
界
の
と
こ
ろ
に
真
実
が
あ
る
と
、
構
成
的
な
見
方
に
な
っ
て
い
る
。 

み
な
さ
ん
、
こ
の
根
を
認
め
な
け
れ
ば
、
人
生
を
教
化
で
き
な
い
。
今
日
の
新
宗
教
は
、
殆
ん
ど
、

こ
の
根
で
生
え
て
い
る
。
真
宗
は 

そ
れ
を
精
練
し
て
い
る
ん
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
で
す
か
ら
、
真
宗
が
現
世
祈
禱
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
興
味
の
あ
る
こ
と 

な
ん
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
真
宗
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
仏
教
の
立
場
そ
の
も
の
が
、
そ
う
な
ん
で
す
。

仏
教
の
立
場
と
い
う
の
は
、
人
間
は
幸
福
を
求
め
る
け
れ
ど
も
、
幸
福
を
求
め
る
一
本
の
線
だ
け
じ
ゃ
幸
福
は
来
な
い
よ
、
と
い
う
こ 

と
で
す
。
そ
し
て
真
実
を
求
め
る
と
、
幸
福
が
来
る
の
で
す
。
真
宗
も
そ
う
で
す
。
無
上
の
大
利
を
得
る
と
か
、
名
号
は
功
徳
の
大
宝
海 

だ
と
い
う
。
功
徳
も
幸
福
も
そ
の
表
現
は
黄
金
や
財
宝
に
見
積
ら
れ
て
い
る
の
が
、
人
間
の
歴
史
で
す
。

「
宝
」
と
は
、
財
貨
と
し
て
の 

「
た
か
ら
貝
」
で
あ
っ
て
、
黄
金
の
価
値
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
真
宗
の
方
の
功
徳
は
特
別
の
功
徳
で
、

一
般
で
い
う
功
徳
と
は
違
う 

ん
だ
と
い
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
の
喜
ぶ
も
と
の
功
徳
に
は
、
そ
う
区
別
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
幸
福
を
求
め
る
限
界
の
と
こ
ろ
を
、
真
実
に
よ
っ
て
打
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
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宗
教
と
い
う
も
の
の
価
値
が
出
る
ん
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
真
宗
は
、

一
等
地
を
抜
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か 

し
、

こ
れ
は
仏
教
の
正
し
い
立
場
な
ん
だ
、
は
じ
め
て
親
鸞
に
よ
っ
て
い
わ
れ
た
ん
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
は
っ
き
り
こ
こ
で 

申
上
げ
て
お
く
必
要
も
あ
る
。

こ

こ

に

「
化
身
土
」
と
い
う
も
の
は
「
後
序
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
の
生
活
記
録
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
は
、
さ
き
ほ 

ど
は
思
想
文
学
の
書
だ
と
い
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
単
な
る
学
究
の
書
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
根
を
生
や
し
た
と
こ 

ろ
の
真
実
の
宗
教
の
書
な
ん
で
す
。
で
、

こ

れ
は
『
教
行
信
証
』
の
大
体
の
組
織
を
申
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

「
後
序
」
に
聖
人
が 

法
然
門
下
に
入
ら
れ
、
そ
の
信
仰
入
信
の
経
歴
を
、
は
っ
き
り
と
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。 

わ
た
し
は
、
住
田
智
見
先
生
に
、
大
学
最
後
の
二
年
間
、

一
週
四
時
間
ず
つ
『
教
行
信
証
』

の
ご
講
義
を
聞
き
ま
し
た
。
大
谷
大
学
在 

学
時
代
に
、
わ
た
し
は
教
行
信
証
は
諸
先
生
の
順
番
受
け
持
ち
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
是
非
こ
ん
ど
は
住
田
先
生
の
講 

義
に
な
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
、
連
判
状
を
つ
く
っ
た
張
本
人
な
ん
で
す
。

わ
た
し
は
医
者
を
や
め
て
来
た
ん
だ
か
ら
、

住
田
先
生
の 

『
教
行
信
証
』
を
聞
け
な
い
ん
な
ら
、
と
い
っ
て
、
願
い
を
打
出
し
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
学
監
の
関
根
仁
応
先
生
と
か
、
当
時
学
生 

監
で
あ
と
で
学
長
に
な
ら
れ
た
藤
岡
了
淳
先
生
は
、

”
彼
は
医
者
を
や
め
て
、
佐
々
木
先
生
と
か
多
田
先
生
と
か
、
清
沢
先
生
を
慕
っ
て 

来
た
ん
だ
か
ら"

と
い
っ
て
、
か
ば
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
で
今
年
度
は
、
ち
ょ
う
ど
住
田
先
生
の
教
行
信
証
の
番
だ
と
い
う
こ
と
に 

な
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
は
願
い
通
り
住
田
先
生
の
『
教
行
信
証
』

の
講
席
に
は
べ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。 

そ
の
後
、
わ
た
し
ど
も
が
東
京
で
「
同
信
会
」
を
作
っ
て
、
住
田
先
生
を
お
招
き
し
た
。
お
忙
し
い
の
に
三
回
来
て
い
た
だ
い
た
。

こ 

こ
に
持
っ
て
来
ま
し
た
の
は
表
紙
に
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
表
題
さ
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
の
講
本
で
す
。
そ
の
次
に
、
 

多
田
先
生
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
た
し
は
成
城
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
近
く
に
民
俗
学
の
柳
田
国
男
先
生
が
お
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、
 

多
田
先
生
と
日
本
中
学
時
代
の
同
級
生
で
あ
ら
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
、
多
田
先
生
を
成
城
へ
お
招
き
し
て
柳
田
先
生
に 

お
会
わ
せ
し
ま
し
た
。
お
二
人
は
実
に
五
十
幾
年
ぶ
り
か
で
、
お
会
い
に
な
っ
た
わ
け
で
し
た
。
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そ
の
と
き
、
柳
田
先
生
は
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
足
利
時
代
が
一
番
経
済
的
に
も
富
裕
な
時
代
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、

い
ろ 

い
ろ
な
点
か
ら
お
話
し
に
な
っ
た
。
す
る
と
多
田
先
生
は
、
び
っ
く
り
な
さ
っ
た
。

こ
れ
は
柳
田
先
生
の
御
説
で
す
が
、
そ
う
い
う
興
味 

あ
る
お
話
し
が
い
ろ
い
ろ
続
い
た
の
で
す
。
そ
の
後
あ
る
時
、
柳
田
先
生
は
私
に
”
多
田
君
は
、
な
か
な
か
頭
の
い
い
方
で
、
多
分
、
外 

