
講演⑴

浄土教の本来性

坂

東

性

純

こ

の

た

び

は

「

浄
土
教
の
本
来
性

」
と

い

ぅ主
題
の
も

と

にお
話
さ 

せ

て
頂
く
こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

こ
の
題
に
き
め
ま
し
た
直
後
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
テ
ー 

マ
で
あ
る
と
い
ぅ
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
の
下
で 

は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
浄
土
教
に
つ
い
て
鈴
木
大
拙 

先
生
な
ど
は
そ
の
お
書
き
物
の
中
で
、
大
乗
仏
教
の
二
つ
の
主
要
な
流 

れ
と
し
て
禅
と
浄
土
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
も
、
た
と
え
ば
、
密 

教
の
方
々
は
、
当
然
、
密
教
は
非
常
に
重
要
な
流
れ
で
あ
る
と
見
て
お 

ら
れ
ま
す
し
、
大
乗
仏
教
を
禅
と
念
仏
だ
け
で
代
表
さ
せ
る
の
も
、
問 

題
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し

か

し今
日
ま
で
の
大
乗
仏
教
の
発
展
の
中
で
、

教
の
占
め
て 

き
た
位
置
と
申
し
ま
す
か
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
過
程
を 

考
え
ま
す
と
、
浄
土
教
に
は
何
か
独
特
の
性
格
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 い

っ
た
い
ど
ん
な
点
が
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
特
質
で

I 

あ
ろ
う
か
と
、
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
考
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す

。
4
 

普
通
、
浄
土
教
の
特
色
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
は
阿
弥
陀
さ
ん
の 

教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
の
仏
、
菩
薩
の
中
か
ら
特
に 

阿
弥
陀一

仏
を
選
び
ま
し
て
、
そ
れ
を
中
心
に
据
え
て
お
り
ま
す
。
そ 

れ
か
ら
、
救
わ
れ
る
道
と
い
た
し
ま
し
て
、
称
名
念
仏
と
い
う
も
の
を 

そ
の
行
の
主
要
な
る
も
の
に
据
え
て
お
り
ま
す
。
特
に
日
本
で
浄
土
宗 

を
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
宗
派
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
法
然
上
人
以
来
、

称
名
念
仏
と
い
う
も
の
が
往
生
の
道
と
し
て
立
て
ら
れ
、
行
の
中
心
と 

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
浄
土
教
の
特
色
と
し
ま
し
て
は
、

「

凡
夫
を
優
先 

す
る」

と
申
し
ま
す
か
、
少
数
の
選
ば
れ
た
人
々
で
は
な
く
て
、
凡
夫 

の
た
め
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
始
終
言
わ
れ
ま
す
。
ま

ず

相

」 

と
い
っ
て
、
方
角
を
指
し
示
し
て
相
、
形
を
立
て
る
と
い
う
よ
う
な
方



法
も
浄
土
教
の
時
色
の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
法
然
上
人
を
師
と
仰
い
だ
親
覺
聖
人
ま
で
い
き
ま
す
と
更 

に
、
信
心
為
本
と
か
、
あ
る
い
は
報
恩
の
称
名
、

「

報
恩
感
謝
の
念
仏

」 

と
い
う
の
で
す
ね
。
称
名
報
恩
と
い
う
特
色
も
そ
の
一
つ
で
す
。

あ
る
い
は
凡
夫
を
先
と
す
る
と
い
う
観
念
が
さ
ら
に
押
し
進
め
ら
れ 

て
、
悪
人
こ

そ
阿
弥
陀
さ

ま

のお
慈
悲
の
ま

さ

し

きお
目
当
て
であ
る 

と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う

「

悪
人
正
機」

と
い
う
ふ
う
に
言
い
表
わ 

さ
れ
る
思
想
に
も
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

鎌
倉
時
代
に
は
、
往
生
と
い
う
こ
と
を
臨
終
に
往
生
す
る
こ
と
と
の 

み
考
え
て
お
り
ま
し
た
平
安
時
代
の
浄
土
教
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
往
生 

