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一
　
人
間
性
の
自
覚

　
親
鸞
の
思
想
は
深
い
体
験
に
よ
っ
て
滲
透
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
す
べ
て
の
著
作
に
つ
い
て
、

『
正
信
偈
』
や
『
和
讃
』
の
ご
と
き
一
種
の
韻
文
、
ま
た
仮
名
で
書
か
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
散
文
の
み
で
な

く
、
特
に
彼
の
主
著
『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
は
ま
こ
と

に
不
思
議
な
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
も
に
経
典
や
論
釈
の
引
用
か
ら
成
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
章

句
が
あ
た
か
も
親
鸞
自
身
の
文
章
で
あ
る
か
の
ご
と
く
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
自
釈
の
文
の

み
で
な
く
、
引
用
の
文
も
ま
た
そ
の
ま
ま
彼
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
。
『
教
行
信
証
』
全
篇
の
大
部
分
を

占
め
る
こ
れ
ら
の
引
文
は
、
単
に
自
己
の
教
え
の
典
拠
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
自
己
の
思
想
と
体
験
と
を
表
現
す
る
た
め
に
借
り
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

引
文
の
読
み
方
、
文
字
の
加
減
な
ど
が
原
典
の
意
味
に 

拘  

泥 

こ
う
で
い

す
る
こ
と
な
く
、
親
鸞
独
自
の
も
の
を
示

し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
教
行
信
証
』
は
思
索
と
体
験
と
が
渾
然
と
し
て
一
体
を
な
し

た
稀
有
の
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
根
柢
に
深
く
抒
情
を
湛
え
た
芸
術
作
品
で
さ
え
あ
る
。
実
に
親
鸞
の

ど
の
著
述
に
接
し
て
も
我
々
を
ま
ず
打
つ
も
の
は
そ
の
抒
情
の
不
思
議
な
魅
力
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
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彼
の
豊
か
な
体
験
の
深
み
か
ら
溢
れ
出
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
か
よ
う
に
し
て
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
教
え
を
体
験
の
宗
教
と
し
て
特
色
づ
け
る
こ
と
は

正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
意
味
は
厳
密
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
宗
教
を
単
に
体
験

と
解
す
る
こ
と
は
宗
教
か
ら
本
質
的
に
宗
教
的
な
も
の
を
除
い
て
「
美
的
な
も
の
」
に
し
て
し
ま
う
危
険

を
有
し
て
い
る
。
実
際
、
親
鸞
の
教
え
に
お
い
て
体
験
の
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
単
に
「
美

的
な
も
の
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
は
決
し
て
す
く
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
す
ぐ
れ
て
宗
教

的
人
間
で
あ
っ
た
、
彼
の
体
験
も
ま
た
も
と
よ
り
本
質
的
に
宗
教
的
で
あ
る
、
と
こ
ろ
で
宗
教
的
体
験
の

特
色
は
「
内
面
性
」
に
あ
る
。
親
鸞
の
体
験
の
深
さ
は
そ
の
内
面
性
の
深
さ
で
あ
る
。
彼
の
抒
情
の
深
さ

と
い
う
も
の
も
か
く
の
ご
と
き
内
面
性
の
深
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
人
間
　
愚
禿
の
心

　
親
鸞
の
思
想
の
特
色
は
、
仏
教
を
人
間
的
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
見
方
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
そ
の
意
味
は
十
分
に
明
確
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
要

す
る
の
で
あ
る
。
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親
鸞
の
文
章
を
読
ん
で
深
い
感
銘
を
受
け
る
こ
と
は
、
人
間
的
な
情
味
の
極
め
て
豊
か
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
人
格
的
な
体
験
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
経
典
や
論
釈
か
ら
の
引
用
の
一
々
に
至
る
ま
で
、
こ
と

ご
と
く
自
己
の
体
験
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
つ
ね
に
生
の
現
実
の
上
に
立
ち
、

体
験
を
重
ん
じ
た
。
そ
こ
に
は
知
的
な
も
の
よ
り
も
情
的
な
も
の
が
深
く
湛
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
思
想

を
人
間
的
と
い
い
得
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
生
へ
の
接
近
、
か
か
る
現
実
性
、
肉
体
性
と
さ

え
い
い
得
る
も
の
が
彼
の
思
想
の
著
し
い
特
色
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
親
鸞

の
宗
教
を
単
に
「
体
験
の
宗
教
」
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
宗
教
を
単
に
体
験
の
こ
と
と
考
え
る

こ
と
は
、
宗
教
を
主
観
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
は
単
な
る
体
験
の
問
題
で
は
な
く
、
真
理
の

問
題
で
あ
る
。
〔
欄
外 Em
il B

runner, Erlebnis, Erkenntnis und G
laube, 1923.

〕
真
理
は
単
に
人
間

的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
客
観
的
な
も
の
、
超
越
的
な
も
の
、

論
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
宗
教
が
単
に
体
験
に
属
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
感
情
、

い
な
単
な
る
感
傷
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
宗
教
は
真
に
宗
教
的
な
も
の
を
失
っ
て
、

単
に
美
的
な
も
の
、
文
芸
的
な
も
の
と
同
じ
に
な
る
。
親
鸞
の
教
え
が
と
も
す
れ
ば
か
く
の
ご
と
き
方
向

に
誤
解
さ
れ
易
い
こ
と
に
対
し
て
我
々
は
厳
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
親
鸞
の
思
想
の

特
色
が
体
験
的
で
あ
る
こ
と
、
人
間
的
で
あ
る
こ
と
、
現
実
的
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
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い
。
そ
こ
に
我
々
は
彼
の
宗
教
に
お
け
る
極
め
て
深
い
「
内
面
性
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
内
面

性
と
は
何
で
あ
る
か
。
超
越
的
な
も
の
が
内
在
的
で
あ
り
、
内
在
的
な
も
の
が
超
越
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、

真
の
内
面
性
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
内
面
性
と
は
空
虚
な
主
観
性
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
最
も
客
観
的
な

肉
体
的
と
も
い
い
得
る
充
実
で
あ
る
。

　
五
濁
悪
世
の
衆
生
の

　
選
択
本
願
信
ず
れ
ば

　
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の

　
功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り

あ
る
い
は
、

　
弥
陀
の
ち
か
ひ
の
ゆ
へ
な
れ
ば

　
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の

　
功
徳
は
わ
き
て
し
ら
ね
ど
も

　
信
ず
る
わ
が
み
に
み
ち
み
て
り

と
い
う
二
種
の
和
讃
は
こ
の
趣
を
現
わ
す
で
あ
ろ
う
。

　
親
鸞
の
文
章
に
は
到
る
と
こ
ろ
懺
悔
さ
ん
げ
が
あ
る
。
同
時
に
そ
こ
に
は
到
る
と
こ
ろ
讃
歎
が
あ
る
。
懺
悔
と
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讃
歎
と
、
讃
歎
と
懺
悔
と
、
つ
ね
に
相
応
じ
て
い
る
。
自
己
の
告
白
、
懺
悔
は
内
面
性
の
し
る
し
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
単
な
る
懺
悔
、
讃
歎
の
伴
わ
な
い
懺
悔
は
真
の
懺
悔
で
は
な
い
。
懺
悔
は
讃
歎
に
移
り
、

讃
歎
は
懺
悔
に
移
る
、
そ
こ
に
宗
教
的
内
面
性
が
あ
る
。
親
鸞
は
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
な
人
間
で
あ
っ
た
。

懺
悔
と
讃
歎
と
は
宗
教
の
両
面
の
表
現
で
あ
る
。
〔
欄
外 A

ugustinus

〕
親
鸞
の
文
章
か
ら
た
だ
懺
悔
に

属
す
る
も
の
の
み
を
取
り
出
し
て
、
彼
の
宗
教
の
人
間
的
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
者
は
、
彼
の
思
想
を
単

に
美
的
な
も
の
、
文
芸
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
宗
教
的
人
間
の
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
を
知
ら
ざ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教

的
人
間
の
問
題
、
宗
教
的
人
間
の
存
在
の
仕
方
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
懺
悔
は
単
な
る
反
省
か
ら

生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
の
反
省
か
ら
生
ず
る
も
の
は
、
そ
れ
が
極
め
て
真
面
目
な
道
徳
的
反
省
で

あ
っ
て
も
、
後﹅
悔﹅
と
い
う
も
の
に
過
ぎ
ず
、
後
悔
と
懺
悔
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
〔
欄
外
「
後
悔
は
そ

れ
ぞ
れ
の
行
為
、
懺
悔
は
全
存
在
に
か
か
わ
る
。
」
〕
後
悔
は
わ
れ
の
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
後
悔
す
る
者
に
は
な
お
わ
れ
の
力
に
対
す
る
信
頼
が
あ
る
。
懺
悔
は
か
く
の
ご
と
き
わ
れ
を
去
る

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
わ
れ
は
わ
れ
を
去
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
に
任
せ
き
る
。
そ
こ
に
発
せ
ら
れ
る
言

葉
は
も
は
や
わ
れ
が
発
す
る
の
で
は
な
い
。
自
己
は
語
る
者
で
は
な
く
て
む
し
ろ
聞
く
者
で
あ
る
。
聞
き

得
る
た
め
に
は
己
れ
を
空
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
語
ら
れ
る
言
葉
は
ま
こ
と
を
得
る
。
お
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よ
そ
懺
悔
は
ま
こ
と
の
心
の
流
露
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
ま
こ
と
の
心
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
。
自
己
を
懺
悔
す
る
言
葉
の
う
ち
に
い
か
に
容
易
に
他
に
対
し
て
か
え
っ
て

自
己
を
誇
示
す
る
心
が
忍
び
込
み
、
ま
た
い
か
に
容
易
に
罪
に
対
し
て
か
え
っ
て
自
己
を
甘
や
か
す
心
が

潜
み
入
る
こ
と
で
あ
る
か
。

　
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も

　
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し

　
虚こ
仮け
不
実
の
わ
が
身
に
て

　
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し

と
親
鸞
は
悲
歎
述
懐
す
る
で
あ
る
。
煩
悩
の
具
わ
ら
ざ
る
こ
と
の
な
い
自
己
が
い
か
に
し
て
自
己
の
真
実

を
語
り
得
る
の
で
あ
る
か
。
自
己
が
自
己
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
す
で
に
一
つ
の
煩
悩
で
は

な
い
か
。
親
鸞
が
全
生
命
を
投
げ
込
ん
で
求
め
た
も
の
は
実
に
こ
の
た
だ
一
つ
の
極
め
て
単
純
な
こ
と
、

す
な
わ
ち
真
実
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
、
ま
ご
こ
ろ
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
信
仰
と
い
う
も

の
も
こ
れ
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
煩
悩
に
お
い
て
欠
く
る
こ
と
の
な
い
自
己
が
真
実
の
心
に
な
る
と
い

う
こ
と
は
、
他
者
の
真
実
の
心
が
自
己
に
届
く
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
自
己
の
真
実
は
顕

わ
に
な
る
。
わ
れ
が
自
己
の
現
実
を
語
る
の
で
は
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
が
自
己
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
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こ
に
知
ら
れ
る
真
実
は
冷
い
、
単
に
客
観
的
な
真
理
で
は
な
い
。
こ
の
真
実
に
は
ま
ご
こ
ろ
が
通
っ
て
い

る
。
ま
ご
こ
ろ
は
理
性
で
は
な
く
む
し
ろ
情
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
人
間
的
真
理
を
二
と
二
と
の
和
は

四
で
あ
る
と
い
う
数
学
的
真
理
を
知
る
と
同
じ
よ
う
に
知
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
そ
の

よ
う
に
知
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

　
親
鸞
の
文
章
を
読
ん
で
む
し
ろ
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
無
常
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
少
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
か
く
感
傷
的
な
宗
教
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
彼
の
思
想
に
お
い
て

む
し
ろ
奇
異
の
感
を
懐
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
が
事
実
で
あ
り
、
ま
た
真
実
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
こ
に
彼
の
思
想
の
特
殊
な
現
実
主
義
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
諸
行
無
常
は
現
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
仏
教
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
何

物
も
常
住
の
も
の
は
な
い
。
す
べ
て
は
生
成
し
消
滅
し
変
化
す
る
。
か
く
し
て
我
々
の
頼
み
と
す
べ
き
何

物
も
な
い
の
で
あ
る
。
生
老
病
死
は
無
常
な
る
人
生
に
お
け
る
現
実
で
あ
る
。
か
か
る
無
常
の
体
験
が
釈

迦
の
出
世
間
の
動
機
で
あ
っ
た
。
無
常
は
さ
し
あ
た
り
仏
教
の
説
で
は
な
く
て
世
界
の
現
実
で
あ
る
。
常

な
い
も
の
を
常
あ
る
も
の
の
ご
と
く
思
い
、
頼
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
頼
み
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
生
に

お
け
る
種
々
の
苦
悩
は
生
ず
る
。
無
常
は
現
実
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
そ
の
認
識
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と

の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
人
間
の
迷
い
が
あ
り
、
苦
し
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
仏
教
は
諸
行
無
常
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の
自
然
的
な
感
覚
を
諸
行
無
常
の
徹
底
し
た
智
慧
に
ま
で
徹
底
自
覚
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
諸
行
無
常
は
い
わ
ば
前
仏
教
的
な
体
験
か
ら
仏
教
的
な
思
想
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
。
人
間
の
現
実

を
深
く
見
詰
め
、
仏
教
の
思
想
を
深
く
味
わ
っ
た
親
鸞
に
無
常
感
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し

か
も
彼
は
こ
の
無
常
感
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
で
あ
る
か
。

　
無
常
感
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
宗
教
的
で
あ
る
よ
り
も
美
的
で
あ
る
。
は
か
な
い
も
の
は
美
し
い
。
美

に
は
何
か
は
か
な
さ
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
「
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
部
山
の
烟
け
む
り立
ち

さ
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
物
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
。
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ

い
み
じ
け
れ
」
と
『
徒
然
草
』
の
著
者
は
書
い
て
い
る
（
第
七
段
）
。
い
つ
ま
で
も
生
き
て
こ
の
世
に
住

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
な
ら
い
で
あ
っ
た
ら
、
実
に
無
趣
味
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
老
少
不
定
、

我
々
の
命
が
い
つ
終
わ
る
と
い
う
規
定
の
全
く
な
い
世
で
あ
る
が
、
そ
こ
が
非
常
に
面
白
い
の
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
無
常
は
美
的
な
観
照
に
融
け
込
む
。
仏
教
は
特
に
平
安
朝
時
代
の
文
学
に
お
い
て
そ

の
唯
美
主
義
と
結
び
つ
き
、
か
つ
こ
れ
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
無
常
感
は
唯
美
主
義
と

結
び
つ
い
て
出
世
間
的
な
非
現
実
主
義
と
な
っ
た
。
『
方
丈
記
』
の
著
者
の
ご
と
き
も
そ
の
著
し
い
例
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教
的
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
で
あ
っ
た
彼
は
美
的
な
無
常
思
想
に
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と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
に
彼
の
現
実
主
義
は
何
よ
り
も
出
家
仏
教
に
満
足
し
な
か
っ
た
。

無
常
思
想
は
出
世
間
の
思
想
と
結
び
つ
く
、
こ
れ
に
対
し
て
彼
の
思
想
の
特
色
は
在
家
仏
教
に
あ
る
。
無

常
の
思
想
は
も
と
よ
り
単
に
美
的
な
観
照
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
し
か
し
よ
り
高
い
段
階

に
お
い
て
も
観
想
に
結
び
つ
く
。
芸
術
的
観
照
か
ら
哲
学
的
観
想
に
進
む
。
仏
教
に
お
け
る
無
常
の
思
想

は
我
々
を
こ
こ
ま
で
つ
れ
て
く
る
。
し
か
し
美
的
な
観
照
も
哲
学
的
な
観
想
も
観
想
と
し
て
非
実
践
的
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
思
想
は
む
し
ろ
倫
理
的
で
あ
り
、
実
践
的
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
を
非
倫
理

的
な
も
の
の
ご
と
く
考
え
る
の
は
全
く
の
誤
解
で
あ
る
。
親
鸞
に
は
無
常
の
思
想
が
な
い
。
そ
の
限
り
に

お
い
て
も
彼
の
思
想
を
厭
世
主
義
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
親
鸞
に
お
い
て
は
無
常
感
は
罪
悪
感
に
変
っ
て
い
る
。
自
己
は
単
に
無
常
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
煩
悩

の
具
わ
ら
ざ
る
こ
と
の
な
い
凡
夫
、
あ
ら
ゆ
る
罪
を
作
り
つ
つ
あ
る
悪
人
で
あ
る
。
親
鸞
は
自
己
を
愚
禿
ぐ
と
く

と
号
し
た
。
「
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
、
こ
の
ゆ
へ
に
禿
の
字
を
も
て
姓
と
す
」
と
い
っ
て
い

る
。
承
元
元
年
、
彼
の
三
十
五
歳
の
と
き
、
法
然
な
ら
び
に
そ
の
門
下
は
流
罪
の
難
に
あ
っ
た
。
親
鸞
も

そ
の
一
人
と
し
て
僧
侶
の
資
格
を
奪
わ
れ
て
越
後
の
国
府
に
流
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
す
で
に
僧
に
あ
ら

ず
、
し
か
し
ま
た
世
の
生
業
に
つ
か
ぬ
ゆ
え
俗
に
あ
ら
ず
、
か
く
し
て
禿
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す
る
親
鸞

で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
こ
れ
に
愚
の
字
を
加
え
て
自
己
の
号
と
し
た
の
で
あ
る
。
愚
は
愚ぐ
癡ち
で
あ
る
。
す

11 一　人間性の自覚



で
に
禿
の
字
は
も
と
破
戒
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
し
て
彼
が
非
僧
非
俗
破
戒
の
親
鸞
と
称
し
た
こ
と
は
、