交
官
か
何
か
に
な
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
”
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

”
英
語
な
ど
非
常
に
た
っ
し
ゃ
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、

こ
う
い
う
人
間 

に
な
っ
て
い
ら
れ
た
の
か"

と
驚
い
て
さ
え
お
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
一
週
間
た
つ
か
た
た
な
い
う
ち
に
、
多
田 

先
生
が
郷
里
の
三
河
の
五
井
で
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
ま
こ
と
に
際
ど
い
と
こ
ろ
で
、
多
田
先
生
に
報
恩
の
一
端
を 

果
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
ど
も
は
東
京
へ
住
田
先
生
を
お
よ
び
し
た
り
、
多
田
先
生
を
お
よ
び
し
た
り
し
て
、
会
を
催
し
た
の
で
す
。

こ 

こ
に
、

い
ま
学
長
で
あ
ら
れ
ま
す
曾
我
先
生
は
、
私
が
東
大
の
学
生
時
代
に
、
東
洋
大
学
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
ど
も
そ
の
頃
、
論 

理
学
の
先
生
で
あ
り
、

「
行
の
哲
学
」
で
有
名
な
紀
平
正
美
先
生
を
始
め
、
倫
理
学
の
白
井
成
允
・
小
野
正
康
さ
ん
達
と
と
も
に
、
わ
が 

曾
我
先
生
を
大
学
の
研
究
室
の
地
下
室
へ
お
よ
び
申
し
て
、

『
教
行
信
証
』
の
お
講
義
を
長
い
間
拝
聴
し
た
の
で
す
。
紀
平
先
生
は
三
願 

転
入
の
論
理
に
、
曾
我
先
生
の
お
話
を
聞
か
れ
て
、
は
じ
め
て
眼
を
開
か
れ
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
『
三
願
転
入
』
と
い
う
有
名 

な
本
に
ま
で
実
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
曾
我
先
生
に
よ
っ
て
『
教
行
信
証
』
の
も
つ
深
い
論
理
に
目
覚
め 

さ
し
て
頂
い
て
い
た
の
で
す
。
曾
我
先
生
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
、
皆
さ
ん
の
ご
存
知
な
い
と
こ
ろ
に
、
深
い
影
響
を
与
え
か
つ
残
し
て 

お
出
で
に
な
る
の
で
す
。
今
回
、
大
谷
大
学
開
学
三
百
年
の
光
栄
あ
る
記
念
式
に
、
そ
の
三
分
の
一
に
な
ん
な
ん
と
す
る
九
十
年
を
、
野 

に
あ
っ
て
は
吼
え
る
虎
の
ご
と
く
怖
れ
ら
れ
、
学
長
と
か
講
師
職
と
か
権
威
の
座
に
つ
か
れ
て
は
、
東
西
南
北
の
招
請
に
こ
た
え
て
、
席 

の
温
ま
る
こ
と
な
く
、
老
若
男
女
の
帰
仰
篤
く
、
興
法
利
生
の
ご
生
活
で
あ
る
。

こ
の
三
願
転
入
と
い
う
思
想
こ
そ
、
仏
教
の
深
い
思
想
で
す
。
釈
尊
が
初
め
て
お
さ
と
り
に
な
っ
た
時
、
そ
の
さ
と
り
が
「
菩
提
・
涅 

槃
へ
転
入
す
る
」(
:

會
!
！
！

〇-0
¢
!
1 1

^'£一
已

!
5
2
1
1
1
1
V
2
1
1
1

应
〇
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
。

委

し

く

は"

比
丘
ら
よ
、

こ
れ
ら
の
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二
つ
の
極
端(

苦
楽
の
二
辺)

は
捨
て
ら
れ
、

中
道
は
如
来
に
よ
っ
て
さ
と
ら
れ
た
。(

そ
の
中
道
は)

眼
を
開
き
、
智
を
起
し
、
寂
静
・
神 

智

，
正
覚
・
涅
槃
へ
転
入
す
る"

と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
菩
提
・
正
覚
は 

! 201
：
1
^

ぎ

2：1
1
^

區1
1
1
1
3
2
^

と
し
て
、
さ
と
り
の
因
果 

を
示
す
同
じ
さ
と
り
の
言
葉
で
す
。

つ
ま
り
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
に
は
、
成
等
正
覚
、
す
な
わ
ち
成
仏
を
お
か
ね
ば
な 

ら
な
い
。
そ
れ
だ
の
に
、
菩
提
か
ら
さ
ら
に
涅
槃
へ
転
入
し
な
き
ゃ
、
本
も
の
で
な
い
と
い
う
よ
う
に
綴
ら
れ
て
あ
る
。

こ
れ
が
非
常
に 

大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
正
覚
と
か
成
仏
、

つ
ま
り
さ
と
り
と
い
う
言
葉
は
、
主
観
性
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
が
涅
槃
へ
の
転
入
に
よ
っ
て 

安
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
安
心
立
命
的
な
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。
さ
と
り
、
さ
と
り
と
い
う
け
れ
ど
、
そ
の
さ
と
り
が
涅
槃
に
円
融
し
て
、
 

涅
槃
に
生
き
か
え
っ
た
と
こ
ろ
が
、
本
当
の
さ
と
り
だ
。

こ
れ
は
よ
く
禅
で
、
不
圖
作
仏
と
か
莫
圖
作
仏
と
い
わ
れ
る
、
そ
の
消
息
が
こ 

の
あ
た
り
の
深
さ
の
う
ち
に
、
顔
を
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
三
願
転
入
の
「
転
入
」
と
い
う
こ
と
に
も
、

こ
れ
と
同
じ
経
路
の 

も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
に
は' 

比
較
す
べ
き
い
ろ
い
ろ
の
テ
ー
マ
も
あ
る
し
、
基
本
の
原
理
も
あ
る
。
釈
尊
の
さ 

と
り
の
な
か
に
、
そ
の
基
本
的
な
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

本
日
皆
さ
ん
の
う
ち
に
も
日
蓮
宗
の
方
が
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