に
い
わ
ば11

種
類
の
往
生
と
い
う
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

信
心
を
い
た
だ
い
た
時
が
現
生
で
の
往
生
と
し
ま
す
れ
ば
、
伝
統
的
に 

考
え
ら
れ
て
い
る
往
生
は
臨
終
の
時
、
こ
の
世
の
い
の
ち
が
終
わ
る
時 

で
す
。
そ
の
二
つ
の
往
生
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
二
本
立
て
の
往
生
と 

申
し
ま
す
か
。
そ
の
中
で
特
に
親
鸞
聖
人
な
ど
の
場
合
は
、
最
初
の
不 

体
失
往
生(

体
を
失
わ
ず
し
て
往
生
す
る

)

つ
ま
り
、
信
心
を
い
た
だ
い 

た
時
に
往
生
が
定
ま
る
と
い
う
意
味
を
含
ま
せ
て
、
ま
さ
し
く
次
に
は 

仏
と
な
る
べ
き
位
に
現
生
に
定
ま
る
と
い
う

「

現
生
正
定
聚」
と
い
う 

よ
う
な
教
義
を
明
確
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
教
え
を
い
た
だ
く
者
と
し
て
の
生
活
で
す
ね
。
そ
の
様
式
を 

「

非
僧
非
俗」

と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
表
現
を
も
用
い 

て
お
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
中
で
浄
土
教
一
般
の
特
性
と
申
し
ま
す
と
や
は
り
阿
弥
陀 信

仰
、
そ
れ
か
ら
念
仏
往
生
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
よ
う
か
。 

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
今
回
は
念
仏
往
生
と
い
う
こ 

と
に
限
り
ま
し
て
、
称
名
念
仏
に
関
し
ま
し
て
お
話
を
集
約
さ
し
て
頂 

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

じ
つ
は
い
ま
か
ら
十
数
年
一
則
で
し
よ
う
か
、
才
1
ソ
ド
ッ
ク
ス
•
チ
ャ
ー 

チ
、(

東
方
教
き
の
あ
る
無
名
の
著
者
の

『

イ
エ
ス
の
御
名
を
称
え 

る
こ
と
に
つ
い
て

』

と
い
う
小
冊
子
を
私
、
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た 

け
れ
ど
も
、
京
都
在
住
の
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
方
か
ら
お
借
り
し
た
こ
と 

が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
読
ん
で
お
り
ま
す
う
ち
に
、

「

イ
エ
ス
の
御 

名
を
称
え
る」

と
い
う
こ
と
の
持
っ
て
い
る
意
味
八
ロ
い
の
深
さ
に
い
た 

く
感
動
し
ま
し
た
。
小
冊
子
で
す
か
ら
詳
し
い
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で

I 

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
にと

り

ま

して
は
、
い
ま
ま
で
あ
ちこ

5
 

ち
で
聞
き
か
じ
っ
て
お
っ
た
こ
と
を
更
に
深
く
、

『

聖
書』

に
基
づ
い
一 

て
い
ろ
い
ろ
な
例
証
を
挙
げ
て
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

と
て
も
心
に
響
く
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

一
度
翻
訳
し
て
み
て
は 

ど
う
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
当
時
勤
務
し
て
お
り
ま
し 

た
大
谷
大
学
で
年
報
が
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
長
い
原
稿
を 

依
頼
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
機
会
に
そ
れ
を
翻
訳
し
て
み
よ
う 

と
思
い
立
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
翻
訳
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、 

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
自
分
の
感
じ
た
こ
と
を
付
け
加
え
ま
し
た
。
翻
訳
と
コ 

メ
ン
ト
と
、
二
部
か
ら
成
る
も
の
で
す
。
数
年
前
に
そ
れ
を
一
冊
の
本 

に
し
て
出
し
て
は
と
お
奨
め
を
受
け
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

『

御
名 

を
称
え
る』
と
い
う
題
で
出
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
出
し
ま
し



て
か
ら
、
い
ろ
ん
な
方
か
ら
、
い
ろ
ん
な
ご
意
見
を
承
り
ま
し
た
。
そ 

し
て
新
た
に
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
関
し
て
更
に
考
え
る
機
会
を
与 

え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
き
よ
う
は
こ
の
機
会
に
、
そ
れ
以
後
い
ろ
い
ろ
ま
た
新
た
に 

感
じ
ま
し
た
こ
と
な
ど
を
付
け
加
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
て
、
本
日
の
お 

話
の
な
か
み
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
九
六o

年
と
申
し
ま
す
と
、
い
ま
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
に
な
り
ま 

す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
プ

n
テ
ス
タ
ン
ト
の：̂

!