彼
の
信
仰
の
深
い
体
験
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
単
に
謙
遜
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
性

の
深
い
自
覚
を
打
ち
割
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
賢
者
の
信
を
き
き
て
、
愚
禿
が
心
を
あ
ら
は
す
。

　
賢
者
の
信
は
、
内
に
賢
に
し
て
外
は
愚
な
り
。

　
愚
禿
が
心
は
、
内
は
愚
に
し
て
外
は
賢
な
り
。

と
『
愚
禿
鈔
』
に
記
し
て
い
る
。
外
に
は
悟
り
す
ま
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
内
に
は
煩
悩
の
絶
え
る
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
が
人
間
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
無
常
と
感
じ
つ
つ
も
、
こ
れ
に
執
着
し
て
尽
き
る
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
が
人
間
な
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
は
か
か
る
罪
深
き
人
間
の
救
済
で
あ
る
こ
と
を
聞

信
し
て
い
る
。
し
か
も
現
実
の
人
間
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

　
「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
か
な
し
き
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、

　
定
聚
の
か
ず
に
い
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
ず
、
真
証
の
証
に
ち
か
づ
く
こ
と
を
た
の
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、

　
は
づ
べ
し
、
い
た
む
べ
し
。
」

　
罪
悪
の
意
識
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
。
機
の
自
覚
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
機
と
は
何
で
あ
る
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か
。
機
と
は
自
覚
さ
れ
た
人
間
存
在
で
あ
る
。
か
か
る
自
覚
的
存
在
を
実
存
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
機
と
は
人

間
の
実
存
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
覚
と
は
単
に
わ
れ
が
わ
れ
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
は
い

か
に
し
て
わ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
わ
れ
が
わ
れ
を
知
る
と
い
う
と
き
、
わ
れ
は
わ
れ
を
全
体
と

し
て
知
る
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
が
わ
れ
を
知
る
と
い
う
場
合
、
知
る
わ
れ
と
知
ら
れ
る
わ
れ

と
の
分
裂
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
よ
う
に
分
裂
し
た
わ
れ
は
、
そ
の
知
ら
れ
る
わ
れ
と
し
て
全
体
的
で

な
く
か
え
っ
て
部
分
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
そ
の
場
合
、
自
覚
的
な
わ
れ
よ
り
も
む
し
ろ

主
客
未
分
の
、
し
た
が
っ
て
無
意
識
的
な
、
無
自
覚
的
な
わ
れ
が
、
し
た
が
っ
て
知
的
な
、
人
間
的
な
わ

れ
よ
り
も
、
実
践
的
な
、
動
物
的
な
わ
れ
が
か
え
っ
て
全
体
的
な
わ
れ
で
あ
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
機
と
い
う
字
は
普
通
に
天
台
大
師
の
『
法
華
玄
義
』
に
記
す
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
微
・
関
・
宜
の

三
つ
の
意
味
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
機
微
と
い
う
熟
字
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
微

の
意
味
を
有
す
る
。
弩
い
し
ゆ
みに
発
す
べ
き
機
が
あ
る
故
に
、
射
る
者
こ
れ
を
発
す
れ
ば
直
ち
に
箭や
が
動
く
。
未

だ
発
現
し
な
い
で
可
能
性
と
し
て
か
す
か
に
存
す
る
す
が
た
が
微
で
あ
り
、
機
で
あ
る
。
可
能
的
な
も
の

は
い
ま
だ
顕
わ
で
は
な
く
含
蓄
的
に
微かす
か
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
可
能
的
な
も
の
が
ひ
と
り
で
に

現
実
的
に
な
る
の
で
は
な
い
。
弩
が
機
発
す
る
の
は
射
る
者
が
あ
っ
て
こ
れ
を
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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〔
欄
外
「
弩
に
可
発
の
機
が
な
け
れ
ば
、
い
か
に
こ
れ
を
発
し
よ
う
と
し
て
も
発
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

  
衆    
生  
し
ゅ
じ
ょ
う

に
ま
さ
に
生
ぜ
ん
と
す
る
善
が
あ
る
故
に
仏
が
来
た
り
て
応
ず
れ
ば
す
な
わ
ち
善
生
ず
。
応
は

赴
の
義
。
」
〕
し
か
し
こ
の
可
能
性
は
単
に
静
的
に
含
蓄
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
機
は
動
の

微
、
き
ざ
し
で
あ
る
。
ま
さ
に
動
こ
う
と
し
て
、
ま
さ
に
生
ぜ
ん
と
し
て
、
機
で
あ
る
。
〔
欄
外
「
教
法

化
益
に
よ
り
て
発
生
さ
る
べ
き
可
能
性
あ
る
も
の
。
」
〕
第
二
に
、
機
は
機
関
と
い
う
熟
字
に
見
ら
れ
る

ご
と
く
関
の
意
味
を
有
す
る
。
関
と
は
関
わ
る
、
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
と
他
と
が
相
対

し
て
相
関
わ
り
、
相
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
に
善
あ
り
悪
あ
り
、
共
に
仏
の
慈
悲
に
関
す
る
故
に
、

機
は
関
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
教
法
化
益
に
関
係
し
得
る
も
の
、
そ
の
対
者
た
り
得
る

も
の
の
意
で
あ
る
。
も
し
衆
生
が
な
け
れ
ば
、
仏
の
慈
悲
も
用
い
る
に
由
な
く
、
衆
生
あ
り
て
ま
さ
に
慈

悲
の
徳
も
活
く
こ
と
が
で
き
る
。
応
は
対
の
義
。
一
人
は
売
ろ
う
と
し
、
一
人
は
買
お
う
と
し
、
二
人
相

対
し
て
貿
易
の
こ
と
が
と
と
の
う
ご
と
く
、
〔
欄
外
「
主
客
相
合
う
て
売
買
が
成
立
つ
。
」
〕
衆
生
は
稟う

け
よ
う
と
し
、
仏
は
与
え
よ
う
と
し
、
相
会
う
と
こ
ろ
で
摂
化
済
度
の
こ
と
が
成
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

食
い
違
う
と
摂
化
の
こ
と
は
と
と
の
わ
な
い
。
〔
欄
外
「
須
宜
」
〕
そ
こ
で
第
三
に
機
は
機
宜
と
い
う
熟

字
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
宜
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
関
係
す
る
も
の
の
間
に
ち
ょ
う
ど
相
応
し
た
関
係

が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
函
と
蓋
と
が
、
方
な
れ
ば
方
、
円
け
れ
ば
円
、
恰
好
相
応
し
て
少
し
も
く
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い
ち
が
い
の
な
い
よ
う
に
、
無
明
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
せ
ば
、
正
し
く
悲
に
宜
し
く
、
法
性
さ
と
り
の
楽
を
与
え

ん
と
欲
せ
ば
、
正
し
く
慈
に
宜
し
。
衆
生
に
苦
あ
り
、
あ
た
か
も
仏
の
抜
苦
の
悲
に
宜
し
く
、
衆
生
に
楽

な
し
、
あ
た
か
も
仏
の
与
楽
の
慈
に
宜
し
く
、
仏
の
慈
悲
は
よ
く
衆
生
に
相
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
機

は
教
法
化
益
を
施
す
に
便
宜
あ
る
も
の
の
意
。
か
く
し
て
機
と
教
、
機
と
法
と
は
相
対
す
る
、
両
者
の
関

係
は
動
的
歴
史
的
。

　
そ
の
機
は
何
ら
か
の
根
性
を
有
す
る
故
に
根
機
と
称
せ
ら
れ
る
。
い
っ
さ
い
の
衆
生
、
過
去
・
現
在
の

因
縁
宿
習
を
異
に
し
、
そ
の
面
貌
の
異
な
る
ご
と
く
、
そ
の
根
性
別
な
り
、
〔
欄
外
「
善
悪
智
愚
の
別
」
〕

し
た
が
っ
て
教
法
を
こ
う
む
る
べ
き
機
と
し
て
千
差
万
別
な
り
、
し
か
る
に
教
法
化
益
も
し
機
に
乖そむ
け
ば
、

そ
の
益
あ
る
こ
と
な
し
、
故
に
仏
は
千
差
の
方
便
を
尽
し
、
万
別
の
教
法
を
施
せ
り
。
性
得
の
機
。
機
は

可
発
の
義
で
、
衆
生
の
心
に
法
を
う
く
べ
き
き
ざ
し
あ
る
こ
と
。

　
時
機
　
　
機
の
歴
史
性
、

『
大
無
量
寿
経
』
は
「
時
機
純
熟
の
真
教
」
な
り
。
末
代
に
生
ま
れ
た
機
根
の
衰
え
た
衆
生
に
と
っ
て
ま

こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
教
え
で
あ
る
。
時
機
相
応
。
聖
道
自
力
の
教
え
は
機
に
合
わ
ず
し
て
教
果
を
収
め
る

こ
と
が
で
き
ぬ
。
浄
土
他
力
の
一
法
の
み
時
節
と
機
根
に
適
し
て
い
る
。

　
機
と
性
と
の
区
別
　
動
的
と
静
的
。
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○
時
機
相
応

　
「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、
ま
た
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ

　
ら
ず
、
す
で
に
時
を
う
し
な
ひ
、
機
に
そ
む
け
る
な
り
、
浄
土
真
宗
は
在
世
正
法
、
像
末
法
滅
、
濁
悪

　
の
群
萌
、
ひ
と
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
。
」

　
「
も
し
機
と
教
と
時
と
そ
む
け
ば
、
修
し
が
た
く
、
入
り
が
た
し
。
」
『
安
楽
集
』
に
よ
る
。

　
「
当
今
は
末
法
に
し
、
こ
れ
五
濁
悪
世
た
り
。
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
。
」

　
『
安
楽
集
』
に
よ
る
。

　
「
そ
の
機
は
す
な
は
ち
一
切
善
悪
大
小
凡
愚
な
り
。
」

○
悪
人
正
機

　
「
こ
れ
も
悪
凡
夫
を
本
と
し
て
善
凡
夫
を
傍
に
兼
ね
た
り
。
か
る
が
故
に
傍
機
た
る
善
凡
夫
な
を
往
生

　
せ
ば
、
ま
は
ら
正
機
た
る
悪
凡
夫
い
か
で
か
往
生
せ
ざ
ら
ん
。
し
か
れ
ば
善
人
な
を
も
て
往
生
す
、
い

　
か
に
い
は
ん
や
悪
人
を
や
と
い
ふ
べ
し
と
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
き
。
」
『
口
伝
鈔
』
第
十
九
章
。

　
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人

　
な
を
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
と
。
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
、
本
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願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ

　
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他

　
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ

　
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ

　
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。

　
よ
て
善
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
」
『
歎
異
鈔
』
三
章
。

　
　
二
　
歴
史
の
自
覚

　
人
間
性
の
自
覚
は
親
鸞
に
お
い
て
歴
史
の
自
覚
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
彼
の
歴
史
的
自
覚
は
い

わ
ゆ
る
末﹅
法﹅
思
想
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
末
法
思
想
は
言
う
ま
で
も
な
く
仏
教
の
歴
史
観
で
あ
る
正
像
末

三
時
の
思
想
に
属
し
て
い
る
。
我
々
は
ま
ず
こ
の
歴
史
観
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
よ
う
。

　
正
像
末
三
時
の
思
想
は
、
仏
滅
後
の
歴
史
を
正
法
、
像
法
、
末
法
の
三
つ
の
時
代
に
区
分
す
る
歴
史
観

で
あ
る
。
こ
の
三
時
の
際
限
に
関
し
て
は
、
末
法
は
正
像
の
後
一
万
年
と
す
る
こ
と
は
諸
説
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
正
像
の
二
時
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
正
法
五
百
年
像
法
千
年
と
い
い
、
あ
る
い
は
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正
法
千
年
像
法
五
百
年
と
い
い
、
あ
る
い
は
正
法
五
百
年
像
法
五
百
年
と
い
い
、
あ
る
い
は
正
法
千
年
像

法
千
年
と
い
っ
て
、
一
定
し
な
い
が
、
親
鸞
は
正
法
五
百
年
像
法
一
千
年
末
法
一
万
年
の
説
を
採
っ
た
。

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
は
道
綽
の
『
安
楽
集
』
を
引
い
て
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。
「
経
の
住

滅
を
弁
ぜ
ば
、
い
は
く
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
、
正
法
五
百
年
、
像
法
一
千
年
、
末
法
一
万
年
に
は
衆
生
減
じ

つ
き
、
諸
経
こ
と
ご
と
く
滅
せ
ん
。
如
来
、
痛
焼
の
衆
生
を
悲
哀
し
て
、
こ
と
に
こ
の
経
を
と
ど
め
て
、

止
住
せ
ん
こ
と
百
年
な
ら
ん
。
」
こ
こ
で
は
経
に
就つ
き
、
三
時
を
通
じ
て
残
る
も
の
と
滅
び
る
も
の
と
が

弁
別
さ
れ
る
。
末
法
一
万
年
に
お
い
て
、
諸
経
こ
と
ご
と
く
滅
び
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
法
滅
の
後
に

お
い
て
も
、
特
に
こ
の
経
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
こ
の
世
に
留
ま
る
こ
と
百
歳
、
か
く
て
ま

た
無
量
歳
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
経
は
教
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
正
像
末
の
三
時
は
ま
さ
に
教
と
行
と
証

と
に
関
し
て
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
観
は
も
と
時
を
隔
て
る
に
つ
れ
て
釈
迦
如
来
の
感

化
力
が
次
第
に
衰
え
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
過
程
は
教
行
証
の
三
法
を
原
理
と
す

る
時
代
区
分
と
し
て
理
論
化
さ
れ
た
。
仏
滅
後
の
初
め
の
時
代
に
は
教
と
行
と
証
と
が
と
も
に
存
在
す
る
。

教
法
は
世
に
あ
り
、
教
を
う
け
る
者
は
よ
く
修
行
し
、
修
行
す
る
も
の
は
よ
く
証
果
を
得
る
。
こ
れ
を
正

法
と
名
づ
け
る
。
正
と
は
な
お
証
の
ご
と
し
と
い
わ
れ
、
証
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
時
代
の
特
色

で
あ
る
。
次
に
像
法
と
い
う
の
は
、
像
と
は
似
な
り
と
い
わ
れ
、
こ
の
時
代
に
は
教
が
あ
り
、
行
が
あ
っ
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て
、
正
法
の
時
に
似
て
い
る
。
教
法
は
世
に
と
ど
ま
り
、
教
を
う
け
る
者
は
能
く
修
行
す
る
が
、
し
か
し

多
く
は
証
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
行
は
存
す
る
が
、
証
は
存
し
な
い
。
こ
れ
を
像
法
と
名
づ
け

る
。
第
三
の
末
法
の
時
に
お
い
て
は
、
教
法
は
世
に
垂
れ
、
教
を
う
け
る
者
が
存
し
て
も
、
よ
く
修
行
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
証
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
教
の
み
あ
っ
て
、
行
も
証
も
と
も
に
な
く
な

る
。
末
と
は
微
な
り
と
い
わ
れ
、
教
が
あ
っ
て
も
な
い
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
、
末
法
と
称
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
三
時
を
過
ぎ
て
教
法
す
ら
な
い
時
期
は
「
法
滅
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
く
の
ご
と
く
正

像
末
の
思
想
は
教
行
証
の
三
法
を
根
拠
と
し
て
時
代
の
推
移
を
考
え
る
歴
史
観
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の
同
じ
箇
所
で
ま
た
『
安
楽
集
』
に
よ
っ
て
、
仏
滅
後
の
時
代
を
五

百
年
ず
つ
に
区
分
す
る
『
大
集
月
蔵
経
』
の
説
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
「
大
集
月
蔵
経
に
の
た
ま
は
く
、

仏
滅
度
の
の
ち
の
第
一
の
五
百
年
に
は
、
わ
が
も
ろ
も
ろ
の
弟
子
、
慧
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を

え
ん
。
第
二
の
五
百
年
に
は
、
定
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
三
の
五
百
年
に
は
、
多
聞

読
誦
を
学
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
四
の
五
百
年
に
は
、
塔
寺
を
造
立
し
、
福
を
修
し
、
懺

悔
す
る
こ
と
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
。
第
五
の
五
百
年
に
は
、
白
法
隠
滞
し
て
、
お
ほ
く
諍
訟
あ
ら
ん
。

す
こ
し
き
善
法
あ
り
て
堅
固
な
る
こ
と
を
え
ん
、
と
。
」
わ
が
伝
教
大
師
の
作
と
考
え
ら
れ
た
『
末
法
燈

明
記
』
も
こ
の
説
を
採
っ
て
お
り
、
『
教
信
行
証
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
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最
初
の
五
百
年
は
解
脱
堅
固
、
次
の
五
百
年
は
禅
定
堅
固
、
次
の
五
百
年
は
多
聞
堅
固
、
次
の
五
百
年
は

造
寺
堅
固
、
後
の
五
百
年
は
闘
諍
堅
固
に
し
て
白
法
隠
没
す
る
の
時
と
し
て
、
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
初
め
の
三
期
の
五
百
年
は
、
次
第
し
て
、
戒
と
定
と
慧
の
三
学
が
堅
固
に
と
ど
ま
る
時
で
あ
り
、

な
か
に
第
一
の
五
百
年
は
正
法
、
次
の
二
期
の
五
百
年
は
像
法
一
千
年
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
三
期
の
五
百

年
の
後
に
は
戒
定
慧
は
存
し
な
く
な
る
。
第
四
の
造
寺
堅
固
の
五
百
年
以
下
は
末
法
に
属
し
、
中
で
も
第

五
の
五
百
年
の
闘
諍
堅
固
と
い
う
の
は
、
多
く
の
人
々
が
た
た
か
い
、
あ
ら
そ
い
、
堅
く
こ
れ
を
執
っ
て

捨
て
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
そ
い
や
た
た
か
い
が
盛
ん
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
正
像
末
史
観
の
有
す
る
意
義
は
、
『
安
楽
集
』
の
著
者
に
と
っ
て
も
、
『
末
法
燈
明
記
』
の