「
種
熟
脱
」
と
い
う
こ
と
が
、
法
華
に
い
わ
れ
て
い
る
。 

種
を
蒔
い
て
、
そ
れ
が
熟
し
て
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
脱
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
本
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
種
を
蒔
い
た
だ
け 

で
は
、
ま
だ
本
も
の
じ
ゃ
な
い
。
も
と
よ
り
蒔
か
ぬ
よ
り
は
い
い
。
蒔
か
ぬ
種
は
生
え
ま
せ
ん
か
ら
。
だ
か
ら
、
み
な
さ
ん
、
種
を
蒔
か 

な
き
ゃ
い
け
な
い
。
種
を
蒔
く
苦
労
を
せ
ず
し
て
、
頭
だ
け
で
行
こ
う
と
し
た
り
、
う
ま
い
こ
と
だ
け
に
あ
り
つ
こ
う
で
は
、
駄
目
で
す
。 

こ
れ
は
宗
教
の
世
界
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
努
力
し
な
い
で
、
種
を
蒔
か
な
い
で
、

い
い
結
果
だ
け
を
願
っ
て
い
る
人
が
、
現
代
に
は
多
い
の 

じ
ゃ
な
い
か
。

法
華
の
種
熟
脱
で
も
、
三
願
転
入
で
も
、
ま
た
菩
提
涅
槃
へ
の
転
入
と
い
う
こ
と
で
も
、
み
な
、
そ
ん
な
に
変
っ
て
い
な
い
。
や
は
り 

こ
こ
に
共
通
す
る
基
本
的
な
思
想
的
な
原
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
知
っ
て
い
な
き
ゃ
な
ら
ぬ
。
そ

れ

で

『
教
行
信
証
』

の
な
か
で
、
 

あ
る
い
は
親
鸞
聖
人
の
思
想
の
な
か
で
、

一
番
大
事
な
の
は
本
願
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
本
願
寺
教
団
は
今
日
堂
々
た
る
日
本
の
大
宗
団
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で
す
が
、

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
、

こ
の
信
仰
標
語
が
な
か
っ
た
ら
、
本
願
寺
も
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
よ
。
そ
う
し 

た
ら
思
想
と
い
う
も
の
は
大
き
い
と
考
え
な
き
ゃ
な
ら
ぬ
。
本
願
寺
が
あ
っ
て
、
あ
の
言
葉
が
で
き
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
本
願
寺
は 

一
体
何
し
て
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
世
間
で
い
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
に
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
標
語
が
ど 

う
し
て
生
れ
た
か
、
そ
の
ご
苦
労
を
知
る
と
き
に
、
本
願
寺
の
方
々
が
、
長
い
間
か
か
っ
て
、

こ
こ
ま
で
持
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
の
有
難 

さ
も
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
た
び
の
三
百
年
記
念
だ
っ
て
楽
々
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

こ

の

「
後
序
」
の
な
か
に
あ
る
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」

こ
れ
が
、
親
鸞
聖
人
の
初
心
な
ん
で
す
。

「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」 

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
初
心
と
は
、
初
発
菩
提
心
の
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
に
は
、
初
心
が
信
心
の
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
人
は
、
 

こ

の

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
初
心
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
た
し
が
住
田
先
生
を
想
い
出
す
の
は
、

い
つ
も
こ
の
言 

葉
な
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
忘
れ
ま
せ
ん
の
は
、

つ
ね
に
先
生
が
、

こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

“
十
九
の
願
、
二
十
の
願
と
、
願
は
い
ろ
い
ろ 

多
い
が
、

「
本
願
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
第
十
八
願
の
こ
と
な
ん
だ
”
と
。
先
生
は
、
た
だ
一
箇
処
、
東
本
願
寺
に
伝
え
る
『
唯
信
鈔
文 

意
』
に

「
光
明
無
量
の
本
願
」
と
あ
る
の
が
、
異
例
で
あ
る
。
し
か
し
高
田
の
御
真
筆
本
に
は
こ
の
文
が
な
い
し
、
西
本
願
寺
本
に
も
な 

い
、
と
つ
け
加
え
て
お
ら
れ
た
。
そ
こ
に
こ
の
「
本
願
に
帰
す
」
の
味
い
が
、

こ
と
の
ほ
か
深
い
。

そ
う
す
る
と
、
雑
行
を
棄
て
て
、
法
然
上
人
の
と
こ
ろ
へ
行
か
れ
た
心
境
と
い
う
も
の
は
、
相
当
深
い
も
の
と
い
う
か
、
最
後
的
な
も 

の
に
な
る
。
宗
教
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
わ
た
し
も
、
医
者
を
や
め
て
か
ら
、
今
日
ま
で
や
っ
て
き
て
ま
す
が
、
今
日
に 

な
っ
て
深
ま
っ
た
か
。
わ
た
し
が
二
十
一
歳
の
と
き
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
心
境
と
今
日
の
心
境
と
、
果
し
て
進
歩
が
あ
る
か
ど 

う
か
。
そ
の
信
境
は
同
じ
も
の
な
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
二
十
九
歳
。
そ
れ
は
、
九
十
歳
で
お
な
く
な
り
に
な
る
ま
で
変
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
。

こ
れ
は
、
わ
た
し
は
、
自
分
の 

宗
教
経
験
か
ら
申
上
げ
る
の
で
す
。

「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
根
拠
は
、
宗
教
的
信
境
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
道
元
禅
師
は
、

こ
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れ

を

「
初
心
の
弁
道
、
す
な
は
ち
、
本
証
の
全
体
な
り
」
と
、
は
っ
き
り
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
だ
け
の
名
句
は
、
な
か
な
か
出
な
い
。 

日
本
仏
教
を
代
表
す
る
ほ
ど
の
名
句
を
と
い
う
な
ら
ば
「
初
心
の
弁
道
、
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
」
、
親
鸞
聖
人
の
「
雑
行
を
棄
て 

て
、
本
願
に
帰
す
」
な
ど
、
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
千
古
の
金
言
で
し
ょ
う
。
「
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に
帰
す
」
、
 

こ
れ
は
全
く
聖
人
の
生
活
か
ら
生
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
た
だ
頭
で
考
え
て
出
た
言
葉
じ
ゃ
な
い
。
で
す
か
ら
『
教
行
信
証
』
は
脉
絡
の 

あ
る
思
想
の
書
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
生
活
に
根
ざ
し
た
宗
教
経
験
が
一
貫
し
て
い
る
も
の
だ
と
申
上
げ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
う
な
ら
ば
、