^

p

の
パ
ウ
ル
•
テ
イ
リ
ツ 

ヒ
博
士
が
日
本
に
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
。
京
^
-K

学
で
数
回
に
わ
た
つ 

て「

宗
教
と
文
化」

と
題
す
る
八i

講
演
を
さ
れ
、
同
士
駐
大
学
の
チ
ャ 

ペ
ル
で1

度
お
説
教
をさ

れ

た

こ

と

が

ご

ざ

い

ま

す

。

京
都
大
学
で
は 

有
賀
鉄
太
郎
先
生
が
そ
の
講
演
の
翻
訳
を
さ

れ

ま

し

た

。
毎
回
話

さ

れ 

る
原
稿
は
お
書
き
に
な
つ
た
よ
う
で
ご

ざ

い

ます
ね
。
そ
れ
を
講
義
の 

直
前
に
有
賀
先
生
が
テ
ィ
リ
ツ
ヒ
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
か
れ
て
打
ち
合 

わ
せ
を
さ
れ
て
た
よ
う
で
す
。
同
志
社
大
学
の
チ
ャ
ペ
ル
で
は
土
居
真 

俊
先
生
が
お
説
教
の
通
訳
をさ

れ

ま

し

た

。テ
ィ
リ
ツ
ヒ
先
生
の
日
本 

に
ご
滞
在
中
の
テ

ー

マ
は
だ

い

た

い

「

宗
教
と
文
化」

と
い
う
こ

と

が 

中

心

で

ご

ざ

い

ま

し

た

。

と
こ
ろ
が
日
本
滞
在
が
終
わ
ら
れ
ま
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
発
た
れ
る
直 

前
に
軽
井
沢
に
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
東
本
願
寺
の
安
田 

理
深
先
生
と
か
、
信
国
淳
先
生
な
ど
が
対
話
を
申
し
込
ま
れ
ま
し
た
。 

先
生
は
日
本
の
滞
在
を
終
え
ら
れ
て

一

息
お
入
れ
に
な
つ
てお
ら

れ

た
 

時
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
わ
ば
東
本
願
寺
の
諸
先
生
方
が
押
し
か
け
た 形

に
な
り
ま
し
て
、
軽
井
沢
で
も
ま
た
対
話
集
会
が
持
た
れ
ま
し
た
。 

京
都
で
は
東
寺
で
対
話
集
会
が
行
な
わ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ 

れ
で
も
ま
だ
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
安
田
、
信
国
先
生
な
ど
が
若 

い
方
々
と
ご
一
緒
に
軽
井
沢
に
行
か
れ
ま
し
て
、
そ
こ
で
ま
た
対
話
集 

会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
テ
ー
マ
が

「

名
は
単
に
名
に
あ
ら
ず

」 

と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
。
お
別
れ
の
時
に
安
田
、
信
国
両
先
生
は
色
紙 

を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
先
生
に
何
か
お
書
き
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
て
お
ら
れ 

ま
し
た
が
、
そ
の
時
た
し
か
、
ギ
リ
シ
ア
語
か
ラ
テ
ン
語
か
、
何
か
国 

語
か
で「

名
は
単
に
名
に
あ
ら
ず

」

と
い
う
意
味
の
お
言
葉
を
お
書
き 

に
な
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
今
で
も
憶
え
て
お
り
ま
す
。
名
で
ご
ざ
い
ま 

す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
名
と
い
う
も
の
は
不
思
議
な
も
の
だ
と
思
い
ま
一

6

私
が
テ

ィ

リッ
ヒ
先
生
のご
著
書
に
最
初
に接

し

ま

し

た

の

は
学
生
一 

時
代
で"The 

S
h
a
k
i
n
g

s,
?