著
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
史
観
、
こ
の
教
、
す
な
わ
ち
三
時
教
を
根
拠
と
し
て
、
自
己
の
属
す
る
時
代
、

こ
の
現﹅
在﹅
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
い
な
、
こ
の
現
在
が
ま
さ
に
末﹅
法﹅
に
属
す
る
こ
と
を
理
解
す

る
に
存
し
た
。
か
く
て
道
綽
は
、
右
に
記
し
た
ご
と
く
五
期
の
五
百
年
を
区
分
し
た
後
、
「
今
の
時
の
衆

生
を
は
か
る
に
、
す
な
は
ち
仏
、
世
を
去
り
て
の
ち
の
第
四
の
五
百
年
に
あ
た
れ
り
」
と
い
っ
て
、
そ
の

時
代
が
ま
さ
に
末
法
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
末
法
燈
明
記
』
の
著
者
は
、
正
法
五

百
年
像
法
一
千
年
の
後
は
末
法
に
属
す
る
と
述
べ
た
後
、
「
問
ふ
、
も
し
し
か
ら
ば
今
の
世
は
ま
さ
し
く

い
づ
れ
の
時
に
か
あ
た
れ
る
や
。
答
ふ
、
滅
後
の
年
代
お
ほ
く
の
説
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
し
ば
ら
く
両
説
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を
あ
ぐ
。
一
に
は
法
上
師
等
、
周
異
記
に
よ
り
て
い
は
く
、
仏
、
第
五
の
主
、
穆
王
満
五
十
三
年
壬
申
に

あ
た
り
て
入
滅
し
た
ま
ふ
。
も
し
こ
の
説
に
よ
ら
ば
、
そ
の
壬
申
よ
り
わ
が
延
暦
二
十
年
辛
巳
に
い
た
る

ま
で
、
一
千
七
百
五
十
歳
な
り
。
二
に
は
費
長
房
等
、
魯
の
春
秋
に
よ
ら
ば
、
仏
、
周
の
第
二
十
の
主
、

匡
王
班
四
年
壬
子
に
あ
た
り
て
入
滅
し
た
ま
ふ
。
も
し
こ
の
説
に
よ
ら
ば
、
そ
の
壬
子
よ
り
わ
が
延
暦
二

十
年
辛
巳
に
い
た
る
ま
で
一
千
四
百
十
歳
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
今
の
時
の
ご
と
き
は
こ
れ
最
末
の
時
な

り
。
か
の
時
の
行
事
す
で
に
末
法
に
同
ぜ
り
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
親
鸞
は
第
一
の
説
に
よ
っ
て

現
在
（
元
仁
元
年
）
を
算
定
し
て
い
う
、
「
三
時
教
を
按
ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を
か
ん
が
ふ
る

に
、
周
の
第
五
の
主
穆
王
五
十
三
年
壬
申
に
あ
た
れ
り
。
そ
の
壬
申
よ
り
わ
が
元
仁
元
年
甲
申
に
い
た
る

ま
で
、
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。
ま
た
賢
劫
経
、
仁
王
経
、
涅
槃
経
等
の
説
に
よ
る
に
、
す
で
に
も
て

末
法
に
い
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り
。
」
仏
滅
の
年
に
つ
い
て
は
今
日
に
お
い
て
も
種
々
の
異
説
が
あ
る
。

右
の
年
代
計
算
が
正
確
で
あ
る
か
否
か
は
、
い
ま
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
。
正
像
末
史
観
は
親
鸞

に
お
い
て
歴
史
の
単
に
客
観
的
に
見
ら
れ
た
時
代
区
分
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
主﹅
体﹅
的﹅
に
把

握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
本
来
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
現﹅
在﹅
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在

が
問
題
に
な
る
こ
と
か
ら
し
て
我
々
は
過
去
の
歴
史
が
い
か
に
あ
っ
た
か
を
知
ろ
う
と
す
る
。
し
か
も
現

在
が
真
に
問
題
に
な
る
の
は
、
何
を
為
す
べ
き
か
が
、
し
た
が
っ
て
未﹅
来﹅
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
こ
と
に
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よ
っ
て
で
あ
る
。
現
在
の
意
識
は
現
在
が
末
法
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
死
を
現
在
に
自
覚
し
、
い

か
に
こ
れ
に
処
す
べ
き
か
と
い
う
自
覚
が
人
生
の
全
体
を
自
覚
す
る
可
能
性
を
与
え
る
ご
と
く
、
現
在
は

末
法
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
歴
史
の
全
体
を
自
覚
す
る
可
能
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
が
末
法
の
時
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
三
時
の
教
説
に
よ
っ
て
、
単
に
超
越

的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
時
代
の
歴
史
の
現
実
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の

で
あ
る
。
彼
の
時
代
は
政
治
的
動
揺
の
激
し
く
、
戦
乱
の
打
ち
続
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
宗
教
界
も
ま
た

決
し
て
平
穏
で
は
な
か
っ
た
。
承
元
の
法
難
に
は
親
鸞
も
連
累
し
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
彼
の
師
法
然

は
土
佐
に
流
さ
れ
、
彼
自
身
は
越
後
に
流
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
闘
諍
堅
固
」
は
彼
に
と
っ
て
切
実
な
体

験
で
あ
っ
た
。
彼
の
心
を
何
よ
り
も
痛
め
た
の
は
高
潔
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
僧
侶
の
蔽
い
が
た
い
倫
理
的

頽
廃
で
あ
っ
た
。
時
代
の
歴
史
的
現
実
わ
け
て
も
宗
教
界
の
状
態
は
、
ま
じ
め
な
求
道
者
を
し
て
も
は
や

世
は
末
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
末
法
思
想
は
鎌
倉
時
代
の

仏
教
の
著
し
い
特
色
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
改
革
の
運
動
、
新
宗
教
の
誕
生

に
と
っ
て
共
通
の
思
想
的
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
法
然
や
親
鸞
、
日
蓮
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
栄
西
や
道

元
の
ご
と
き
も
何
ら
か
末
法
思
想
を
い
だ
い
て
い
た
。
法
然
上
人
の
反
対
者
で
あ
っ
た
明
恵
上
人
や
解
脱
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上
人
ご
と
き
で
す
ら
末
法
思
想
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
、
末
法
時
を
い
か
に
見
る
か
、
ま
た
い
か
に
こ
れ

に
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
見
解
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
正
像
末
史
観
の
重
心
は
末
法
に
あ
る
。
そ
れ
は
末﹅
法﹅
史﹅
観﹅
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
親
鸞
の
『
正
像
末
法

　
和
讃
』
を
見
る
に
、
そ
の
五
十
八
首
の
こ
と
ご
と
く
が
末
法
に
関
係
し
て
、
正
法
像
法
を
そ
れ
自
身
と

　
し
て
歌
っ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
末
法
は
未
来
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
現
在
で
あ
る
。
こ

　
の
現
在
の
関
心
に
お
い
て
過
去
の
正
法
時
お
よ
び
像
法
時
も
初
め
て
関
心
の
中
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ

　
る
。
現
在
が
ま
さ
に
末
法
時
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
浄﹅
土﹅
は
未
来
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
彼
は
ど
こ
ま
で
も
深
く
現﹅
在﹅
の
現
実
の
自
覚
の
上
に
立
っ
た
。
い
た
ず
ら
に
過﹅
去﹅
の
理
想
的
時
代
を

　
追
う
こ
と
は
彼
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て

　
　
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ

　
　
正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き

　
　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ

　
釈
尊
は
す
で
に
入
滅
し
た
、
現
在
の
我
々
は
も
は
や
釈
尊
に
遺
さ
れ
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

　
と
彼
は
嘆
き
悲
し
む
の
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
過
去
を
追
う
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
い
た
ず
ら
に
未﹅
来﹅
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を
憧
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
遠
い
未
来
に
出
現
す
べ
し
と
伝
え
ら
れ
た
弥
勒
に
頼
る
こ
と
も
や
め
ね
ば

　
な
ら
ぬ
。

　
　
五
十
六
億
七
千
万

　
　
弥
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
ん

　
　
ま
こ
と
の
信
心
う
る
ひ
と
は

　
　
こ
の
た
び
さ
と
り
を
ひ
ら
く
べ
し

　
現
在
の
こ
の
現
実
が
問
題
で
あ
る
。
釈
迦
は
す
で
に
死
し
、
弥
勒
は
い
ま
だ
現
わ
れ
な
い
。
今
の
時
は

　
い
わ
ば
無
仏
の
時
で
あ
る
。
過
去
の
理
想
も
未
来
の
理
想
も
現
在
に
お
い
て
自
証
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
意

　
味
を
有
し
な
い
。
現
在
の
現
実
の
自
覚
に
お
け
る
唯
一
の
真
実
は
現
在
が
ま
さ
に
末
法
の
時
で
あ
る
と

　
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
時
代
の
歴
史
的
現
実
の
深
い
体
験
は
親
鸞
に
自
己
の
現
在
が
救
い
難
い
悪
世
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ

た
。
し
か
も
彼
の
こ
の
体
験
を
最
も
よ
く
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
は
正
像
末
の
歴
史
観
で
あ
る
。
正
像
末

三
時
の
教
説
は
歴
史
の
現
在
の
現
実
に
お
い
て
そ
の
真
理
性
の
証
明
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
観

は
歴
史
の
過
程
を
い
か
に
描
い
て
い
る
か
。
『
末
法
燈
明
記
』
に
は
次
の
ご
と
く
記
し
て
あ
る
。
「
問
ふ
、

も
し
し
か
ら
ば
、
千
五
百
年
の
う
ち
の
行
事
い
か
ん
ぞ
や
。
答
ふ
、
大
術
経
に
よ
る
に
、
仏
涅
槃
の
の
ち
、
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は
じ
め
の
五
百
年
に
は
、
大
迦
葉
ら
の
七
賢
聖
僧
、
次
第
に
正
法
を
た
も
ち
て
滅
せ
ず
、
五
百
年
の
の
ち
、

正
法
滅
尽
せ
ん
と
。
六
百
年
に
い
た
り
て
、
九
十
五
種
の
外
道
き
ほ
ひ
お
こ
ら
ん
。
馬
鳴
、
世
に
い
で
て
、

も
ろ
も
ろ
の
外
道
を
伏
せ
ん
。
七
百
年
の
う
ち
に
、
竜
樹
、
世
に
い
で
て
、
邪
見
の
幢はた
を
く
だ
か
ん
。
八

百
年
に
お
い
て
、
比
丘
縦
逸
に
し
て
、
わ
づ
か
に
一
二
、
道
果
を
う
る
も
の
あ
ら
ん
。
九
百
年
に
い
た
り

て
、
奴
を
比
丘
と
し
、
婢
を
尼
と
せ
ん
。
一
千
年
の
う
ち
に
、
不
浄
観
を
聞
〔
欄
外
「
開
？
」
〕
か
ん
、

瞋
恚
し
ん
い
し
て
欲
せ
じ
。
千
一
百
年
に
、
僧
尼
嫁
娶
せ
ん
、
僧
毘び
尼に
を
毀
謗
き
ぼ
う
せ
ん
。
千
二
百
年
に
、
諸
僧
尼
ら

と
も
に
子
息
あ
ら
ん
。
千
三
百
年
に
、
袈
裟
変
じ
て
白
か
ら
ん
。
千
四
百
年
に
、
四
部
の
弟
子
み
な
猟
師

の
ご
と
し
、
三
宝
物
を
売
ら
ん
。
こ
こ
に
い
は
く
、
千
五
百
年
に
拘
※
弥

コ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ー
国
に
ふ
た
り
の
僧
あ
り
て
た
が

ひ
に
是
非
を
起
し
て
つ
ゐ
に
相
殺
害
せ
ん
。
よ
り
て
教
法
竜
宮
に
お
さ
ま
る
。
涅
槃
の
十
八
お
よ
び
仁
王

ら
に
ま
た
こ
の
文
あ
り
。
こ
れ
ら
の
経
文
に
准
ず
る
に
、
千
五
百
年
の
の
ち
戒
定
慧
あ
る
こ
と
な
し
。
」

諸
種
の
経
文
は
、
釈
迦
の
死
後
、
や
が
て
正
法
が
滅
び
、
戒
を
持
す
る
者
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ

て
い
る
。
か
く
て
「
た
と
へ
ば
猟
師
の
身
に
法
衣
を
き
る
が
ご
と
し
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
妻
を
蓄
へ

子
を
挾
む
」
と
い
い
、
ま
た
あ
る
い
は
「
お
の
れ
が
手
に
児
の
ひ
ぢ
を
ひ
き
、
し
か
も
と
も
に
遊
行
し
て

酒
家
よ
り
酒
家
に
い
た
ら
ん
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
お
い
て
親
鸞
は
彼
の
時
代
、
そ
の

宗
教
界
の
現
実
に
合
わ
せ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
経
典
の
言
葉
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は
末
法
時
を
告
げ
て
予
言
的
な
真
理
性
を
有
し
て
い
る
。
彼
は
自
己
の
体
験
を
顧
み
て
、
こ
の
真
理
性
に

驚
き
、
か
つ
こ
の
真
理
性
を
畏おそ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
正
直
に
現
実
を
見
る
と
き
、

「
た
と
ひ
末
法
の
な
か
に
持
戒
の
も
の
あ
ら
ば
、
す
で
に
こ
れ
怪
異
な
り
。
市
に
虎
あ
ら
ん
が
ご
と
し
。

こ
れ
た
れ
か
信
ず
べ
き
や
。
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
正
法
五
百
年
は
大
迦
葉
ら
の
七
賢
僧
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
小
乗
教
の
時
代
で
あ
る
。
馬
鳴
お
よ

　
び
竜
樹
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
次
の
像
法
時
代
は
大
乗
教
特
に
自
力
教
の
時
代
で
あ
る
。
八
百
年
以
後

　
の
記
述
に
大
乗
教
が
次
第
に
衰
え
て
、
や
が
て
末
法
の
時
代
に
至
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
も
と
よ
り
親
鸞
は
末
法
の
教
説
に
お
い
て
時
代
に
対
す
る
単
に
客
観
的
な
批
判
を
見
出
し
た
の
で
は
な

い
。
彼
は
決
し
て
単
な
る
理
論
家
、
傍
観
者
で
は
な
か
っ
た
。
末
法
思
想
は
彼
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
主

体
的
に
把
握
さ
れ
た
。
歴
史
を
単
に
客
観
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
末
法
思
想
の
ご
と
き

も
の
は
生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
客
観
的
に
見
て
ゆ
け
ば
、
歴
史
に
お
け
る
進
歩
と
い
い
退
歩
と
い

っ
て
も
、
要
す
る
に
相
対
的
で
あ
り
、
進
歩
と
退
歩
と
は
単
に
程
度
上
の
こ
と
で
、
進
歩
の
反
面
に
は
退

歩
が
あ
り
、
ま
た
退
歩
の
反
面
に
は
進
歩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
末
法
思
想
は
死
の
思
想
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
に
関
す
る
死
の
思
想
で
あ
る
。
死
は
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
き
初
め

て
そ
の
問
題
性
を
残
り
な
く
現
わ
す
ご
と
く
、
末
法
思
想
も
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
き
初
め
て
そ
の
固
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有
の
性
格
を
顕
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
正
像
末
の
歴
史
観
は
親
鸞
に
と
っ
て
客
観
的
な
歴
史
叙
述
の
基
礎

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
、
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ

　
正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き
　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
。
」
と
親
鸞
は
『
正
像
末
和
讃
』
に
い
っ
て
い

る
。
単
な
る
批
判
で
は
な
く
て
悲﹅
泣﹅
で
あ
る
。
救﹅
い﹅
難﹅
い﹅
現
実
が
身
に
し
み
て
歎
き
悲
し
ま
れ
る
の
で
あ

る
。

　
次
に
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
の
教
説
は
、
単
に
時
代
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ

何
よ
り
も
自
己
自
身
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
意
味
し
た
。
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
自
己
の
外
部
、
自
己

の
周
囲
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
自
己
自
身
で
あ
る
。
「
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
　
真
実
の
心
は
あ
り
が

た
し
　
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
　
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
。
」
と
彼
は
か
な
し
み
な
げ
く
の
で
あ
る
。

自
己
を
「
底
下
の
凡
愚
」
と
自
覚
し
た
彼
は
十
六
首
か
ら
な
る
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
を
作
っ
た
が
、
我
々

は
こ
れ
が
『
正
像
末
和
讃
』
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
彼
は
時
代

に
お
い
て
自
己
を
自
覚
し
、
自
己
に
お
い
て
時
代
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
自
己
を
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
罪
を
時
代
の
責
任
に
転
嫁
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
罪
を
弁
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
時
代
は
ま
さ
に
末
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま

た
時
代
の
悪
に
対
す
る
弁
解
で
は
な
い
。
時
代
を
末
法
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
現
象
を
教
法
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の
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
時
代
の
悪
を
超
越
的
な
根
拠
か
ら
理
解
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
時
代
の
悪
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た

自
己
を
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
罪
を
末
法
の
教
説
か
ら
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
超

越
的
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
し
て
自
己
の
罪
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
か
に
し
て
も
罪
の
離
れ
難
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
の
罪
が
決
し
て
か
り
そ
め
の
も
の
で

な
く
、
何
か
超
越
的
な
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
超
越
的
根
拠
を
示
す
も

の
が
末
法
の
思
想
で
あ
る
。

　
諸
種
の
経
文
は
末
世
に
お
い
て
は
正
法
が
滅
ん
で
戒
を
持
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す

で
に
正
法
が
滅
び
、
戒
法
が
な
く
な
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
時
代
に
は
も
は
や
「
破
戒
」
と
い
う
こ
と
す

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
戒
法
が
あ
っ
て
破
戒
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
破
る
べ
き
戒
法
が
な
け
れ