こ
の
本
願
と
い
う
言
葉
は
、
ど
こ
か
ら
ど
う
し
て
生
れ
て
き
た
か
。
ま

ず

『
涅
槃
経
』

の
う
ち
に
「
一
切
衆
生
悉
有
仏 

性
」
と
い
う
有
名
な
標
語
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
大
乗
仏
教
の
初
期
を
飾
る
金
言
と
し
て
は
、
第
一
等
の
も
の
で
し
ょ
う
。
今
日
、
原
始 

仏

教

・
大
乗
仏
教
・
日
本
仏
教
を
一
貫
し
て
、

こ
の
右
に
出
る
ほ
ど
の
も
の
は
多
分
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
道
元
禅
師
は
、

こ
れ
に
よ 

っ
て
「
仏
性
」

の
巻
を
書
か
れ
た
。

『
正
法
眼
蔵
』

の
な
か
で
一
番
苦
心
さ
れ
た
傑
作
は
こ
の
「
仏
性
」
の
巻
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
た
い 

し

て

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
標
語
、
草
も
木
も
国
土
も
、
み
な
成
仏
す
る
と
い
う
、

こ
の
言
葉
が
そ
も
そ
も
一
切
経
の
な
か
に 

な
い
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
日
本
の
中
古
天
台
の
畑
の
な
か
で
育
っ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
が
証
明
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で 

す
。(

「
”草
木
国
土
悉
皆
成
仏
”
の
仏
性
論
的
意
義
と
そ
の
作
者
」
印
度
学
仏
教
学
研
究
第9

巻
第2

号
、
昭
和
三
十
六
年
三
月) 

そ
れ
が
芭
蕉
と
か
墨
染
桜
と
か
い
う
謡
曲
文
学
の
う
ち
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
、
有
名
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
草
木
成
仏
の
謡
曲
は 

二
十
ば
か
り
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

「
鶴
」
は

観

阿

弥

清

次

(
一
3
3
2——

1
3
8
4
)  

の
作
。

「
仏
原
」

「
杜
若
」

「
東
北
」
は
そ
の
子
の
世 

阿
弥
元
清(

1
3
6
3
1
1
4
4
4
)

の
作
。

「
芭
蕉
」

「
西
行
桜
」

「
放
下
僧
」

「
西
王
母
」

「
山
姥
」
は
元
清
の
女
婿
金
春
禅
竹
氏
信(

一
4
0
6

—— 

1
4
6
8
)  

の
作
。

「
六
浦
」
は
佐
阿
弥
安
清
の
作
。

こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
偈
が
有
名
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま 

す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
仏
教
者
は
こ
れ
を
お
経
の
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
と
思
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
祖
師
方
の
な
か
で
は
、
日
蓮
上
人 

だ
け
が
特
別
に
こ
れ
を
宗
義
化
し
て
、
日
常
生
活
の
う
ち
に
宗
教
化
さ
れ
た
ほ
ど
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
ハ
十
五
歳
の
と
き
、
た
だ
一
箇 

処
、
正
嘉
元
年
ハ
月
十
九
日
の
奥
書
の
あ
る
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
う
ち
に
、

”
草
木
国
土
こ
と
ご
と
く
み
な
成
仏
す
と
と
け
り"

と
引
用
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し
、
"

微
塵
世
界
に
み
ち
ま
し
ま
す
如
来
の
誓
願
を
信
楽
す
る
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
、
仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
、
法
性
す
な
わ
ち 

法
身
な
り"

と
し
て
、
涅
槃
経
の
思
想
を
信
仰
化
さ
九
て
い
ま
す
。

こ
の
草
木
成
仏
、
あ
る
い
は
非
情
成
仏
の
問
題
は
、
な
か
な
か
興
味
深
い
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
草
も
木
も
国
土
も
、
人
間
と
同
じ
く 

発
心
し
修
行
し
て
、
成
仏
す
る
の
か
、
ど
う
か
。
自
然
物
で
あ
る
草
木
に
は
人
間
的
情
意
は
な
い
、
人
間
の
成
仏
と
同
じ
わ
け
は
な
い
と
、
 

宝
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証
真(7—
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な
ど
は
、
強
く
論
争
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
草
木
成
仏
の
標
語
が
生
れ
た
そ
の
根 

本
の
と
こ
ろ
に
「
一
仏
観
見
」
と
い
う
、
引
き
出
し
、
呼
び
出
し
の
言
葉
の
あ
る
こ
と
を
、
殆
ん
ど
の
人
が
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で 

す
。

「
一
仏
観
見
」
と
い
う
こ
と
は
、
仏
の
力
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
仏
の
見
る
世
界
、
仏
の
光
り
の
照
ら
す
限
り
に
お
い
て
、
草
木
は 

成
仏
す
る
と
い
う
の
が
、
原
意
で
あ
っ
た
の
で
す
。

道
元
禅
師
の
「
発
無
上
心
」
の

巻

に

「
明
星
出
現
時
、
我
与
大
地
有
情
、
同
時
成
道
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
 

草
木
国
土
の
成
仏
も
、
仏
さ
ま
の
さ
と
り
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
基
本
思
想
で
あ
る
の
で
す
。

い
っ
て
見
れ
ば
、

「
仏 

伝
」
の
う
ち
に
発
達
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
草
木
成
仏
と
か
、
非
情
成
仏
と
い
っ
て
、
そ
の
標
語
だ
け
を
と
り
出
し
て
、
学
者
的
に
論
ず 

る
だ
け
で
は
、
足
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
本
当
は
、
仏
の
ご
一
生
の
な
か
に
、
す
べ
て
は
生
か
さ
れ
て
あ
る
。
そ
の 

よ
う
な
わ
け
で
、

こ
の
仏
伝
の
研
究
を
や
り
な
が
ら
、
仏
教
を
修
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

い
ろ
ん
な
こ
と
を
勉
強
す 

る
の
も
結
構
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
勉
強
が
何
の
た
め
か
。
仏
教
と
い
う
か
ぎ
り
は
、
仏
の
伝
記
の
中
の
一
波
万
波
な
ん
で
す
。

こ
れ
が
永 

遠
に
続
く
最
も
大
き
な
流
れ
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
的
に
で
き
た
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
言
葉
も
、
仏
伝
の
な
か
か 