ば
破
戒
の
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
代
の
特
徴
は
破
戒
で
は
な
く
、
ま
し
て

持
戒
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
「
無
戒
」
で
あ
る
。
『
末
法
燈
明
記
』
に
は
次
の
ご
と
く
い
わ
れ
て
い
る
。

「
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
末
法
の
な
か
に
お
い
て
は
、
た
だ
言
教
の
み
あ
り
て
、
し
か
も
行
証
な
け
ん
。
も

し
戒
法
あ
ら
ば
破
戒
あ
る
べ
し
。
す
で
に
戒
法
な
し
、
い
づ
れ
の
戒
を
破
る
に
よ
り
て
か
、
し
か
も
破
戒

あ
ら
ん
や
。
破
戒
な
ほ
な
し
、
い
か
に
い
は
ん
や
持
戒
を
や
。
か
る
が
ゆ
へ
に
大
集
に
い
は
く
、
仏
涅
槃
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の
の
ち
無
戒
く
に
に
み
た
ん
と
。
」
像
法
の
季
、
末
法
の
時
代
は
無
戒
の
時
代
で
あ
る
、
持
戒
の
比
丘
は

な
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
無
戒
名
字
の
比
丘
、
す
な
わ
ち
鬚
を
除さ
り
髪
を
剃
っ
て
身
に
袈
裟
を
着
け
て
は
い

る
が
戒
を
持
す
る
こ
と
の
な
い
名
ば
か
り
の
僧
侶
に
な
る
。
僧
侶
で
あ
っ
て
肉
食
妻
帯
す
る
も
の
が
現
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
を
単
純
に
破
戒
と
見
て
非
難
攻
撃
す
る
こ
と
は
時
代
の
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
破
戒
と
無
戒
と
は
同
じ
で
な
い
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
一
方
無
戒
は
破
戒
以
下
で
あ
る
。
破
戒
者
は
戒
法
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
戒
法
の
畏
敬
す

べ
き
こ
と
を
知
っ
て
お
り
さ
え
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
彼
は
時
に
は
懺
悔
す
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
る
に
無
戒
者
は
戒
法
の
存
在
す
ら
意
識
し
な
い
。
彼
は
平
然
と
し
て
無
慚
無
愧

む
ざ
ん
む
き

の
生
活
を
し
て

い
る
。
無
戒
者
は
無
自
覚
者
で
あ
る
。
「
非
僧
非
俗
」
と
称
し
た
親
鸞
は
自
己
の
身
に
お
い
て
無
戒
名
字

の
比び
丘く
を
見
た
。
そ
し
て
非
僧
非
俗
の
親
鸞
は
み
ず
か
ら
「
愚
禿
」
と
名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
「
愚

が
中
の
極
愚
、
狂
が
中
の
極
狂
、
塵
禿
の
有
情
、
低
下
の
最
澄
」
と
い
っ
た
伝
教
大
師
の
言
葉
に
深
い
共

鳴
を
感
じ
た
。
無
戒
は
破
戒
以
下
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ま
ず
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
親
鸞
は
例
え
ば

肉
食
妻
帯
を
時
代
の
故
に
当
然
で
あ
る
と
し
て
弁
護
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
は

こ
れ
を
慚
愧
に
堪
え
ぬ
こ
と
と
考
え
た
に
相
違
な
い
。
し
か
る
に
無
戒
は
無
戒
と
し
て
は
無
自
覚
で
あ
る
。

か
か
る
無
自
覚
の
状
態
は
自
覚
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
戒
が
無
自
覚
で
あ
る
場
合
、
無
戒
は
破
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戒
で
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
弁
護
す
る
こ
と
は
、  

禽    

獣  

き
ん
じ
ゅ
う

の
生
活
を
人
間
の
生
活
よ
り
も
上
で
あ

る
と
す
る
こ
と
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
無
戒
は
い
か
に
し
て
自
覚
的
に
な
る
の
で
あ
る
か
。
無
戒
の
根
拠

を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
根
拠
は
正
像
末
の
歴
史
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無

戒
と
い
う
状
態
の
成
立
の
根
拠
は
末
法
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
末
法
の
自
覚
は
必
然

的
に
正
法
時
の
自
覚
を
喚
び
起
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
正
像
末
の
歴
史
観
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
正
法
時
の

回
想
は
自
己
が
末
法
に
属
す
る
悲
し
さ
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
無
戒
は
破
戒
以
下
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
破
戒
の
極
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
。
し
か
も
正
法
時
を
回
想
す
る
に

し
て
も
そ
し
て
い
か
に
こ
れ
に
合
致
し
よ
う
と
す
る
に
し
て
も
、
自
己
が
末
法
に
属
す
る
こ
と
は
い
か
に

も
な
し
難
い
。
「
正
法
の
時
機
と
お
も
へ
ど
も
　
底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
は
　
清
浄
真
実
の
こ
こ
ろ
な

し
　
発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん
」
と
い
う
和
讃
は
、
こ
の
意
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
無
戒
が
破

戒
以
下
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
「
し
か
れ
ば
穢
悪
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
し
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
そ
し
る
。
今
の
時
の
道
俗
、

　
お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
。
」
と
親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。

　
　
末
代
の
道
俗

　
し
か
し
他
面
、
無
戒
は
破
戒
と
同
じ
で
は
な
い
。
末
法
時
の
特
徴
は
破
戒
で
な
く
て
無
戒
で
あ
り
、
破
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戒
は
む
し
ろ
像
法
時
の
特
徴
で
あ
る
。
正
法
、
像
法
、
末
法
は
、
順
を
追
う
て
、
持
戒
、
破
戒
、
無
戒
と

し
て
そ
の
特
徴
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
無
戒
は
持
戒
と
と
も
に
破
戒
で
な
い
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
、
末
法
時
は
正
法
時
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
末
法
時
に
お
い
て
は
、
持
戒
お
よ
び

破
戒
の
時
期
で
あ
る
正
法
像
法
と
は
全
く
異
な
る
他﹅
の﹅
教﹅
法﹅
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
と
き
教
法
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
正
法
時
、
し
た
が
っ
て
ま
た
像
法
時
と
は
全
く
別
の
、
む
し
ろ
逆
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
末
法
が
無
戒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
か
く
の
ご
と
き

他
の
教
法
が
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
無
戒
の
末
法
は
教
法
の
か
く
の
ご
と
き
転
換
を
要

求
す
る
。
無
戒
の
時
は
ま
さ
に
無
戒
と
し
て
従
来
の
教
法
が
そ
の
歴
史
的
意
義
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
力
教
か
ら
他
力
教
へ
の
、
聖
道
教
か
ら
浄
土
教
へ
の
転
換
は
、

無
戒
時
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
必
然
で
あ
る
。
も
し
単
に
持
戒
と
破
戒
と
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、

か
か
る
転
換
の
必
然
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
は
破
戒
は
た
だ
持
戒
へ
、
従
来
の
正
法
へ
の
復
帰

で
あ
る
べ
き
の
み
で
あ
ろ
う
。
聖
道
門
の
自
力
教
か
ら
絶
対
他
力
の
浄
土
教
へ
の
転
換
は
親
鸞
に
お
い
て

末
法
の
歴
史
的
自
覚
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
転
換
は
徹
底
さ
れ
純
化
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
お
け
る
三
願
転
入
の
自
督
に
続
い
て
正
像
末
の
歴
史
観
が
叙
述
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
歴
史
観
に
基
づ
く
自
覚
が
三
願
転
入
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
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考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
三
願
転
入
に
い
う
三
願
に
お
い
て
、
第
十
九
願
す
な
わ
ち
修
諸
功
徳
の
願
は
自

力
の
諸
善
万
行
に
よ
っ
て
往
生
せ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
持
戒
の
時
で
あ
る
正
法
時
に
、
第
二
十
願
は
念

仏
と
い
う
他
力
で
、
し
か
し
自
力
の
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
せ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
正
法
と
末
法
と
の
中

間
に
あ
る
像
法
時
に
、
ま
た
第
十
八
願
は
絶
対
他
力
と
し
て
末
法
時
に
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
三
願
転
入
に
つ
い
て
は
次
の
章
に
お
い
て
論
じ
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
末
法
時
の
特
徴
で
あ
る

無
戒
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
親
鸞
の
思
想
の
ひ
と
つ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無

戒
と
い
う
こ
と
は
固
有
の
意
味
に
お
い
て
は
僧
侶
に
つ
い
て
い
わ
れ
、
元
来
持
戒
者
で
あ
る
べ
き
僧
侶
で

あ
っ
て
戒
を
持
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
し
僧
侶
が
無
戒
で
あ
る
な
ら
ば
、

彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
名
字
の
比
丘
」
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
在
俗
者
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く

し
て
浄
土
門
の
教
は
僧
俗
一
致
の
教
法
で
あ
る
。
こ
の
教
法
の
前
に
お
い
て
は
僧
侶
と
在
俗
者
と
は
本
来

平
等
で
あ
る
。
単
に
僧
俗
の
差
別
の
み
で
は
な
い
、
老
少
の
差
別
、
男
女
の
差
別
は
も
と
よ
り
、
賢
者
と

愚
者
と
の
差
別
も
、
善
人
と
悪
人
と
の
差
別
も
、
す
べ
て
意
義
を
有
し
な
く
な
る
。
宗
教
の
前
に
お
い
て

は
あ
ら
ゆ
る
者
が
平
等
で
あ
る
。
あ
た
か
も
死
に
対
し
て
は
貴
賤
貧
富
を
論
ぜ
ず
、
す
べ
て
の
人
間
が
平

等
で
あ
る
よ
う
に
。
こ
の
平
等
は
も
と
よ
り
宗
教
的
な
平
等
で
あ
っ
て
、
外
面
的
な
社
会
的
平
等
で
は
な
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い
。
宗
教
の
前
に
お
い
て
は
社
会
的
差
別
は
も
と
よ
り
道
徳
的
差
別
も
意
義
を
失
う
と
こ
ろ
に
宗
教
の
絶

対
性
が
あ
る
。
無
戒
と
い
う
こ
と
の
本
質
は
か
く
の
ご
と
き
平
等
性
に
存
し
て
い
る
。
か
く
の
ご
と
き
平

等
性
は
人
間
を
「
群
衆
」
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
は
各
人
の
し
の
ぎ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

（
「
往
生
は
一
人
一
人
の
し
の
ぎ
な
り
。
」
蓮
如
上
人
『
御
一
代
記
聞
書
』
）
、
宗
教
は
め
い
め
い
の
問

題
で
あ
る
。
こ
の
平
等
性
は
各
人
の
罪
の
意
識
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
真
実
の
姿
を
深

く
見
つ
め
た
者
に
と
っ
て
誰
が
自
己
は
他
よ
り
も
善
人
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
考
え
る
こ

と
は
ま
だ
自
覚
が
足
り
な
い
た
め
で
あ
る
。
自
己
の
罪
の
自
覚
に
お
い
て
超
越
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
末

法
の
教
法
に
触
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
「
末
代
の
旨
際
を
知
り
」
、
「
お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
親

鸞
は
い
う
。
末
代
の
い
わ
れ
を
知
り
、
自
己
の
分
限
を
思
い
は
か
る
者
は
、
自
己
を
極
重
の
悪
人
と
し
て

自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
末
代
の
旨
際
を
知
る
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
現
代
が
末
法
の
時
で

あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
正
像
末
の
歴
史
観
は
歴
史
的
知
識
の
要
約
で
も
な
く
、
ま
た

歴
史
を
体
系
化
す
る
た
め
の
原
理
で
も
な
い
。
末
法
の
自
覚
は
自
己
の
罪
の
自
覚
に
お
い
て
主﹅
体﹅
的﹅
に﹅
超

越
的
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
何
人
も
自
己
を
底
下
の
凡
愚
と
し
て
自

覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
弥
陀
の
本
願
は
か
く
の
ご
と
き
我
々
の
救
済
を
約
束
し
て
い
る
。
如
来

の
救
済
の
対
象
は
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
き
悪
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
悪
人
正
機
」
と
称
し
て
い
る
。
悪
人
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正
機
の
説
の
根
拠
は
末
法
思
想
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
何
故
に
教
は
行
な
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
。
「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
在
世
正

法
の
た
め
に
し
て
、
ま
た
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
、
す
で
に
時
を
う
し
な
ひ
機
に
そ
む
け
る
な
り

。
」
と
親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。
従
来
の
教
は
聖
道
自
力
の
教
で
あ
り
、
こ
れ
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
在
世
お
よ

び
そ
の
感
化
力
の
存
し
た
正
法
時
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
教

は
こ
の
時
代
と
こ
の
時
代
に
お
け
る
衆
生
の
根
機
と
に
も
は
や
相
応
せ
ず
、
か
く
し
て
時
を
失
い
機
に
乖
そ
む

く
故
に
こ
の
教
は
衰
微
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
浄
土
他
力
の
教
は
ま
さ
に
「
時
機

相
応
の
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
末
法
と
い
う
時
機
と
こ
の
時
代
に
お
け
る
衆
生
の
根
機
と
に
相
応
す
る
教

で
あ
る
。
こ
の
時
代
と
人
間
と
の
た
め
に
仏
は
限
り
な
い
愛
を
も
っ
て
弥
陀
の
本
願
の
教
を
留
め
お
い
た

の
で
あ
る
。
「
当
来
の
世
に
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
わ
れ
慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
特
に
こ
の
経
を
留
め
て
止
住

す
る
こ
と
百
歳
な
ら
し
め
ん
。
そ
れ
衆
生
あ
り
て
こ
の
経
に
あ
ふ
も
の
は
、
こ
こ
ろ
の
所
願
に
し
た
が
ひ

て
み
な
得
度
す
べ
し
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
道
綽
は
『
安
楽
集
』
に
「
当
今
は
末
法
に
し
て
、
こ
れ
五

濁
悪
世
な
り
、
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
も
し
機
と
教

と
時
と
が
一
致
し
な
い
な
ら
ば
、
修
め
難
く
、
入
り
難
い
。
「
末
法
の
な
か
に
お
い
て
は
た
だ
言
教
の
み

あ
り
て
し
か
も
行
証
な
け
ん
。
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
法
が
時
機
不
相
応
の
聖
道
の
教
で
あ
る
た
め
で
あ
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り
、
か
か
る
時
こ
そ
浄
土
の
教
の
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
る
べ
き
と
き
で
あ
る
。
「
ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ

ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
ひ
さ
し
く
廃すた
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
」
と
親
鸞
は
記
し
て
い
る
。

　
　
　
道
綽
に
よ
れ
ば
、
聖
道
の
修
業
は
、
第
一
に
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
が
故
に
、
第
二
に
は
理

　
　
深
く
解
微
な
る
が
故
に
、
成
就
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
『
安
楽
集
』
上
三
十
八
丁
。

　
と
こ
ろ
で
浄
土
他
力
の
教
が
末
法
時
に
相
応
す
る
教
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
こ
の
教

を
相
対
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
聖
道
の
諸
教
は
、
そ
れ
が
単
に

在
世
正
法
の
時
に
の
み
相
応
し
て
、
像
末
法
滅
の
時
に
は
相
応
し
な
い
と
い
う
故
を
も
っ
て
、
単
に
相
対

的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
方
便
の
教
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
教
の
歴
史
性
を
強
調

し
た
。
こ
れ
は
歴
史
主
義
で
あ
り
、
歴
史
主
義
は
一
個
の
相
対
主
義
で
は
な
い
か
。
他
力
の
教
が
も
し
相

対
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
真
理
は
、
真
実
の

教
は
絶
対
性
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
他
力
教
の
絶
対
性
は
い
か
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
。
そ
し
て
そ
の
絶
対
性
は
そ
の
歴
史
性
と
い
か
に
し
て
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
一
致
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
　
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て

　
　
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
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弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て

　
　
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り

　
『
正
像
末
和
讃
』
の
首はじ
め
に
は
次
の
讃
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
。

　
　
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

　
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　
　
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て

　
　
無
上
覚
を
さ
と
る
な
り

　
こ
の
一
首
は
康
元
二
年
二
月
九
日
夜
、
夢
告
に
成
る
も
の
で
あ
る
、
と
親
鸞
は
み
ず
か
ら
記
し
て
い
る
。

　
時
に
彼
は
八
十
五
歳
で
あ
っ
た
が
、
夢
に
こ
の
和
讃
を
感
得
し
た
こ
と
が
『
正
像
末
和
讃
』
一
帖
の
製

　
作
の
縁
由
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
末
法
の
自
覚
と
浄
土
教
の
信
仰
と
が
彼
に
お
い
て
い
か

　
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
末
法
の
自
覚
は
罪
の
自
覚
で
あ
り
、
罪
の
自

　
覚
は
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
救
済
の
自
覚
で
あ
っ
た
。

　
　
無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り

　
　
智
眼
く
ら
し
と
か
な
し
む
な

　
　
生
死
大
海
の
船
筏
な
り
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罪
障
お
も
し
と
な
げ
か
ざ
れ

　
と
彼
は
讃
詠
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
末
法
意
識
と
浄
土
に
お
け
る
未
来
主
義

　
親
鸞
は
他
力
教
の
絶
対
性
を
ま
ず
、
そ
れ
が
釈
迦
の
本﹅
懐﹅
教﹅
「
出
世
の
本
懐
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
釈
迦
出
世
の
本
意
を
知
れ
と
は
親
鸞
に
お
け
る
内
面
の
叫
び
で

あ
っ
た
。
釈
迦
如
来
が
こ
の
世
に
現
わ
れ
た
の
は
、
『
法
華
経
』
の
「
方
便
品
」
の
中
に
い
う
ご
と
く

「
一
大
事
因
縁
」
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
『
教
行
信
証
』
教
巻
に
お
い
て
親
鸞
は
、

「
そ
れ
真
実
の
教
を
顕
は
さ
ば
、
す
な
は
ち
大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り
。
」
と
掲
げ
、
釈
迦
如
来
の
出
世
の