ら
生
れ
て
き
た
こ
と
を
再
認
識
し
て
下
さ
い
。

こ
こ
で
こ
の
仏
伝
を
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
仏
さ
ま
が
生
ま
れ
ら
れ
た
、

こ
れ
が
誕
生
。
そ
れ
か
ら
、
仏
さ
ま
が
修
行
し
て' 

お
さ
と 

り
を
開
か
れ
た
、

こ
れ
が
成
道
。
そ
れ
は
ブ
ッ
ダ
・
ガ
ヤ
ー
で
し
た
。
生
ま
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
ル
ン
ビ
ニ
ー
で
、

い
ま
で
は
ネ
パI

ル 

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
説
法
を
初
め
て
さ
れ
た
の
は
、
ベ
ナ
ー
レ
ス
の
郊
外
の
鹿
野
苑
、
天
人
が
舞
い
お
り
、
鹿
が
い
た
公
園
で
し
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た
。
そ
し
て
ご
入
滅
は
、

ク
シ
ナ
ラ
ー
で
、

こ
れ
を
涅
槃
処
と
い
い
ま
す
。
昔
か
ら
、

こ
れ
ら
誕
生
処
・
成
道
処
・
説

法

処

・
涅
槃
処
を 

仏
伝
の
四
大
処
と
い
っ
て
い
ま
す
。
仏
伝
の
骨
組
み
は
、

こ
の
四
大
処
で
で
き
て
い
る
。

そ
れ
で
、

こ
の
成
道
の
さ
と
り
を
代
麦
す
る
経
典
は
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
で
、

こ

れ

は

「
仏
の
経
」 

「
さ
と
り
の
経
」

で
あ
り
ま 

す
。

こ
ん
ど
立
流
に
出
来
上
っ
た
校
舎
に
描
か
れ
て
い
る
絵
は
、
雑
華
と
も
い
わ
れ
て
い
る
「
華
厳
」
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
と
承
り
ま 

し
た
。
華
厳
は
た
し
か
に
華
の
飾
り
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
華
厳
と
は
仏
の
さ
と
り
を
表
徴
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
最
初
の
説
法 

は

『
初
転
法
輪
経
』
〇
そ
こ
に
は
仏
は
中
道
を
さ
と
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
わ
た
し
が
今
に
な
っ
て
も
研
究
し
て
い
る
の
が
中
道
思
想
で 

あ
る
の
も
、
そ
の
た
め
な
ん
で
す
。

「
仏
の
初
心
」
は
全
く
中
道
で
あ
っ
た
の
で
す
。
釈
尊
は
、
四
十
五
年
間
、
説
法
さ
れ
、
そ
の
四
十 

年
頃
に
説
か
れ
た
と
い
う
の
が
『
法
華
経
』
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
説
法
の
四
十
五
年
は
社
会
教
化
で
す
か
ら
、
説
法
と
い
う
こ
と
は
利
他 

教
化
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
ひ
と
え
に
「
功
徳
利
益
」
が
主
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『
法
華
経
』
は
神
力
功
徳
の
経
典 

で
す
。
そ
し
て
社
会
教
化
・
青
少
年
教
育
，
福
祉
国
家
な
ど
い
う
問
題
か
ら
は
、
法
華
経
を
軽
く
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
教
化
と
い
う 

こ
と
は
難
か
し
い
が
、

『
法
華
経
』
は
、
そ
の
難
か
し
い
も
の
を
課
題
と
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
最
後
の
涅
槃
、
そ

れ

が

『
涅 

槃
経
』
で
す
。

そ
れ
で
は
、
本
願
の
お
経
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
成
道
と
か
説
法
と
か
涅
槃
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
『
華
厳
経
』

『
初
転
法
輪
経
』 

『
法
華
経
』

「
涅
槃
経
」
な
ど
で
す
。
そ
こ
で
仏
さ
ま
が
生
れ
ら
れ
る
に
は
、
生
ま
れ
る
前
に
前
生
，
本

生
(

ほ
ん
し
上
う)

が
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
は
、
お
母
さ
ん
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
が
、
仏
教
で
は
、
お
母
さ
ん
と
お
父
さ
ん
は
縁
で
あ
る
。
自
分
は
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生 

ま
れ
て
き
た
ん
だ
、
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
た
だ
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で 

人
類
が
長
い
間
か
か
っ
て
積
み
上
げ
て
き
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え

ば

『
宝
積
経
』
な
ど
に
は
、

こ
の
積
み
重
ね
る
功
徳
の
香
り
が
高
い
。 

仏
教
が
父
母
の
恩
・
国
王
の
恩
を
尊
ぶ
が
、
衆
生
の
恩
と
か
大
地
の
恩
を
説
き
、
因
よ
り
も
縁
を
強
調
し
、
カ
ル
マ
を
尊
び
「
無
縁
の
慈 

悲
」
ま
で
説
い
て
い
る
の
も
、

こ

の

「
人
類
永
遠
の
共
同
生
活
」
に
目
覚
め
、
そ
れ
を
願
い
、
そ
れ
を
見
透
す
「
本
願
」
に
生
き
て
い
る
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か
ら
で
あ
る
。

「
本
願
を
説
く
経
典
」

の
あ
る
と
こ
ろ
は
、

こ
う
し
た
人
類
永
遠
の
願
い
の
う
ち
に
あ
る
。 

仏

さ

ま

に

前

生(

ジ
ャ
ー
タ
カ)

が
あ
る
。
釈
尊
は
過
去
に
積
ま
れ
た
こ
れ
こ
れ
の
六
度
行
の
功
徳
に
よ
っ
て
——

そ
の
宿
縁
に
よ
り 

宿
業
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
善
業
を
意
味
す
る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
善
業
に
せ
よ
悪
業
に
せ
よ
で
あ
る
が
、

こ
の
世
に
仏
と
し
て
生
ま
れ
る 

べ
く
し
て
生
ま
れ
ら
れ
た
。

こ
こ
に
本
生
・
本
願
と
い
う
言
葉
の
生
ま
れ
る
も
と
が
あ
る
。
本
生
・
本
願
、
そ
れ
か
ら
波
羅
蜜
な
ど
と
い 

う
言
葉
は
、
仏
さ
ま
は
過
去
に
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
善
業
を
お
積
み
に
な
っ
て
仏
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、