本
懐
は
一
に
大
無
量
寿
経
、
す
な
わ
ち
弥
陀
の
本
願
の
法
門
を
説
く
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
如
来
、
世
に
興
出
し
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
は
、
た
だ
弥
陀
の
本
願
海
を
と
か
ん
と
な
り
　
五
濁
悪
時
の
群
生
海

　
如
来
如
実
の
言
を
信
ず
べ
し
。
」
と
『
正
信
偈
』
に
頌
述
し
て
い
る
、
釈
迦
一
代
の
説
法
は
そ
の
種
類

極
め
て
多
く
、
八
万
四
千
の
法
門
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
多
種
多
様
の
説
法
も
つ
い
に
『
大
無

量
寿
経
』
を
説
く
た
め
で
あ
り
、
弥
陀
の
本
願
の
教
に
と
っ
て
他
の
す
べ
て
は
仮
の
も
の
、
方
便
の
も
の

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
釈
迦
の
「
出
世
の
大
事
」
は
限
り
な
い
慈
愛
を
も
っ
て
衆
生
を
救
わ
ん
が
た
め

に
弥
陀
の
慈
悲
の
教
を
説
く
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
教
の
み
が
真
実
の
教
で
あ
る
。
「
如
来
興

37 二　歴史の自覚



世
の
正
説
」
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
絶
対
的
真
理
の
開
示
は
我
々
に
お
い
て
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
受
取

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
て
三
界
を  

矜    

哀  

き
ょ
う
あ
い

し
た
ま
ふ
。
世
に
出
興
す
る

ゆ
ゑ
は
、
道
教
を 

光  

闡 

こ
う
せ
ん

し
て
群
萌
を
す
く
ひ
、
め
ぐ
む
に
真
実
の
利
を
も
て
せ
ん
と
お
ぼ
し
て
な
り
。

無
量
億
劫
に
も
ま
う
あ
ひ
が
た
く
、
み
た
て
ま
つ
り
が
た
き
こ
と
、
な
を
し
霊
瑞
華
の
と
き
あ
り
て
と
き

に
い
ま
し
い
づ
る
が
ご
と
し
。
」
と
『
大
量
無
寿
経
』
に
は
い
わ
れ
て
あ
る
。
親
鸞
は
「
如
来
興
世
の
本

意
に
は
　
本
願
真
実
ひ
ら
き
て
ぞ
　
難
値
難
見
と
と
き
た
ま
ひ
猶
霊
瑞
華
と
し
め
し
け
る
」
と
讃
詠
し
た
。

弥
陀
の
本
願
の
教
の
絶
対
性
は
、
そ
れ
が
無
時
間
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
教
は
歴
史
的
に

釈
迦
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
我
々
に
お
け
る
こ
れ
が
信
受
も
歴
史
的
に
決
定
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
人
身
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
難
く
、
ま
た
仏
法
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
あ
い
難
い
。
い

ま
こ
の
受
け
難
い
人
身
を
受
け
、
こ
の
聞
き
難
い
法
を
聞
い
た
と
す
れ
ば
、
速
か
に
こ
れ
を
信
受
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
第
二
に
、
こ
の
教
の
絶
対
性
は
そ
の
永
遠
性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸

教
は
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、
ま
た
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
時
を
う
し
な
ひ
機
に
そ

む
け
る
な
り
。
浄
土
真
宗
は
在
世
正
法
像
末
法
滅
濁
悪
の
群
萌
、
ひ
と
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
。
」
と

親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
力
の
教
は
た
だ
釈
迦
在
世
お
よ
び
滅
後
五
百
年
間
の
衆
生
の
機
根
の
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す
ぐ
れ
た
時
代
に
の
み
相
応
す
る
教
で
あ
っ
て
、
像
法
、
末
法
と
い
う
機
根
の
劣
っ
た
時
代
に
は
相
応
し

な
い
教
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
他
力
の
教
は
在
世
正
法
、
像
法
末
法
お
よ
び
法
滅
の
時
代
に
亙
っ
て
、
煩

悩
に
穢けが
さ
れ
悪
業
に
繋つな
が
れ
る
人
々
を
一
様
に
大
慈
悲
を
も
っ
て
誘
引
し
給
う
教
で
あ
る
。
前
者
が
た
だ

在
世
正
法
の
時
代
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
在
世
正
法
像
法
末
法
法
滅
の
時
代
に
亙
っ
て
、

そ
の
故
に
す
べ
て
の
時
代
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
一
定
の
時
代
に
局
限
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、

後
者
は
時
代
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
永
遠
に
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
「
当
来
の

世
に
、
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
わ
れ
慈
悲
哀
愍
を
も
つ
て
特
に
こ
の
経
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
な
ら

し
め
ん
。
」
と
あ
る
が
、
百
歳
と
い
う
の
は
い
つ
ま
で
も
と
い
う
意
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
浄
土
門
の

教
は
永
遠
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
絶
対
性
を
有
す
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
永
遠
性
は
非
歴
史
的
で
は
な

い
。
こ
の
教
は
特
に
末
法
時
代
に
相
応
す
る
教
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
末
法
時
代
に
お
い
て
は
、
聖
道
の
教

が
「
時
を
失
ひ
機
に
乖
く
」
の
に
反
し
て
、
浄
土
門
の
教
は
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
こ
そ
「
時
機
純

熟
の
真
教
」
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
面
に
お
い
て
特
殊
的
に
末
法
の
時
代
に
相
応
す
る
と
同
時
に
他

面
に
お
い
て
普
遍
的
に
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
通
ず
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
教
の
真
に
具
体
的
な
絶
対
性

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
殊
的
で
あ
る
と
同
時
に
普
遍
的
で
あ
り
、
時
間
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
時
間

的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
絶
対
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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し
か
る
に
第
三
に
、
こ
の
教
の
か
か
る
絶
対
性
、
す
な
わ
ち
歴
史
を
離
れ
る
の
で
は
な
く
か
え
っ
て
歴

史
の
中
に
お
い
て
歴
史
を
貫
く
絶
対
性
は
、
そ
の
伝
統
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
親
鸞
は
こ
の
伝
統
を

イ
ン
ド
の
竜
樹
、
天
親
、
支
那
の
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
日
本
の
源
信
、
源
空
の
七
人
の
祖
師
に
お
い
て

見
た
。
彼
は
「
高
僧
和
讃
」
を
作
っ
て
こ
れ
ら
七
祖
を
讃
詠
し
た
の
で
あ
る
。
釈
迦
の
出
世
の
本
懐
の
教

で
あ
る
弥
陀
の
本
願
の
教
は
処
と
時
と
を
隔
て
た
こ
れ
ら
の
高
僧
に
よ
っ
て
次
第
に
開
顕
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
こ
の
法
の
絶
対
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
伝
統
の
中
に
自
己
の
生
命

を
投
げ
込
ん
だ
。
彼
は
一
宗
の
開
祖
と
な
っ
た
が
、
自
身
は
何
ら
新
し
い
宗
派
を
立
て
る
意
図
も
自
覚
も

有
し
な
か
っ
た
。
「
故
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
、
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
と
こ
そ
お
ほ
せ
ら
れ
候
ひ
つ

れ
、
そ
の
ゆ
へ
は
、
如
来
の
教
法
を
十
分
衆
生
に
と
き
き
か
し
む
る
と
き
は
、
た
だ
如
来
の
御
代
官
を
ま

う
し
つ
る
ば
か
り
な
り
、
さ
ら
に
親
鸞
め
づ
ら
し
き
法
を
も
ひ
ろ
め
ず
、
如
来
の
教
法
を
わ
れ
も
信
じ
ひ

と
に
も
を
し
へ
き
か
し
む
る
ば
か
り
な
り
、
そ
の
ほ
か
は
な
に
を
を
し
え
て
弟
子
と
い
は
ん
ぞ
と
お
ほ
せ

ら
れ
つ
る
な
り
。
」
と
蓮
如
は
書
い
て
い
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
た
だ
伝
統
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
も

こ
の
伝
統
は
彼
に
と
っ
て
生
死
を
賭
け
た
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
『
歎
異
鈔
』
に
は
次
の
ご
と
く
記
し

て
あ
る
。
「
親
鸞
に
を
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と

の
お
ほ
せ
を
か
う
ふ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
む
ま
る
る
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た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
る
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ

る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後

悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
自
余
の
行
も
は
げ
み
て
、
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
念
仏

を
ま
う
し
て
、
地
獄
に
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は

め
、
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
弥
陀
の
本
願
ま

こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の

御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。

法
然
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
ま
う
す
む
ね
、
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
か
。

詮
ず
る
と
こ
ろ
愚
身
が
信
心
に
を
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
う
へ
は
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ

ら
ん
と
も
ま
た
す
て
ん
と
も
、
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
と
云
々
。
」
〔
欄
外
「
救
済
と
伝
統
」
「
伝
統

と
邂
逅
」
〕

　
『
正
信
偈
』
は
、

　
　
「
た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
」

　
と
い
う
句
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
〔
欄
外
「
伝
統
の
尊
重
」
〕
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私
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
一
念
即
多
念
、
多
念
即
一
念
の
真
実
の
称
名
が
相
続
せ
ら
れ
る
に
先
立
ち
、

　
す
で
に
歴
史
そ
の
も
の
が
一
つ
の
念
仏
の
主
体
で
あ
り
、
浄
土
教
の
祖
師
た
ち
に
お
い
て
脱
自
的
に
念

　
々
（
時
代
時
代
）
不
断
の
念
仏
を
現
実
に
行
じ
て
来
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
私
の
内

　
に
真
実
の
一
念
多
念
の
相
即
す
る
念
仏
の
大
行
が
行
じ
得
ら
れ
る
の
も
、
実
に
私
が
こ
の
歴
史
的
伝
承

　
に
生
き
る
こ
と
に
よ
る
。

　
　
親
鸞
の
信
楽
は
か
か
る
浄
土
教
の
歴
史
的
伝
承
に
お
い
て
成
就
す
る
。
か
か
る
歴
史
的
伝
承
は
本
願

　
力
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
本
願
力
は
他
力
の
概
念
の
核
心
。

　
右
の
ご
と
く
に
し
て
、
正
像
末
の
歴
史
観
は
浄
土
教
史
観
と
ま
さ
に
表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
正
像
末
史
観
は
、
仏
滅
後
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て
時
代
が
悪
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
、

上
古
に
理
想
的
状
態
を
お
き
、
降
る
に
し
た
が
っ
て
堕
落
し
て
ゆ
く
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
に

見
れ
ば
、
こ
れ
は
仏
教
以
外
に
も
よ
く
あ
る
思
想
で
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
は
時
と
と
も

に
進
歩
す
る
と
見
る
歴
史
観
と
は
相
反
す
る
方
向
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
が
単
純
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
単
純
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
か
か

る
単
純
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
親
鸞
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
正
法
像
法
末
法
と
降
る
に
従
っ
て
時

代
が
悪
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
他
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
真
実
の
教
で
あ
る
浄
土
教
が
次
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第
に
開
顕
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
は
浄
土
教
の
開
顕
の
歴
史
で
あ
る
と
す
る
こ
の
史
観
は
、
も
と
よ
り
単
な
る
進

歩
主
義
な
い
し
進
化
主
義
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
浄
土
教
史
観
は
そ
の
逆
の
面
と
し

て
つ
ね
に
正
像
末
史
観
を
含
ん
で
い
る
。
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
親
鸞
は
絶
え
ず
末
法

の
あ
さ
ま
し
さ
を
悲
し
み
、
自
己
の
罪
の
深
さ
を
歎
い
た
。
世
の
末
で
あ
る
と
い
う
深
刻
な
自
覚
が
逆
に

い
よ
い
よ
弥
陀
の
救
済
を
仰
ぎ
、
そ
の
真
実
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
点
か
ら
見
れ
ば
、
他
の
諸
点

に
お
い
て
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
が
、
彼
の
歴
史
観
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
観
に
類
似
し
て
い

る
。

　
　
い
わ
ゆ
る
『
御
本
書
』
ま
た
は
『
御
本
典
』
す
な
わ
ち
『
教
行
信
証
』
の
行
巻
の
終
わ
り
、
信
巻
の

　
前
に
付
せ
ら
れ
た
『
正
信
念
仏
偈
』
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
『
略
文
類
』
ま
た
は
『
略
書
』
す
な
わ
ち

　
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
中
に
あ
る
『
念
仏
正
信
偈
』
は
浄
土
史
観
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

　
弥
陀
と
釈
迦
、
お
よ
び
浄
土
教
の
七
高
僧
が
経
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
に
よ
り
、
お
よ
び
七
祖
の

　
著
述
で
あ
る
論
釈
に
よ
っ
て
讃
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
浄
土
真
実
と
浄
土
方
便
と
の
対
応

　
第
二
に
、
そ
れ
は
単
に
未
発
展
の
も
の
が
次
第
に
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
進
化
の
過
程
で
は
な
い
。
浄
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土
教
は
も
ち
ろ
ん
歴
史
に
お
い
て
次
第
に
開
顕
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
過
程
の
初
め
に
お
い
て
そ

れ
は
す
で
に
開
顕
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
開
顕
の
過
程
は
自
己
か
ら
出
て
自
己
へ
還
っ
て

く
る
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
の
歴
史
的
な
自
己
運
動
と
も
い
う
べ
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に

お
け
る
概
念
の
発
展
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
運
動
は
つ﹅
ね﹅
に﹅
そ
の
根
柢
に
お
い
て
弥
陀
の
本
願

と
い
う
絶
対
的
な
も
の
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
し
か
し
な
が
ら
教
の
こ
の
展
開
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
概
念
の
自
己
運
動
と
も
本
質
的
に
異

な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
教
の
展
開
は
親
鸞
に
お
い
て
同
時
に
祖
師
た
ち
の
伝
統
の
継
承
の
問
題
で
あ
っ

た
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
単
に
法
の
問
題
で
な
く
て
人
の
問
題
で
あ
っ
た
。
浄
土
教
史
観
は
七﹅
祖﹅
史﹅
観﹅
と

も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
浄
土
真
宗
で
は
、
竜
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
源
信
、
源

空
の
七
祖
を
正
依
の
祖
師
と
し
、
さ
ら
に
菩
提
流
支
、
懐
感
禅
師
、
法
照
禅
師
、
少
康
禅
師
の
四
師
を
傍

依
の
祖
師
と
し
て
い
る
。
菩
提
流
支
は
『
高
僧
和
讃
』
曇
鸞
章
に
、
懐
感
は
同
じ
く
源
信
章
に
、
法
照
、

少
康
の
二
人
は
同
じ
く
善
導
章
に
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
師
を
摂
し
て
、
浄
土
教
史
観
は
七
祖
史
観
と
名

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
単
に
教
法
が
問
題
で
な
く
人
間
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
な
る

哲
学
で
は
な
く
宗
教
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
の
ご
と
く
、
理
念

の
展
開
の
道
具
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
。
人
に
お
い
て
法
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
法
に
お
い
て
人
が
見
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
法
は
人
間
の
実
存
に
か
か
わ
り
、
各
人
の
救
済
が
問
題
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
右
に
引
い
た
歎
異
鈔
の
文
が
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
法
と
人
と
は
二
つ
で
あ
っ
て
二
つ
で

は
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
伝
統
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
こ
れ
を
深
く
自
己
の
う
ち
に
体
験
し
証

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
相
承
は
己
証
と
結
び
つ
い
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は

お
の
ず
か
ら
伝
統
の
う
ち
に
新
し
い
も
の
を
作
り
出
し
、
み
ず
か
ら
一
宗
の
祖
と
し
て
新
し
い
出
発
点
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
も
と
よ
り
こ
の
伝
統
の
中
心
を
な
す
も
の
は
弥
陀
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
弥
陀
の
本
願
の
教
え
を
こ

　
の
世
に
示
し
た
の
は
釈
迦
で
あ
り
、
そ
こ
に
釈
迦
出
世
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
。
釈
迦
な
し
に
は
伝
統

　
は
な
く
、
弥
陀
な
し
に
は
伝
統
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
典
お
よ
び
略
書
の
両
偈
が
ま
ず
弥
陀
お
よ
び

　
釈
迦
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
い
で
七
高
僧
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
と
法
と

　
は
二
つ
で
な
い
。

○
七
祖
出
現
の
使
命
は
要
す
る
に

　
「
イ
ン
ド
西
天
の
論
家
、
中
夏
、
日
域
の
高
僧
、
大
聖
興
世
の
正
意
を
あ
ら
は
し
、
如
来
の
本
誓
、
機

　
に
応
ぜ
る
こ
と
を
あ
か
す
。
」
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三
　
三
願
転
入

　
親
鸞
は
自
己
の
宗
教
的
生
を
回
顧
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
こ
こ
を
も
て
愚
禿
釈
の
鸞
、
論
主
の
解
義
を
あ
ふ
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
よ
り
て
、
ひ
さ
し
く
万
行
諸

　
善
の
仮
門
を
い
で
て
、
な
が
く
双
樹
林
下
の
往
生
を
は
な
る
。
善
本
徳
本
の
真
門
に
廻
入
し
て
、
ひ
と

　
へ
に
難
思
往
生
の
心
を
お
こ
し
き
。
し
か
る
に
今
こ
と
に
方
便
の
真
門
を
い
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転

　
入
せ
り
、
す
み
や
か
に
難
思
往
生
の
心
を
は
な
れ
て
、
難
思
議
往
生
を
と
げ
ん
と
お
も
ふ
。
果
遂
の
誓

　
ひ
、
ま
こ
と
に
ゆ
へ
あ
る
か
な
。
」

　
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
記
さ
れ
た
有
名
な
三
願
転
入
の
文
で
あ
る
。

　
こ
の
文
が
、
率
直
に
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
親
鸞
の
信
仰
生
活
の
歴
程
の
告
白
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
れ
は
歴﹅
史﹅
的﹅
事﹅
実﹅
の
叙
述
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
は
、
初
め
「
万
行
諸
善
の
仮
門
」
、

次
に
「
善
本
徳
本
の
真
門
」
、
つ
い
に
「
選
択
の
願
海
」
と
い
う
三
つ
の
過
程
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
こ
の
文
を
親
鸞
の
信
仰
の
歴
史
を
語
る
も
の
と
見
れ
ば
、
か
か
る
三
つ
の
転
化
、
わ
け
て
も
「
今
こ
と

に
方
便
の
真
門
を
い
で
て
」
と
い
う
そ
の
「
今
」
が
親
鸞
の
生
涯
の
い
か
な
る
年
代
に
当
る
か
が
問
題
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
種
々
の
異
説
が
あ
る
。
あ
る
者
は
こ
の
今
、
す
な
わ
ち
親
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鸞
が
「
選
択
の
願
海
に
転
入
」
し
た
時
を
も
っ
て
、
彼
が
二
十
九
歳
で
法
然
を
師
と
し
て
吉
水
に
入
室
し

た
時
で
あ
る
と
し
、
あ
る
者
は
吉
水
入
室
以
後
に
あ
る
と
し
、
あ
る
者
は
そ
れ
以
前
に
あ
る
と
し
、
あ
る

者
は
『
教
行
信
証
』
製
作
の
当
時
に
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
種
の
解
釈
に
は
い
ず
れ
も
無
理
が
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
右
の
い
わ
ゆ
る
三
願
転
入
の
文
を
、
歴
史
的
事
実
と
は
関
係
な
く
純
粋
に
法﹅
理﹅
的﹅
に
解
釈

し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
右
の
三
願
転
入
の
文
を
純
粋
に
論
理
的
に
理
解
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

　
三
願
転
入
に
深
い
論
理
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
永
遠
な
る
法
理
が
あ
る
こ
と
は
、
我
々
も
ま
た
や
が
て

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
故
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
純
粋
に
法
理
的

に
解
釈
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
文
は
率
直
に
受
取
る
者
に
と
っ
て
は
疑
い
も
な
く
親
鸞
の
宗
教

的
生
の
歴
程
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
事
実
の
告
白
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
は
単
な
る
理
、
抽
象

的
な
真
理
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
け
る
真
理
と
し
て
自
己
を
証
し
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
証
し
は
、
こ
の

真
理
が
我
々
の
生
の
現
実
に
深
く
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
現
実
を
最
も
よ
く
解
き
明
か
す
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
法
と
機
、
真
理
と
現
実
、
永
遠
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
一
致
、
こ
の

不
思
議
な
一
致
こ
そ
我
々
を
し
て
弥
陀
の
本
願
を
い
よ
い
よ
仰
信
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
信
仰

の
径
路
を
思
い
廻
ら
す
と
き
、
親
鸞
は
そ
れ
が
不
思
議
に
も
弥
陀
の
三
願
に
よ
っ
て
言
い
当
て
ら
れ
て
い
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る
こ
と
を
驚
き
か
つ
慶
よ
ろ
こぶ
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
化
身
土
巻
に
お
い
て
、
第
十
九
願
と
二
十
願
と
に

つ
い
て
釈
意
し
つ
つ
き
た
彼
は
、
自
己
の
宗
教
的
生
の
歴
程
に
つ
い
て
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
三
願
転
入

は
単
な
る
論
理
で
は
な
い
。
こ
の
論
理
が
深
く
現
実
の
中
に
あ
る
こ
と
を
自
己
に
お
い
て
見
出
し
た
も
の

が
右
の
文
で
あ
る
。
か
く
し
て
超
越
的
な
る
真
理
は
内
面
化
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
文
は
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
歴
史
記
述
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
宗
教
的
告
白
で

あ
る
。
宗
教
的
告
白
は
一
面
懺
悔
で
あ
る
と
と
も
に
讃
歎
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
願
転
入
の
文
と
の
つ

な
が
り
に
お
い
て
、
そ
の
前
に
は
、

　
「
か
な
し
き
か
な
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
こ
の
か
た
、
助
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
す
る
が
ゆ
へ
に
、

　
出
離
そ
の
期
な
し
。
み
づ
か
ら
流
転
輪
廻
を
は
か
る
に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し

　
が
た
く
、
大
信
海
に
い
り
が
た
し
。
ま
こ
と
に
傷
嗟
す
べ
し
、
ふ
か
く
悲
嘆
す
べ
し
。
」

と
自
督
懺
悔
し
、
そ
し
て
三
願
転
入
の
文
に
直
ち
に
つ
い
で
、

　
「
こ
こ
に
ひ
さ
し
く
願
海
に
い
り
て
、
ふ
か
く
仏
恩
を
し
れ
り
。
至
徳
を
報
謝
せ
ん
が
た
め
に
、
真
宗

　
の
簡
要
を
ひ
ろ
ふ
て
、
つ
ね
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す
。
い
よ
い
よ
こ
れ
を
喜
愛
し
、
こ
と
に
こ

　
れ
を
頂
戴
す
る
な
り
。
」

と
自
督
信
仰
し
て
い
る
。
か
く
の
ご
と
き
告
白
、
自
己
の
内
面
的
生
活
の
記
述
に
つ
い
て
機
械
的
に
年
代
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の
順
序
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
無
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
年﹅
代﹅
的﹅

解
釈
を
許
さ
な
い
。
体
験
と
論
理
と
の
一
つ
に
な
っ
た
文
に
お
い
て
年
代
を
詮
さ
く
す
る
こ
と
は
無
意
味

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
詩
と
真
実
」
と
し
て
一
層
深
い
歴
史
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
意
味
を
も
た

な
い
の
で
は
な
く
、
単
に
論
理
的
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
年
代
的
と
い
う
こ
と
と
歴
史
的
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
。
三
願
転
入
は
歴
史

的
事
実
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
時
間
的
秩
序
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
歴
史
的
時
間
は
暦
の
上
で

決
定
さ
れ
る
客
観
的
な
年
代
的
順
序
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
親
鸞
は
右
の
文
に
お
い
て
自
己
の
た

ど
り
つ
い
た
信
仰
の
立
場
か
ら
、
自
己
の
経
験
し
て
き
た
内
面
的
生
活
を
回
顧
し
て
そ
の
歴
史
を
叙
述
し

た
。
こ
の
回﹅
顧﹅
す
な
わ
ち
歴
史
叙
述
は
、
信
仰
の
最
も
高
い
立
場
か
ら
よ
り
低
い
立
場
に
対
す
る
反
省
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
同
時
に
こ
れ
に
対
す
る
批﹅
判﹅
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
は
単
な
る
否
定
で
は
な
く

て
同
時
に
摂
取
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
回
顧
と
し
て
歴
史
的
で
あ
り
、
批
判

と
し
て
論
理
的
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
は
本
願
の
法
理
に
お
い
て
客﹅
観﹅
性﹅
、
単
な
る
年
代
記
的
歴
史
以
上

の
客
観
性
を
与
え
ら
れ
、
本
願
の
法
理
は
歴
史
の
な
か
に
お
い
て
、
単
な
る
論
理
を
超
え
た
現﹅
実﹅
性﹅
を
示

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
客
観
性
の
故
に
自
己
の
歴
史
は
告
白
す
る
に
値
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ

る
三
願
転
入
の
自
督
は
感
傷
と
は
全
く
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
か
か
る
現
実
性
の
故
に
本
願
の
法
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理
は
仰
信
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
三
願
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
る
か
。
右
の
文
に
よ
れ
ば
「
万
行
諸
善
の
仮
門
」
、
こ
れ
が
第
一
の

段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
第
十
九
願
に
当
る
。
そ
の
文
に
い
う
、

　
「
た
と
ひ
わ
れ
仏
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
菩
提
心
を
お
こ
し
、
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
修
し
、

　
心
を
至
し
発
願
し
て
、
わ
が
国
に
生
ぜ
ん
と
お
も
は
ん
、
寿
終
の
と
き
に
の
ぞ
ん
で
、
た
と
ひ
大
衆
と

　
囲
遶
し
て
、
そ
の
人
の
ま
へ
に
現
ぜ
ず
ば
、
正
覚
を
と
ら
じ
。
」

こ
の
文
に
よ
っ
て
こ
の
第
十
九
願
は
「
修
諸
功
徳
の
願
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
「
万
行
諸
善
」
と
い

う
は
こ
れ
を
指
し
て
い
る
。
弥
陀
の
本
願
は
生
の
現
実
に
徹
入
す
る
。
こ
の
願
、
詳
し
く
言
え
ば
、
道
心

を
お
こ
し
、
こ
れ
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
も
ろ
も
ろ
の
善
行
を
修
め
、
か
く
し
て
至
心
を
も
っ
て
発
願
し
、

そ
の
修
め
る
と
こ
ろ
の
善
行
を
も
っ
て
わ
が
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
す
る
衆
生
が
あ
る
と
き
、
そ
の
人
の

臨
終
に
も
し
観
音
勢
至
ら
の
大
衆
と
と
も
に
そ
の
人
の
前
に
現
わ
れ
て
来
迎
し
な
い
な
ら
ば
、
　
　
そ
こ

で
こ
の
願
は
臨
終
現
前
の
願
、
現
前
導
生
の
願
、
来
迎
引
接
の
願
と
も
な
づ
け
ら
れ
る
　
　
わ
れ
は
正
覚

を
聞
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
弥
陀
の
誓
い
は
、
現
実
に
か
く
の
ご
と
き
人
間
の
存
在
す
る
こ
と
を
現

わ
し
て
い
る
。
本
願
は
つ
ね
に
歴
史
的
現
実
（
機
）
に
相
応
す
る
と
こ
ろ
の
衆
生
済
度
の
愛
の
願
い
で
あ

る
。
ひ
と
は
邪
道
を
離
れ
て
仏
門
に
入
る
。
そ
の
と
き
彼
が
ま
ず
為
そ
う
と
す
る
こ
と
は
何
で
あ
る
か
。
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も
ろ
も
ろ
の
善
を
行
な
い
、
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
積
む
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
善
を
行
な
い
、
功
徳
を

積
む
の
で
な
け
れ
ば
浄
土
往
生
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
故
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
修
め
た
万
善
万
行

に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
原
因
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
浄
土
往
生
が
遂
げ
ら
れ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
理

義
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
も
明
白
な
理
義
は
な
い
。
こ
れ
以
外
に
理
義
は
あ
り
得
な
い
も
の
の
ご
と
く

で
あ
る
。
彼
の
発
願
は
き
わ
め
て
真
面
目
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
力
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
善
行
を
修
め
、
功

徳
を
積
も
う
と
す
る
。
彼
の
努
力
は
き
わ
め
て
真
面
目
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
真
面
目
で
あ
れ
ば
あ
る
だ

け
、
彼
が
努
力
す
れ
ば
努
力
す
る
だ
け
、
彼
は
自
己
の
虚
し
さ
、
自
己
の
偽
り
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

外
か
ら
見
れ
ば
一
点
の
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
生
活
に
も
、
内
に
省
み
る
と
き
虚
偽
が
潜
ん
で
い
る
こ

と
が
自
覚
せ
ら
れ
る
。
他
人
の
不
幸
を
憐
ん
で
物
施
し
を
す
る
者
に
、
自
己
の
優
越
を
誇
り
、
他
人
の
不

幸
を
喜
ぶ
心
が
裏
に
な
い
か
。
心
に
お
い
て
一
度
も
窃
盗
を
し
た
こ
と
の
な
い
者
、
姦
淫
を
し
た
こ
と
の

な
い
者
が
な
い
。
道
徳
を
守
る
こ
と
が
、
単
に
名
利
の
た
め
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
。
外
に

お
い
て
ど
れ
ほ
ど
善
を
行
な
お
う
と
し
て
も
、
悪
心
は
絶
え
ず
裏
か
ら
潜
ん
で
く
る
。
か
く
し
て
、

　
「
し
か
る
に
濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
、
い
ま
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
い
で
て
、
半
満
権
実
の
法
門

　
に
い
る
と
い
へ
ど
も
、
真
な
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
て
か
た
く
、
実
な
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
て

　
ま
れ
な
り
。
偽
な
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
て
お
ほ
く
、
虚
な
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
て
し
げ
し
。
」
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　と
批
判
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
か
く
の
ご
と
き
種
類
の
人
間
に
も
弥
陀
は
手
を
の
べ
る
。
「
す
で
に
し
て
悲
願
い
ま
す
、
修

諸
功
徳
の
願
と
な
づ
く
。
」
こ
れ
が
第
十
九
願
で
あ
る
。
こ
こ
に
得
ら
れ
る
往
生
は
「
双
樹
林
下
往
生
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
双
樹
は
沙
羅
双
樹
で
あ
っ
て
、
釈
迦
は
拘ク
尸シ
那ナ
城
外
の
沙
羅
双
樹
の
下
で
涅
槃
に
入

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
の
は
自
力
修
善
の
人
々
の
往
生
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
願
の
本
旨
は
臨
終
現
前
と
か
来
迎
引
接
と
か
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
さ
ら
に
何
か
よ
り

深
い
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
思
惟
し
得
る
限
り
に
お
い
て
は
、
み
ず
か
ら
あ
ら
ゆ
る
善
行

を
励
み
、
こ
れ
を
差
し
向
け
て
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
理
の
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
究

極
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
往
生
の
道
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
は
た
し
て
我
々
は
実
際
に
善
を
修
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
深
く
省
み
れ
ば
省
み
る
ほ
ど
自

己
の
無
力
を
歎
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
あ
る
者
は
自
己
が
何
ら
背
徳
の
行
為
の
な
い
こ

と
を
考
え
て
満
足
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
己
満
足
は
、
し
か
る
に
、
真
に
往
生
を
お
も
う
心
が
な

い
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
さ
は
か
な
現
実
肯
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
超
越
的
な
も
の

な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
現
実
に
つ
い
て
の
認
識
の
不
足
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
外
か
ら

は
一
点
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
生
活
を
し
な
が
ら
、
し
か
も
絶
え
ず
不
安
に
襲
わ
れ
、
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絶
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
浄
土
往
生
の
ね
が
い
の
切
な
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
修

諸
功
徳
の
願
は
、
自
力
の
観
念
を
放
棄
せ
し
め
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
無
力
に
対
す
る
自
覚

は
往
生
浄
土
の
ね
が
い
が
真
面
目
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
強
い
。
そ
れ
故
に
真
実
な
る
も
の
は
こ
の
ね
が
い

の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
親
鸞
は
第
十
九
願
を
「
至
心
発
願
の
願
と
な
づ
く
べ
き
な
り
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
願
の
真
意
は
ま
さ
に
こ
こ
に
存
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
第
十
九
願
の
趣
旨
が
至
心
発
願
に

あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
は
究
極
的
な
も
の
で
な
く
な
り
、
次
の
よ
り
高
い
段
階
に
廻
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
自
分
の
行
な
う
善
に
よ
っ
て
往
生
を
求
め
て
絶
望
し
た
者
は
い
か
に
す
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
弥
陀

は
手
を
さ
し
の
べ
給
う
、
「
す
で
に
し
て
悲
願
い
ま
す
、
植
諸
徳
本
の
願
と
な
づ
く
。
」
こ
こ
に
願
が
あ

る
。
第
二
十
願
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
わ
く
、

　
「
た
と
ひ
わ
れ
仏
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
わ
が
名
号
を
き
き
て
、
念
を
わ
が
国
に
か
け
て
、

　
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
植
ゑ
て
、
心
を
至
し
廻
向
し
て
、
わ
が
国
に
生
ぜ
ん
と
お
も
は
ん
、
果
遂
せ
ず
ば
、

　
正
覚
を
と
ら
じ
。
」
（
一
四
〇
二
）

先
の
三
願
転
入
の
文
に
お
い
て
「
善
本
徳
本
の
真
門
に
廻
入
し
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
願
に
相
応
す
る
。

こ
の
願
の
文
に
従
っ
て
、
そ
れ
は
「
係
念
定
生
の
願
」
と
も
「
不
果
遂
者
の
願
」
と
も
な
づ
け
ら
れ
る
。
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四
　
宗
教
的
真
理

　
親
鸞
が
こ
こ
ろ
を
つ
く
し
て
求
め
た
の
は
「
真
実
」
で
あ
っ
た
。
彼
の
著
作
を
繙
ひ
も
とく
者
は
い
た
る
と
こ

ろ
に
お
い
て
こ
の
注
目
す
べ
き
言
葉
に
出
会
う
。
『
教
行
信
証
』
と
い
う
外
題
で
知
ら
れ
る
彼
の
主
著
の

内
題
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
前
四
巻
は
「
顕
浄
土
真
実
教

文
類
」
「
顕
浄
土
真
実
行
文
類
」
「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
」
「
顕
浄
土
真
実
証
文
類
」
と
い
う
よ
う
に
、

一
々
真
実
と
い
う
言
葉
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
真
実
の
教
、
真
実
の
行
、
真
実
の
信
、
真
実
の

証
を
顕
わ
す
こ
と
が
彼
の
生
涯
の
活
動
の
目
的
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
真
実
と
い
う
言
葉
は
親
鸞
の
人
間
、

彼
の
体
験
、
彼
の
思
想
の
態
度
、
そ
の
内
容
と
方
法
を
最
も
よ
く
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
彼
が
明
ら
か
に

し
た
真
実
の
教
と
行
と
信
と
証
と
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
相
互
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
私
の
研
究
の
全
体
を
通
じ
て
次
第
に
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
一
般
に
真
実

と
い
う
も
の
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
般
的
性
格
を
論
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
宗
教
は
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
空
想
で
あ
っ
た
り
迷
信
で
あ
っ
た
り
し
て
は
な