い
ろ
い
ろ
と
教
え
て 

き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
が
修
行
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
に
深
い
関
係
が
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
は
お
一
人
で
あ
る
が
、
法
蔵
菩
薩
と
同
じ
修
行
を
し
た
菩
薩
は
無
限
な
ん
で
す
。
そ
の
無
限
の
諸
菩
薩
は
、
同
じ
く
五
劫
に 

思
惟
し
永
劫
の
修
行
を
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
に
共
通
す
る
一
つ
の
も
の
を
見
出
す
の
で
な
く
ち
ゃ
、
仏
教
に
な
ら
な
い
。
法
蔵 

菩
薩
だ
け
が
偉
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
、

こ
れ
は
宗
教
に
は
な
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
教
に
は
な
ら
ぬ
。
で
す
か
ら
、
人
類 

の
祖
先
や
先
覚
者
た
ち
は
、
無
限
の
過
去
に
お
い
て
長
い
修
行
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
て
よ
い
。
釈
尊
も
そ
の
内
の
お
一
人 

な
ん
で
す
。
本
願
と
か
誓
願
と
い
わ
れ
る
プ
ラ
ー
ー
ダ
ー
ナ
、
ま
た
は
プ
ー
ル
バ
ゝ
フ
ラ
ニ
ダ
ー
ナ
と
は
、

こ
の
確
固
た
る
基
盤
的
な
積
み 

重
ね
が
必
ず
実
る
と
い
う
あ
か
し
で
あ
っ
て
、

「
功
徳
の
大
地
に
根
ざ
す
願
い
」

「
大
地
に
生
え
、
大
地
に
根
を
も
つ
願
い
」
と
い
う
よ 

う
に
、
現
代
人
の
理
解
へ
、

一
歩
で
も
二
歩
で
も
近
ず
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
頃
は
、
棚
ぼ
た
と
か
、
濡
れ
手
で
粟
の 

つ
か
み
取
り
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
は
響
が
な
く
な
っ
て
、
そ
こ
へ
他
力
本
願
を
使
う
の
が
、
現
代
の
シ
ャ
ー
プ
の
尖
端
を
ゆ
く
ジ
ャ 

丨
ナ
リ
ス
ト
な
ん
だ
か
ら
、

い
か
な
本
願
寺
さ
ん
で
も
、
手
に
負
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
、
プ
ロ
野
球
で
、
優
勝
は 

他
力
本
願
で
、
な
ど
と
い
う
。

こ
れ
で
は
、

こ
れ
か
ら
の
青
少
年
へ
他
力
本
願
を
教
え
る
の
に
、

一
エ
夫
も
ニ
エ
夫
も
し
な
く
て
は
な
ら 

な
い
。

『
教
行
信
証
』
の

「
教
」
の

巻

に

”
如
来
の
本
願
を
説
い
て
経
の
宗
致
と
な
す
。
す
な
は
ち
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
の
体
と
す"

と
あ 

り
ま
す
よ
う
に
、
本
願
と
名
号
で
代
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
本
願
は
大
地
に
根
ざ
す
人
類
永
遠
の
願
い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
法
華
経
』
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に

「
地
涌
の
菩
薩
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
日

蓮

は"

そ
の
上
行
菩
薩
こ
そ
、

こ
の
自
分
だ"

と
い
う
自
信
を
も
っ
て
教
化
し
た
。
あ
の
自 

信
に
は
み
な
参
っ
た
。

こ
の
地
涌
と
い
う
こ
と
に
も
、
功
徳
の
大
地
に
芽
生
え
る
本
願
に
も
、
同
じ
面
が
あ
る
。

か
の
菩
薩
は
大
地
の
中 

か
ら
涌
き
出
た
と
い
う
が
、
本
願
の
菩
薩
も
功
徳
の
大
地
に
根
ざ
し
た
願
の
具
象
化
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
願
い
は
「
願
求
」
と
も
い
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、

釈

尊

は

”
自
分
は
二
十
九
歳
で
「
善
を
求
め
て
」

1 ^

ヨ
虫
ー
ー
色#
 ー

!
弘

け 

出
ヨ
快

ー
ー

邑

赢

舟

も

出

家

し

た"

と
い
っ
て
い
ら
れ
る
。

「
善
を
求
め
る
」

こ
と
は
ノ
釈
尊
の
初
心
と
い
っ
て
よ
い
。

西
田
幾
太
郎
先 

生

が

『
善
の
研
究
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
沢
山
の
書
物
を
書
い
て
い
ら
れ
ま
す
が
、
彼
を
し
て
永
遠
の
哲
学
者
た
ら
し
め
る 

も

の

は

『
善
の
研
究
』
で
し
ょ
う
。
釈
尊
も
同
じ
こ
と
で
、
何
が
善
か
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
永
遠
の
開
拓
者
の
正
し
い
姿
勢
で
あ
る
か 

ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
釈
尊
が
そ
の
臨
終
に
当
っ
て
、
後
代
に
語
り
遺
し
て
さ
え
お
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
し

か

も

”
自
分
は
、

こ
の
五
十 

年
間
、
法
と
真
理
の
境
地
だ
け
を
歩
い
て
き
た"

と
、

つ
け
加
え
て
い
ら
れ
る
。
さ
き
ほ
ど
フ
ル
ナ
尊
者
が
法
さ
え
弘
ま
れ
ば
と
い
う
心 

境
に
な
り
切
っ
た
が
、
仏
さ
ま
に
お
か
れ
て
も
、

こ
れ
は
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
。
釈
尊
は
手
本
を
示
し
て
、
そ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
い
っ 

て
お
い
で
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、

こ
れ
を
外
れ
た
ら
、
真
宗
で
あ
ろ
う
と
禅
宗
で
あ
ろ
う
と
日
蓮
宗
で
あ
ろ 

う
と
、
非
常
に
価
値
が
低
い
も
の
に
な
る
。

そ
れ
で
、
わ

た
し
は

「
教
行
信
証
と
仏
教
」
と
い
う
題
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
基

本

的

に

『
教
行
信
証
』
は
、
た
だ
一
宗
の 

た
め
に
お
書
き
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
ば
、
多
分
、
親
鸞
聖
人
は
お
泣
き
に
な
る
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
、
思
想
の
原
理
と
い
う
も
の 

を
片
寄
っ
た
立
場
で
お
考
え
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
釈
尊
の
お
言
葉
も
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
も
、
基
本
的
に
は
違
わ 

な
い
。
そ
れ
か
ら
『
教
行
信
証
』
は
メ
モ
で
あ
る
、

い
ろ
い
ろ
の
聖
典
か
ら
お
集
め
に
な
っ
た
メ
モ
、
文
類
で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
 

『
教
行
信
証
』
の
な
か
に
は
、
ご
自
身
で
お
書
き
に
な
っ
た
部
分
も
あ
る
。

こ

れ
は
「
ご
自
釈
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
自
釈
だ
け
抜 

き
出
し
て
集
め
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
が
特
に
力
を
入
れ
ら
れ
た
テ
ー
マ
の
山
が
わ
か
る
。

『
教
行
信
証
』
に
、

一
番
多
く
引
い
て
あ
る
経
典
は
『
大
無
量
寿
経
』
で
す
が
、
そ
の
次
に
、
ど
ん
な
お
経
を
多
く
引
い
て
あ
る
か
。
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そ
れ
が
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
な
ん
で
す
。
三
十
三
文
を
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
見
解
の
相
違
で
、
も
っ
と
ふ
や
す
こ
と
も
で
き 

ま
す
し
、
少
く
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま

あ

『
大
無
量
寿
経
』
が
四
十
三
文
、

『
涅
槃
経
』
が
三
十
三
文
。

こ
の
二
つ
の
経
典
が 

と
び
は
な
れ
て
い
る
。
如
来
会
の
二
十
三
文
を
除
け
ば
、
あ
と
は
み
な
十
文
以
下
。

い
っ
た
い
、

こ
れ
は
何
を
語
る
か
。 

わ

た
し
は
『
教
行
信
証
』
を
見
直
す
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
が
『
涅
槃
経
』
の
、
ど
こ
を
、
何
の
た
め
に
引
か
れ
た
か
、
を 

正
確
に
研
究
す
る
こ
と
は
、

『
教
行
信
証
』
の
仏
教
的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

東
京
で
最
近
「
十
方
会
」
が
結
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
最

近

そ

の

「
十
方
会
」
の
講
演
で
と
り
あ
げ
た
の
が
こ
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
 

こ
こ
に
こ
の
よ
う
に
そ
の
時
の
草
稿
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
少
し
時
間
を
と
っ
て
紹
介
い
た
し
ま
せ
ば
、

「
教
行
信
証
の
仏
教
的
価 

値
」
に
つ
い
て
、
確
か
な
筋
み
ち
が
相
当
は
っ
き
り
い
た
し
ま
す
。
も

し

『
大
無
量
寿
経
』
な
ら
、

こ
れ
は
も
う
本
願
が
書
い
て
あ
り
、
 

親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
立
た
れ
た
の
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
本
筋
の
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
親
鸞
聖
人
の
な
さ
れ
た 

仏
教
的
裏
付
け
も
一
諸
に
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
自
分
の
方
は
本
願
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
の
仏
教
的
な
基
礎
づ
け 

が
ど
う
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
研
究
も
大
事
で
あ
り
、
将
来
と
く
に
必
要
に
な
っ
て
参
り
ま
す
。

こ
れ
で
、
本
願
は
、
誕
生
お
よ
び
誕
生
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、
誕
生
は
さ
ら
に
涅
槃
に
続
く
、

こ
の
円
環
性
の
と
こ
ろ
に
、
本
願
の
仏 

教
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
本
願
は
、
た
だ
本
願
と
い
う
言
葉
だ
け
を
大
事
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
法
蔵
菩
薩
の
長
い
ご
修 

行
を
再
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
名
号
だ
け
を
い
た
だ
く
の
で
な
く
て
、
そ
の
名
号
の
で
き
た
法
蔵
菩
薩
の
ご
修
行
と
い
う
も
の
は
、
 

他
の
諸
菩
薩
の
修
行
と
提
携
し
な
が
ら
、
し
か
も
自
己
の
立
場
で
新
し
い
本
願
を
お
建
て
に
な
っ
た
。
願
を
立
て
た
菩
薩
は
沢
山
あ
る
。 

そ
の
中
に
本
願
を
建
て
ら
れ
た
法
蔵
菩
薩
を
再
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、

『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
の
、

こ
ま
か
い
問
題
に
は
、
時
間
が
な
く
て
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
最
後 

に
、
仏
さ
ま
と
仏
教
の
本
質
に
ふ
れ
て
、
講
演
を
結
ぶ
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
釈
尊
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
今
日
の
ネ
パ 

—
ル
の
山
国
に
生
れ
ら
れ
た
。
千
古
の
雪
を
た
た
え
て
い
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
麓
に
生
れ
ら
れ
た
。

こ
こ
に
、
世
界
の
屋
根
が
あ
り
、
永
遠
な
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る
け
が
れ
の
な
い
宗
教
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
霊
性
と
い
う
も
の
を
、
釈
尊
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
身
に
つ
け
て 

い
ら
れ
た
。

し
か
し
、
み
な
さ
ん
、
そ
の
山
麓
だ
け
に
い
た
の
で
は
、
ガ
ン
ジ
ス
の
河
の
流
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

ガ
ン
ジ
ス
は
イ
ン
ド
を
育
て
て 

い
る
大
河
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
五
河
の
代
表
で
も
あ
り
ま
す
。

ガ
ン
ジ
ス
は
五
つ
の
中
の
主
流
で
あ
り
ま
す
が
、
五
つ
の
河
が
一
つ
に 

な
っ
た
と
き
も
、

こ
れ
を
ガ
ン
ジ
ス
と
呼
び
ま
す
。
そ
れ
が
カ
ル
カ
ッ
タ
の
と
こ
ろ
に
流
れ
て
海
に
入
る
。

こ
の
五
つ
の
河
の
味
が
み
な 

違
っ
て
い
て
も
、
大
海
へ
入
れ
ば
同
一
鹹
味
と
な
る
。

こ
の
譬
え
と
い
う
も
の
は
、
ネ
パ
ー
ル
に
い
た
だ
け
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
。
な 

ぜ
釈
尊
が
出
家
し
て
、
修
行
し
に
、
は
る
ば
る
と
マ
ガ
ダ
ま
で
来
ら
れ
た
か
。

マ
ガ
ダ
と
い
う
の
は
、
そ
こ
か
ら
百
年
た
っ
と
ア
シ
ョ
ー 

力
王
が
出
て
、
イ
ン
ド
を
統
一
し
て
世
界
国
家
を
作
る
。
そ
し
て
仏
教
を
世
界
的
に
し
た
首
都
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
ア
シ
ョ1
 