ら
ぬ
。
宗
教
に
お
い
て
も
、
科
学
や
哲
学
に
お
い
て
と
同
じ
く
、
真
理
が
問
題
で
あ
る
。
た
だ
宗
教
的
真

理
は
科
学
的
真
理
や
哲
学
的
真
理
と
そ
の
性
質
、
そ
の
次
元
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
宗
教
の

54親鸞



真
理
も
真
理
と
し
て
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
客
観
性
は
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
基
本
的
な
徴
表
で
あ
る
。

親
鸞
の
宗
教
は
し
ば
し
ば
体﹅
験﹅
の
宗
教
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
見
る
こ
と
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は

正
し
い
。
宗
教
的
体
験
の
本
質
は
内﹅
面﹅
性﹅
で
あ
り
、
親
鸞
の
宗
教
は
仏
教
の
う
ち
恐
ら
く
最
も
内
面
的
で

あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
し
か
し
体
験
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
主
観
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の

を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
体
験
の
宗
教
と
い
う
こ
と
は
主
観
主
義
、
心
理
主
義
に
陥
る
こ
と
に
な

り
、
宗
教
は
真
理
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
認
識
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
易
い
の
で
あ
る
。
真
理
は
決

し
て
単
に
体
験
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
も
と
よ
り
宗
教
的
真
理

の
客
観
性
は
物
理
的
客
観
性
で
は
な
い
。
そ
の
客
観
性
は
経﹅
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
経
は
仏
説
の

言
葉
で
あ
る
。
信
仰
と
い
う
も
の
は
単
に
主
観
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
経
の
言﹅
葉﹅
と
い

う
超﹅
越﹅
的﹅
な﹅
も﹅
の﹅
に
関
係
し
て
い
る
。
「
そ
れ
真
実
の
教
を
あ
ら
は
さ
ば
、
す
な
は
ち
大
無
量
寿
経
こ
れ

な
り
。
」
と
親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。
経
は
釈
尊
の
説
い
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
真
実
性
は
釈
尊
の
自
証
に

基
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
釈
尊
は
歴
史
的
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
言
葉
は
い
か
に
し
て
真
の
客

観
性
、
真
の
超
越
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
の
自
証
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
真
の
客

観
性
、
真
の
超
越
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
に
お
け
る
聖
道
門
は
釈
尊
を
理
想
と
す
る
。
そ
れ
は

釈
尊
に
よ
っ
て
自
証
さ
れ
た
法
を
自
己
自
身
に
お
い
て
自
証
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
経
の
言
葉
と
は
そ
れ
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自
身
と
し
て
絶
対
性
を
有
し
な
い
。
か
く
し
て
そ
れ
は
宗
教
で
あ
る
よ
り
も
道
徳
な
い
し
哲
学
で
あ
る
こ

と
に
傾
く
の
で
あ
る
。
聖
道
門
は
釈
尊
を
理
想
と
す
る
自
力
自
証
の
宗
教
と
し
て
、
そ
こ
に
真
の
超
越
性

は
存
し
な
い
。
し
か
る
に
浄
土
門
は
釈
尊
を
超
越
し
た
教
で
あ
る
。
親
鸞
は
真
実
の
教
で
あ
る
『
大
無
量

寿
経
』
に
つ
い
て
、
「
如
来
の
本
願
を
と
く
を
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
は
ち
仏
の
名
号
を
も
て
経
の
体
と

す
る
な
り
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
弥
陀
如
来
の
本
願
や
名
号
は
釈
尊
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
に
超

越
的
な
も
の
と
し
て
の
言
葉
は
釈
尊
の
言
葉
で
は
な
く
て
名
号
で
あ
る
。
名
号
は
最
も
純
な
る
言
葉
、
い

わ
ば
言
葉
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
こ
そ
真
に
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
念
仏
は
言
葉
、
称
名
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
念
仏
は
如
来
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
、
そ
の
超
越
性

を
顕
わ
す
の
で
あ
る
。
本
願
と
名
号
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
経
は
本
願
を
説
く
こ
と
を
宗
致
と
し
、

仏
の
名
号
を
体
と
す
る
故
を
も
っ
て
真
に
超
越
的
な
言
葉
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
教
と
し
て

『
大
無
量
寿
経
』
は
真
実
の
教
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
超
越
的
真
理
は
単
に
超
越
的
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
限
り
真
実
の
教
で
あ
り
得
な
い
。

真
理
は
現
実
の
中
に
お
い
て
現
実
的
に
働
く
も
の
と
し
て
真
理
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
真
理
は
、
哲
学
者

の
い
う
が
ご
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
超
越
し
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
安
ら
う
普
遍
妥
当
性
の
ご
と
き
も

の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
現
実
へ
の
関
係
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弥
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陀
の
本
願
は
か
く
の
ご
と
き
現
実
へ
の
関
係
に
お
い
て
普
遍
性
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
「
十
方
衆
生
」

の
普
遍
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
十
八
、
十
九
、
二
十
の
三
つ
の
重
要
な
願
は
い
ず
れ
も
「
十
方
衆
生
」

と
い
う
語
を
含
ん
で
い
る
。
十
方
衆
生
と
い
う
現
実
の
普
遍
性
へ
の
関
係
は
、
本
願
に
お
い
て
、
後
天
的

に
付
け
加
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
も
と
も
と
本
願
の
う
ち
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
本
願
の
普
遍
性
は
単
に
経
験
的
普
遍
性
で
は
な
く
、
先
天
的
な
超
越
的
な
普
遍
性
で
あ
る
。
普
遍

性
は
真
理
の
基
本
的
な
徴
表
で
あ
る
が
、
単
に
経
験
的
な
普
遍
性
は
真
の
普
遍
性
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

し
か
し
ま
た
単
に
超
越
的
な
普
遍
性
は
現
実
と
の
関
係
を
欠
い
て
真
の
普
遍
性
の
意
義
を
有
し
な
い
。
本

願
の
普
遍
性
は
か
く
の
ご
と
き
抽
象
的
な
普
遍
性
で
は
な
く
、
十
方
衆
生
の
普
遍
性
を
そ
れ
自
身
の
う
ち

に
含
ん
で
、
現
実
的
普
遍
性
へ
の
傾
動
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
十
方
衆
生
の
普
遍
性
も
な
お
抽
象
的
で
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
が

救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
理
論
の
幽
玄
も
論
理
の
透
徹
も
、
そ
の
教
法
が
自
己
を
救
う
も

の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
切
実
な
問
の
前
に
は
、
何
ら
の
権
威
も
有
し
な
い
。
自
己
は
十
方
衆
生
の
う
ち

に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
単
に
か
く
考
え
ら
れ
る
自
己
は
類
概
念
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
の

自
己
に
過
ぎ
ず
、
生
き
た
真
に
現
実
的
な
自
己
で
は
な
い
。
十
方
衆
生
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
類
概
念
で

あ
る
。
宗
教
的
真
理
は
実
存
的
真
理
、
言
い
換
え
る
と
、
生
け
る
、
こ
の
現
実
の
自
己
を
救
う
真
理
で
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
親
鸞
が
求
め
た
教
法
は
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
き
実
存
的
真
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
と
『
歎

異
鈔
』
に
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
教
を
単
に
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
見
た
の
で
は
な
い
　
　
そ
れ
は
単
に

理
論
的
な
態
度
に
過
ぎ
な
い
　
　
彼
は
こ
れ
を
絶
え
ず
自
己
の
身
に
あ
て
て
考
え
た
の
で
あ
る
。
『
教
行

信
証
』
に
お
い
て
種
々
の
経
論
を
引
い
て
諄
々
と
し
て
教
法
を
説
き
去
り
説
き
来
る
親
鸞
は
、
諸
所
に
お

い
て
突
如
と
し
て
転
換
し
て
い
わ
ゆ
る
自﹅
督﹅
の
文
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
劇
的
な
転
換
の
意
味
は
重
要
で

あ
る
。
こ
の
自
督
の
文
は
電
撃
の
ご
と
く
我
々
の
心
を
打
つ
。
今
や
彼
は
自
己
に
か
え
っ
て
客
観
的
普
遍

的
な
教
法
を
自
己
自
身
の
身
に
あ
て
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
自
督
と
は
自
己
の
領
解
す
る
と
こ
ろ
を
い
う
。

教
法
の
真
理
性
は
自
己
に
お
い
て
自
証
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
は
誰
の
た
め
で
も
な
い
、
自

己
一
人
の
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
十
方
の
衆
生
」
の
た
め
の
教
は
実
は
「
親
鸞
一
人
」
の
た
め
の
教

で
あ
る
。
普
遍
性
は
特
殊
性
に
転
換
す
る
。
か
か
る
転
換
を
な
し
お
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
性
も
ま
た

真
の
普
遍
性
に
な
る
の
で
あ
る
。
今
や
特
殊
性
に
転
換
し
た
普
遍
性
は
現
実
的
に
普
遍
性
を
獲
得
し
て
ゆ

く
。
教
を
み
ず
か
ら
信
じ
た
自
己
は
人
を
教
え
て
信
じ
さ
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
自
信
教
人
信
の
過
程
に
お
い

て
十
方
衆
生
の
普
遍
性
が
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
と
き
十
方
衆
生
は
も
は
や
類
概
念
の
ご
と
き
抽
象
的

な
普
遍
で
は
な
く
、
自
己
の
う
ち
に
特
殊
性
を
そ
の
ま
ま
に
含
む
具
体
的
な
普
遍
と
な
る
。
そ
れ
は
同
朋
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同
行
に
よ
っ
て
地
上
に
建
設
さ
れ
て
ゆ
く
仏
国
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
『
末
燈
鈔
』
に
収
め
ら
れ
た
慶
信
の
師
親
鸞
へ
の
消
息
の
中
に
は
、
「
摂
取
不
捨
も
信
も
念
仏
も
、

　
　
人
の
た
め
と
お
ぼ
え
ら
れ
ず
候
」
と
あ
る
。

　
「
我
が
歳
き
は
ま
り
て
安
養
浄
土
に
還
帰
す
と
い
ふ
と
も
、
和
歌
の
浦
曲
の
片
雄
波
よ
せ
か
け
よ
せ
か

　
け
帰
ら
ん
に
同
じ
。
一
人
居
て
喜
ば
ば
二
人
と
思
ふ
べ
し
。
二
人
居
て
喜
ば
ば
三
人
と
思
ふ
べ
し
。
そ

　
の
一
人
は
親
鸞
な
り
。

　
　
わ
れ
な
く
も
法
は
尽
き
ま
じ
和
歌
の
浦

　
　
　
　
あ
を
く
さ
人
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
。
」

と
い
わ
ゆ
る
『
御
臨
末
御
書
』
の
中
に
は
親
鸞
の
遺
言
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
親
鸞
一
人
」
の
た

め
の
も
の
と
思
わ
れ
た
救
済
の
教
は
、
救
済
の
成
立
す
る
と
同
時
に
そ
れ
が
も
と
も
と
「
十
方
衆
生
」
の

た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
願
は
言
う
ま
で
も
な
く
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
経
に
よ
れ
ば
、
こ
の
仏
は
仏
と
成
る
前
に

は
法
蔵
菩
薩
と
い
い
、
世
自
在
王
仏
の
も
と
に
お
い
て
無
上
殊
勝
の
四
十
八
の
願
を
建
て
、
そ
れ
に
相
応

す
る
行
を
か
ぎ
り
な
く
長
い
間
修
め
、
願
が
成
就
し
て
仏
と
成
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
称
し
た
。
本
願
は
弥
陀
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の
本
願
と
し
て
特
殊
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
仏
は
単
に
自
己
の
み
が
成
仏
す
る
こ
と
を
志

願
し
た
の
で
は
な
く
、
弘
く
世
と
と
も
に
救
わ
れ
ん
こ
と
を
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
は
こ
の
仏

〔
以
下
欠
〕

　
　
五
　
社
会
的
生
活

　
浄
土
真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
は
異
説
の
多
い
教
義
で
あ
る
。
い
ま
親
鸞
の
著
作
に
出
典
を
求
め
る

と
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
『
末
法
燈
明
記
』
か
ら
次
の
ご
と
く
引
か
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
一
如
に
範
衛
し

て
も
て
化
を
な
が
す
は
法
王
、
四
海
に
光
宅
し
て
も
て
風
に
乗
ず
る
は
仁
王
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち

仁
王
法
王
た
が
ひ
に
顕
は
れ
て
物
を
開
し
、
真
諦
俗
諦
は
た
が
ひ
に
よ
り
て
教
を
ひ
ろ
む
。
」
法
王
す
な

わ
ち
大
法
の
王
と
仁
王
す
な
わ
ち
仁
徳
の
あ
る
帝
王
と
は
相
対
し
、
真
諦
と
俗
諦
と
の
区
別
に
相
応
す
る

も
の
で
あ
る
。
故
に
真
諦
は
仏﹅
法﹅
を
、
俗
諦
は
王﹅
法﹅
を
い
う
の
で
あ
り
、
王
法
は
世﹅
法﹅
で
あ
り
、
故
に
ま

た
世﹅
間﹅
の
法
が
俗
諦
で
あ
り
、
出﹅
世﹅
間﹅
の
法
が
真
諦
で
あ
る
。
右
の
文
は
真
諦
俗
諦
相
依
の
意
義
を
顕
わ

し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
真
諦
俗
諦
の
語
が
か
く
の
ご
と
く
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
お
い
て
時
代
を
勘
決
し
て
正
像
末
法
の
旨
際
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を
開
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
『
末
法
燈
明
記
』
の
文
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
を
要
す
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
真
俗
二
諦
の
教
義
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
末
法
思
想
に
関
係
し
て
、
そ
れ
故
に
時

代
の
自
覚
に
従
い
、
歴
史
的
意
識
に
基
づ
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
末
法
時
の
特
徴
は
無
戒
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
道
俗
の
本
質
的
な

区
別
は
な
く
な
る
。
賢
愚
、
善
悪
、
凡
聖
、
老
少
、
男
女
の
区
別
も
意
義
を
な
く
す
る
。
そ
れ
は
聖
道
自

力
の
教
と
は
異
な
る
絶
対
的
な
教
が
出
現
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
教
は
信
心
を
根
本
と
す

る
教
で
あ
る
。
「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。

そ
の
ゆ
へ
は
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
本
願

を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
、
悪
を
も
お
そ
る
べ
か

ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
へ
に
」
と
『
歎
異
鈔
』
に
は
い
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
真
理
あ
る
い
は
仏
法
、
出
世
間
の
法
は
「
信
心
為
本
」
で
あ
る
。
往
生
の
た
め
に
は
他
の
善
は

要
な
く
、
念
仏
で
足
り
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
念
仏
者
は
、
僧
俗
を
分
た
ず
、
貴
賤
貧
富
を
論
ぜ
ず
、

平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
末
法
時
に
お
け
る
無
戒
は
諸
善
万
行
を
廃
し
て
た
だ
念
仏
の
み
が
真
実
で
あ

る
と
い
う
こ
と
の
徴
表
で
あ
る
＊
。
無
戒
と
い
う
こ
と
は
諸
善
万
行
の
力
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て

積
極
的
に
は
念
仏
一
行
の
絶
対
性
、
念
仏
の
同
一
性
、
平
等
性
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
念
仏
は
あ
ら
ゆ
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る
人
に
お
い
て
同
一
で
あ
り
平
等
で
あ
る
。
念
仏
の
行
者
は
た
が
い
に
「
御
同
朋
御
同
行
」
で
あ
る
。
か

か
る
御﹅
同﹅
朋﹅
御﹅
同﹅
行﹅
主﹅
義﹅
は
浄
土
真
宗
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
信
者
の
社
会
的
生

活
に
お
け
る
態
度
の
根
本
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
兄
弟
主
義
の
根
柢
は
全
く
「
同
一
念
仏
無
別
道

故
」
で
あ
る
＊
＊
。
し
か
も
念
仏
が
す
べ
て
の
人
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
、
同
一
で
あ
る
の
は
、
こ
の
念

仏
が
自
力
の
念
仏
で
は
な
く
て
他
力
の
念
仏
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。
も
し
も
念
仏
が
自
力
の
念
仏
で
あ

る
な
ら
ば
、
各
人
の
念
仏
に
勝
劣
が
あ
り
、
平
等
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
念
仏
は
弥
陀
廻
向
の

念
仏
で
あ
る
が
故
に
、
同
一
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
師
弟
の
差
別
さ
え
も
あ
り
得
な
い
の

で
あ
る
。
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
う
。
「
専
修
念
仏
の
と
も
が
ら
の
、
わ
が
弟

子
、
ひ
と
の
弟
子
と
い
ふ
相
論
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と
、
も
て
の
ほ
か
の
子
細
な
り
。
親
鸞
は
弟
子
一
人

も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
ゆ
へ
は
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
、
ひ
と
に
念
仏
を
ま
う
さ
せ
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、

弟
子
に
て
も
さ
ふ
ら
は
め
、
ひ
と
へ
に
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
り
て
、
念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ
ひ

と
を
、
わ
が
弟
子
と
ま
う
す
こ
と
、
き
は
め
た
る
荒
涼
の
こ
と
な
り
。
」
と
『
歎
異
鈔
』
は
記
し
て
い
る
。

同
朋
同
行
主
義
は
念
仏
は
弥
陀
廻
向
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
超
越
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
我
は
な
く
わ
が
弟
子
も
な
く
、
た
だ
教
法
の
み
が
人
を
尊
厳
な
ら
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
互
い

に
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
し
て
相
敬
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
同
朋
思
想
は
、
念
仏
の
行
者
は
同
じ
縁
に
つ
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な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
あ
あ
弘
誓
の
強
縁
、
多
生
に
も

ま
う
あ
ひ
が
た
く
、
真
実
の
浄
信
、
億
劫
に
も
え
が
た
し
、
た
ま
た
ま
行
信
を
え
ば
、
と
ほ
く
宿
縁
を
よ

ろ
こ
べ
。
」
と
『
教
行
信
証
』
総
序
に
は
い
わ
れ
て
い
る
。
弥
陀
の
法
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
重
縁
に
よ