力
王
が
出
な
か
っ
た
な
ら
、
中
国
仏
教
も
日
本
仏
教
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
わ
た
し
は
、
釈
尊
が
出
家
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
マ
ガ
ダ
ま
で
来
た
。

マ
ガ
ダ
は
、
そ
の
当
時
の
開
拓
の
前
線
、

ア
リ
ア
ン
の
フ 

コ
ン
テ
ィ
ヤ
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
時
代
の
進
歩
的
尖
端
の
思
想
家
の
集
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

こ
れ
で
、
さ
き
ほ
ど 

『
涅
槃
経
』
の
こ
と
を
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
な
ぜ
、
親
鸞
聖
人
が
あ
れ
だ
け
『
涅
槃
経
』
を
引
用
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
中
に
阿 

闍
世
王
が
自
分
の
父
を
殺
害
し
た
こ
と
を
懺
悔
す
る
こ
と
が
、
細
々
と
書
い
て
あ
る
か
ら
で
す
。
そ

う

し
て

『
大
無
量
寿
経
』

の
本
願
に 

は
は
っ
き
り
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
書
い
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
阿
闍
世
の
よ
う
に
五
逆
を
犯
し
た
も
の
は
、
本
願
の
救
済
に
洩
れ 

除
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
悪
人
で
あ
る
阿
闍
世
が
仏
に
救
わ
れ
る
こ
と
を
書
い
た
宗
教
文
学
が
『
涅
槃
経
』
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

悪
人
正
機
に
踏
み
こ
ま
れ
た
親
鸞
聖
人
が
「
信
」
の
巻
に
殆
ん
ど
そ
の
涅
槃
経
の
全
文
を
引
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
が
、

こ
こ
に
あ
る
の
で 

あ
り
ま
す
。
特
に
そ
の
中
に
六
師
外
道
の
教
を
巡
歴
さ
れ
る
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
六
師
に
は
、
宗
教
否
定
の
ア
セ
イ
ス
ト
か
ら
科 

学
的
研
究
や
論
理
性
を
尊
重
す
る
リ
ア
リ
ス
ト
も
い
る
の
で
す
。
左
翼
的
無
神
論
者
も
い
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
群
の
か
も
す
時
代
の
尖 

端
に
触
れ
な
い
で
、
ど
う
し
て
一
切
衆
生
を
救
う
本
願
を
立
て
る
菩
薩
と
な
り
得
ま
し
ょ
う
か
。
釈
尊
は
厳
然
と
し
て
そ
の
中
へ
来
て
修
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行
し
、
そ
う
し
て
思
想
戦
を
も
し
、
打
勝
っ
て
、
仏
と
な
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
、
最
近
、
日
本
で
は
や
り
ま
す
主
体
性
と
い
う
言
葉
の
こ
と
で
す
が
、
あ
る
も
の
は
た
だ
割
切
っ
て
行
動
す
る
。

こ
れ
を
行
動 

の
主
体
性
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
信
念
の
、王
体
性
、
思
想
の
主
体
性
に
根
ざ
さ
な
い
行
動
の
主
体
性
と
い
う
も
の
は
、
全 

く
根
の
な
い
も
の
だ
と
は
っ
き
り
申
上
げ
た
い
。

こ

れ

は

『
涅
槃
経
』
の
、

こ
の
あ
た
り
を
お
読
み
に
な
っ
て
も
、
よ
く
わ
か
る
と
思
い 

ま
す
。

こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
悪
人
の
た
め
と
か
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
と
か
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と
も
み
ん
な
涅
槃
経
に 

書
い
て
あ
る
の
で
す
。
わ
た
し
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
聖
人
を
少
く
す
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
真
理
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
っ
て
大 

き
い
ん
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
の
だ
け
大
き
く
て
『
涅
槃
経
』
に
あ
る
の
は
小
さ
い
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い 

か
ら
で
す
。
両
方
と
も
無
限
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
面
を
発
見
し
な
き
ゃ
、
前
向
き
の
宗
教
に
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
ガ
ン
ジ
ス
の
本
流
を
身
に
つ
け
て
修
行
し
、
そ
う
し
て
釈
尊
は
さ
と
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

つ
ら
つ
ら
考
え
て
み
な
く 

て
は
な
ら
な
い
。
仏
教
の
根
拠
に
、
大
悲
本
願
と
大
智
霊
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
、
永
遠
に
イ
ン
ド
を
う
る
お
し
て
来 

た
慈
母
の
流
れ
と
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
千
古
の
霊
性
と
が
、
釈
尊
の
生
活
に
あ
っ
て
身
に
つ
い
て
い
る
。
鈴
木
大
拙
先
生
は
よ
く
「
大
悲
と
大 

智
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

こ
れ
が
釈
尊
の
仏
身
仏
土
を
作
っ
て
い
る
仏
心
の
構
造
で
あ
る
。

親
鸞
聖
人
は
、
大
無
量
寿
経
に
『
大
悲
本
願
』

の
思
想
を
見
出
し
、

『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
仏
教
の
真
理
性
と
人 

間
の
宗
教
心
を
読
み
と
ら
れ
て
、
教
行
信
証
の
骨
組
み
を
打
ち
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
大
き
な
構
想
の
も
と
に
基
礎
づ
け
る
の
は
、
 

さ
き
ほ
ど
申
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
「
仏
伝
」
を
よ
く
読
み
と
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
教
行
信
証
と
仏
教
」
と
い
う
題
を
掲
げ
ま
し
て
、
み
な
さ
ん
に
満
足
し
て
い
た
だ
け
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
長
時
間
に
わ 

た
っ
て
ご
清
聴
下
さ
い
ま
し
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

(

東
大
名
誉
教
授 

駒
沢
大
学
教
授) 

(

本
稿
は
、
昭
和
四
十
年
十
月
十
三
日
、
大
谷
大
学
開
学
三
百
年
記
念
講
演
会
に
お
け
る
講
演
を
、
伊
東
慧
明
氏
が
筆
記
し
、
著
者
が
さ
ら
に
補
訂
し
た 

も
の
で
あ
る)
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