る
の
で
あ
り
、
如
来
の
方
か
ら
我
々
に
結
ば
れ
た
強
縁
に
よ
る
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
信
心
を
得
た
も
の

は
か
か
る
宿
縁
を
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
念
仏
の
行
者
は
か
か
る
宿
縁
に
お
い
て
つ
な
が
る
も
の
と
し

て
原
始
歴
史
的
自
覚
に
お
い
て
、
同
朋
の
意
識
を
深
め
る
の
で
あ
る
。
〔
欄
外
「
『
た
ま
た
ま
』
原
始
歴

史
」
〕
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
「
法
を
聞
き
て
よ
く
忘
れ
ず
、
見
て
敬
ひ
得
て
大
に
よ
ろ
こ
ば
ば
、
す

な
は
ち
、
わ
が
善
き
親
友
な
り
。
」
と
仏
は
述
べ
て
い
る
。

　
＊
「
問
て
い
は
く
、
聖
人
の
申
す
念
仏
と
、
在
家
の
も
の
の
申
す
念
仏
と
、
勝
劣
い
か
む
。
答
へ
て
い

　
は
く
、
聖
人
の
念
仏
と
、
世
間
者
の
念
仏
と
、
功
徳
ひ
と
し
く
し
て
、
ま
た
ま
た
か
は
り
あ
る
べ
か
ら

　
ず
。
」
と
法
然
は
書
い
て
い
る
。

　
＊
＊
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
下
に
は
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
、
そ

　
れ
四
海
の
う
ち
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
無
戒
と
い
う
時
代
の
特
徴
は
、
単
に
出
世
間
の
法
の
み
で
は
な
く
、
同
時
に
世
間
の
法
が
重

ん
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
世
間
の
生
活
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
な
く
し
て
仏
法
を
行
ず
る

63 五　社会的生活



と
い
う
こ
と
に
無
戒
と
い
う
こ
と
の
積
極
的
意
義
が
あ
る
。
浄
土
門
の
教
が
易
行
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
が
出
世
間
の
法
と
し
て
行
な
い
易
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
生
活
と
信

仰
と
が
分
離
す
る
こ
と
な
く
、
生
活
が
念
仏
で
あ
り
、
念
仏
が
生
活
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。
法
然
は
い
う
。

　
「
現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
。
念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
ば
、

　
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
づ
を
い
と
ひ
す
て
て
、
こ
れ
を
と
ど
む
べ
し
。
い
は
く
、
ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
ば
、

　
め
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
。
妻
を
ま
う
け
て
申
さ
れ
ず
ば
、
ひ
じ
り
に
て
申
す
べ
し
。
住
所
に
て
申
さ

　
れ
ず
ば
、
流
行
し
て
申
す
べ
し
。
流
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
家
に
居
て
申
す
べ
し
。
自
力
の
衣
食
に
て

　
申
さ
れ
ず
ば
、
他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
す
べ
し
。
他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
さ
れ
ず
ば
、
自
力
の
衣

　
食
に
て
申
す
べ
し
。
一
人
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
同
朋
と
と
も
に
申
す
べ
し
。
共
同
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、

　
一
人
籠
り
居
て
申
す
べ
し
。
」

　
さ
て
世
間
の
法
す
な
わ
ち
俗
諦
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
乗
学
者
に
よ
れ
ば
、
「
信
心
為
本
」
に
対
し
て

「
王
法
為
本
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
に
対
し
て
、
「
王
法
為
本
」
、
「
仁
義
為
先
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
宗
祖
の
法
孫
蓮
如
上
人
の
『
御
文
章
』
に
、
「
こ
と
に
ま
づ
王
法
を
も
て

本
と
し
、
仁
義
を
さ
き
と
し
て
世
間
通
途
の
儀
に
順
じ
て
」
と
い
う
言
葉
に
出
づ
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
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く
『
御
文
章
』
に
は
「
こ
と
に
ほ
か
に
は
王
法
を
も
て
お
も
て
と
し
、
内
心
に
は
他
方
の
信
心
を
ふ
か
く

た
く
は
へ
て
、
世
間
の
仁
義
を
も
て
本
と
す
べ
し
。
こ
れ
す
な
は
ち
当
流
に
さ
だ
む
る
と
こ
ろ
の
お
き
て

の
お
も
む
き
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
も
の
な
り
。
」
と
い
い
、
ま
た
「
そ
れ
国
に
あ
ら
ば
守
護
方
、
と
こ

ろ
に
あ
ら
ば
地
頭
方
に
を
ひ
て
、
わ
れ
は
仏
法
を
あ
が
め
信
心
を
え
た
る
身
な
り
と
い
ひ
て
、
疎
略
の
儀

ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
。
い
よ
い
よ
公
事
を
も
は
ら
に
す
べ
き
も
の
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
え

た
る
人
を
さ
し
て
、
信
心
発
得
し
て
後
生
を
ね
が
う
念
仏
行
者
の
ふ
る
ま
ひ
の
本
と
ぞ
い
ふ
べ
し
。
こ
れ

す
な
は
ち
仏
法
王
法
を
む
ね
と
ま
も
れ
る
人
と
な
づ
く
べ
き
も
の
な
り
。
」
と
い
い
、
ま
た
『
御
一
代
記

聞
書
』
に
は
「
王
法
は
額
に
あ
て
よ
、
仏
法
は
内
心
に
深
く
蓄
え
よ
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
宗
祖
親
鸞
に

お
い
て
は
か
よ
う
な
定
式
は
見
出
さ
れ
な
い
。
『
御
消
息
集
』
に
は
次
の
ご
と
く
書
か
れ
て
い
る
。
「
念

仏
ま
ふ
さ
ん
人
々
は
、
わ
が
御
身
の
料
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
朝
家
の
御
た
め
、
国
民
の
た
め
に
、
念

仏
を
ま
ふ
し
あ
は
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
ば
、
め
で
た
ふ
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
往
生
を
不
定
に
お
ぼ
し
め
さ
ん

人
は
、
ま
づ
わ
が
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
念
仏
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
わ
が
御
身
の
往
生
一
定
と
お

ぼ
し
め
さ
ん
人
は
、
仏
の
御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ
ん
に
、
御
報
恩
の
た
め
に
、
御
念
仏
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
ま

ふ
し
て
、
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
」
こ
の

言
葉
は
普
通
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
王
法
為
本
の
思
想
を
現
わ
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
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ろ
う
。
し
か
ら
ば
仁
義
為
先
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
る
か
。
仁
義
の
思
想
は
言
う
ま
で
も
な
く
儒
教
に

出
づ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
儒
教
の
流
伝
と
と
も
に
国
民
道
徳
の
基
本
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
は
『
論
語
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
『
論
語
』
は
、
幾
多
の
書

か
ら
の
引
用
文
か
ら
成
っ
て
い
る
観
の
あ
る
『
教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
外
典
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
親
鸞
が
い
か
に
論
語
を
重
ん
じ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
彼
は
世
間

の
法
に
つ
い
て
は
論
語
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
教
え
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
論
語
か
ら
と
ら
れ
た
文
は
、
「
季
路
問
、
事
鬼
神
。
子
曰
。
不
能
事
。
人
焉
能
事
鬼
神
。
」
で
あ

り
、
「
季
路
と
わ
く
、
鬼
神
に
つ
か
え
ん
か
と
。
子
の
い
わ
く
、
つ
か
う
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
人
い
ず
く

ん
ぞ
よ
く
鬼
神
に
つ
か
え
ん
や
と
。
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
し
か
る
に
『
論
語
』
「
先
進
篇
」
（
第
十
一
）

で
は
こ
の
文
は
「
季
路
問
事
鬼
神
。
子
曰
。
未
能
事
人
。
焉
能
事
鬼
。
」
で
あ
り
、
「
季
路
、
鬼
神
に
つ

か
う
る
を
問
う
。
子
い
わ
く
、
い
ま
だ
人
に
つ
か
う
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
い
ず
く
ん
ぞ
よ
く
鬼
に
つ
か
え

ん
。
」
と
読
ま
せ
、
ま
だ
人
間
に
対
し
て
さ
え
つ
か
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
が
ど
う
し
て
鬼
神
に
つ
か

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
親
鸞
は
後
の
「
鬼
」
と
あ
る
の
を

「
鬼
神
」
と
し
、
「
未
能
」
の
二
字
を
「
不
能
」
と
改
め
た
上
、
「
未
能
事
人
。
焉
能
事
鬼
。
」
を
「
不

能
事
。
人
焉
能
事
鬼
神
」
と
読
み
か
え
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
季
路
が
鬼
神
に
つ
か
う
べ
き
で
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あ
る
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
孔
子
は
、
つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
人
間
は
鬼
神
以
上
の
も
の
で
あ

る
か
ら
、
人
間
よ
り
低
い
鬼
神
に
つ
か
え
得
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
と
答
え
た
、
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
に
先
立
っ
て
彼
は
種
々
の
文
を
挙
げ
て
鬼
神
を
貶おと
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
当
時
の
仏
教

が
こ
の
世
の
吉
凶
禍
福
に
心
を
迷
わ
し
、
卜
占
祭
祀
を
事
と
し
、
迷
信
邪
教
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
鋭
い
批
判
を
向
け
た
。
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
に
は
「
五
濁
増
の
し
る
し
に
は
　
こ
の
世
の
道
俗
こ
と
ご

と
く
　
外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て
　
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
」
と
い
い
、
ま
た
「
か
な
し
き
か
な
や
こ

の
ご
ろ
の
　
和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に
　
仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て
　
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す
」
と
い

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
親
鸞
は
諸
経
典
を
根
拠
と
し
て
真
実
の
教
と
虚
偽
の
教
と
を
分
別
し
決
著
し
て
外
教

邪
偽
の
異
執
を
教
誡
す
る
。
『
涅
槃
経
』
に
は
「
仏
に
帰
依
せ
ん
者
は
つ
ゐ
に
ま
た
そ
の
余
の
も
ろ
も
ろ

の
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」
と
い
い
、
『
般
舟
三
昧
経
』
に
は
「
み
づ
か
ら
仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
し
、

比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。
余
道
に
つ
か
ふ
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
鬼
神
を
ま
つ

る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
吉
良
日
を
み
る
こ
と
を
え
ざ
れ
。
」
と
い
っ
て
、
仏
教
徒
の
帰
依
す
べ
き
は
た
だ
仏

と
法
と
僧
と
の
三
宝
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
仏
道
に
つ
か
え
て
、
天
を
拝
し
た
り
、
鬼
神
を
ま
つ
っ
た
り
、

日
の
吉
凶
を
卜
し
た
り
す
る
が
ご
と
き
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
教
え
て
い
る
。
か
か
る
迷
信
は
仏
教
の

否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
念
仏
者
は
鬼
神
を
畏
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
「
念
仏
者
は
無
礙
の
一
道
な
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り
。
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
礙
す
る

こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
も
感
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
へ
に
、
無
礙
の
一
道

な
り
と
云
々
」
と
『
歎
異
鈔
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
迷
信
は
何
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
。
『
華

厳
経
』
に
は
「
占
相
を
は
な
れ
て
、
正
見
を
修
習
せ
し
め
、
決
定
し
て
ふ
か
く
罪
福
の
因
縁
を
信
ず
べ
し

。
」
と
あ
る
。
迷
信
の
生
ず
る
の
は
正
見
を
欠
き
、
罪
福
の
因
縁
を
信
じ
な
い
故
で
あ
る
。
罪
福
の
因
縁

を
信
じ
な
い
者
は
、
自
己
の
幸
不
幸
を
天
や
鬼
神
の
星
辰
の
力
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
か
く
し
て
天
を
拝

し
た
り
、
鬼
を
祠まつ
っ
た
り
、
星
を
占
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
彼
ら
は
は
た
し
て
真
に
超
越
的
な
も
の
に
帰

依
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
天
や
鬼
神
を
畏
れ
る
の
は
自
己
の
こ
の
世
に
お
け
る
感
性
的
な
幸

福
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
は
我
愛
、
我
慢
の
こ
こ
ろ
を
離
れ
ず
、
我
に
執
著
し
て
い
る
。
『
起
信

論
』
に
は
「
外
道
の
所
有
の
三
昧
は
、
み
な
見
愛
我
慢
の
心
を
は
な
れ
ず
」
と
い
っ
て
い
る
＊
。
か
く
し

て
迷
信
の
根
拠
は
我
愛
、
我
慢
の
こ
こ
ろ
で
あ
り
、
我
を
超
越
し
た
天
や
鬼
を
拝
し
て
い
る
者
は
実
は
我

を
拝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
天
神
や
鬼
神
が
擬
人
的
に
表
象
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　
＊
『
倶
舎
論
』
に
は
、
「
衆
人
、
所
逼
を
怖
れ
て
多
く
諸
仙
の
園
苑
、
お
よ
び
叢
林
、
孤
樹
、
制
多
等

　
に
帰
依
す
」
と
あ
る
が
、
迷
信
の
起
原
は
我
々
の
生
の
「
所
逼
」
、
災
害
、
無
常
等
の
生
の
窮
迫
を
怖

　
れ
て
、
現
在
の
欲
楽
を
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
邪
神
淫
祠
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
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偶
像
崇
拝
や
庶
物
崇
拝
は
人
間
が
人
間
以
下
の
邪
神
や
自
然
物
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
全
く
の

邪
道
で
あ
る
。
か
よ
う
な
邪
道
が
盛
ん
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
末
法
時
の
悲
し
さ
で
あ
る
。
『
首
楞
厳
経
』

に
い
う
、
「
わ
が
滅
度
の
の
ち
、
末
法
の
な
か
に
、
こ
の
魔
民
お
ほ
か
ら
ん
、
こ
の
鬼
神
お
ほ
か
ら
ん
、

こ
の
妖
邪
お
ほ
か
ら
ん
。
世
間
に
熾
盛
に
し
て
、
善
知
識
と
称
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
愛
見
の

坑
に
お
と
さ
し
め
ん
。
菩
提
の
路
を
失
し
、
眩
惑
無
識
に
し
て
、
お
そ
ら
く
は
心
を
失
せ
し
め
ん
。
所
過

の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
家
耗
散
し
て
、
愛
見
の
魔
と
な
り
て
、
如
来
の
種
を
失
せ
ん
。
」

　
と
こ
ろ
で
親
鸞
は
拝
天
、
祠
鬼
、
占
星
等
の
迷
信
に
つ
い
て
論
ず
る
に
当
り
、
特
に
『
弁
正
論
』
を
引

い
て
、
道
家
の
思
想
を
批
判
し
て
い
る
。
道
家
の
思
想
は
多
く
迷
信
を
生
ぜ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
右
の
『
論
語
』
か
ら
の
引
用
は
鬼
神
に
事つか
え
る
こ
と
の
非
な
る
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
親
鸞

が
儒
教
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
仏
教
と
外
教
と
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
道
家
の
ご
と
き
は
虚
無
恬
淡
を
説
い
て
一
見

仏
教
の
根
本
思
想
と
等
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
『
弁
正
論
』
を
引
い
て
批
判
を
加

え
て
い
る
。
儒
教
の
説
く
と
こ
ろ
は
正
し
い
に
し
て
も
、
「
た
だ
こ
れ
世
間
の
善
」
に
過
ぎ
な
い
。
仏
教

は
絶
対
的
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
真
理
に
対
し
て
そ
の
余
の
教
は
す
べ
て
邪
教
で
あ
る
。
『
涅
槃
経
』
に

は
道
に
九
十
六
種
が
あ
っ
て
、
た
だ
仏
の
一
道
の
み
が
正
道
で
あ
り
、
他
の
九
十
五
種
は
み
な
外
道
で
あ
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る
と
述
べ
て
い
る
。
「
九
十
五
種
み
な
世
を
汚
す
、
た
だ
仏
の
一
道
の
み
ひ
と
り
清
閑
な
り
」
と
善
導
は

い
っ
て
い
る
。
仏
教
と
そ
の
他
の
教
と
の
価
値
の
差
別
は
絶
対
的
で
あ
る
。
我
々
は
ま
ず
こ
の
こ
と
を
知

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仏
教
は
絶
対
的
真
理
で
あ
り
、
他
の
教
の
真
理
は
相
対
的
価
値
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。

し
か
も
、
相
対
的
真
理
は
そ
の
相
対
的
価
値
に
お
い
て
い
か
に
高
ま
る
に
し
て
も
、
ま
た
そ
の
す
べ
て
を

加
え
合
せ
て
も
絶
対
的
真
理
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
我
々
に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
要
な
こ
と
は
ま
ず
こ
の
絶
対
的
真
理
を
把
捉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

こ
れ
は
た
だ
超
越
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
と
は
か
く
の
ご
と
き
超
越
を
意
味
し
て
い

る
。
相
対
的
真
理
か
ら
絶
対
的
真
理
へ
は
非
連
続
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
絶
対
的
真
理
か
ら
相
対
的

真
理
へ
は
連
続
的
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
の
根
拠
と
し
て
こ
れ
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
信
巻
に

お
い
て
『
浄
土
論
註
』
か
ら
次
の
文
を
引
い
て
い
る
。
「
も
し
諸
仏
菩
薩
、
世
間
出
世
間
の
善
道
を
説
き

て
、
衆
生
を
教
化
す
る
ひ
と
ま
し
ま
さ
ず
ば
、
あ
に
仁
義
礼
智
信
あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。
か
く
の
ご
と

き
世
間
の
一
切
善
法
み
な
断
じ
、
出
世
間
の
一
切
賢
聖
み
な
滅
し
な
ん
。
」
す
な
わ
ち
世
間
の
法
た
る
仁

義
礼
智
信
の
五
常
も
ま
た
仏
道
に
お
さ
ま
る
の
で
あ
る
。
仏
法
が
あ
る
に
よ
っ
て
世
間
の
道
も
出
て
く
る

の
で
あ
る
。
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