®
 

F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
"

と

か 

〃
Dynami 

s 

of 

F
a
i
t
h
"

な
ど
、
そ

の
当
時
次
か
ら
次
へと
紹
介
さ
れ
ま

し

た

。

私
も
そ
れ
ら
に
親
し
ん
で
お
っ
た
の
で
す
が
、

一
番
私
と
し
ま
し
て
印 

象
深
い
の
は『

象
徴
と
記
号』

論
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
先 

生

は「

象
徴
に
す
ぎ
な
い

」

と
い
う
言
葉
を
大
変
嫌
わ
れ
た
よ
う
で
ご 

ざ
い
ま
す
ね

。

あ

れ

は

「

記
号
に
す
ぎ
な
い

」

と
言
う
べ
き
で

あ

る

と

。 

象
徴
と
い
う
の
は
そ
ん
な
軽
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
サ 

イ

ン

とシ
ン
ボ
ル
を
非
常
に
は
っ
き
り
と
対
照
さ
れ
ま
し
た
。
い
ま
憶 

え
て
お
り
ま
す
こ
と
の
幾
つ
か
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
私
が
大
変
感
銘 

を
受
け
ま
し
た
点
は
、
記
号
と
い
う
も

の

は便
宜
的
な
も

の

で

あ

る

と

。



人
が
そ
の
用
途
に
し
た
が
っ
て
勝
手
に
選
び
取
り
、
選
び
捨
て
る
こ
と 

が
で
き
る
。
取
捨
選
択
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
象
徴
と
い
う
も
の
は
人 

為
的
な
も
の
で
は
な
い
。
人
が
作
る
の
で
は
な
く
て
、
生
ま
れ
る
も
の 

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
象
徴
は
取
り
替
え
が
き
か 

な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
他
の
も
の
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い 

と
、
こ

う

い

うこ
と
な
の
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
う
か
が
い
ま
し
て
私
は
、
聖
典
の
中
に
用
い
ら
れ 

て
い
る
比
喩
的
な
、神
話
的
な
表
現
で
す
ね
。
こ
れ
は
現
代
語
に
経
典 

を
訳
さ
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
が
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、 

い
っ
た
い
ど
れ
く
ら
い
一
般
の
用
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、 

大
変
疑
問
に
思
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
経
典
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な 

比
喩
、
神
話
的
な
表
現
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
代
人
に
通
ず
る 

よ
う
に
通
俗
的
な
一
般
的
な
言
葉
で
置
き
換
え
れ
ば
分
か
る

と

い

う

よ
 

う
に
、
ふ
つ
う
思
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
置
き
換
え
の
き 

か
な
い
ギ
リ
ギ
リ
の
性
格
が
、
そ
の
経
典
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
神 

話
的
な
表
現
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
深
く 

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

記
号
は
置
き
換
え
が
き
く
け
れ
ど
も
、
象
徴
は
で
き
な
い
と
'言
わ
れ 

る
の
で
す
ね
。
記
号
は
い
わ
ば
人
が
作
る
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ 

ど
も
、
象
徴
は
生
ま
れ
る
も
の
。
人
間
の
深
い
心
の
奥
底
の
宗
教
意
識 

が
生
み
出
す
も
の
、
そ
れ
が
神
話
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
が
象
徴
と 

い
う
も
の
で
あ
る
と
、
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
そ
の
記
号
と
象 

徴
を
対
照
さ
せ
た
論
文
を
拝
見
し
ま
し
て
、
ま
ず
思
い
浮
ん
だ
の
が
念 仏

で
ご
ざ
い
ま
す
。
念
仏
と
い
う
行
に
つ
い
て
非
常
に
不
思
議
に
思
わ 

れ
ま
す
こ
と
は
、
な
ぜ

「

南
無
阿
弥
陀
仏」

と
い
う
表
現
が
今
日
ま
で 

ず
っ
と
残
っ
て
き
た
か
で
す
ね
。

ま
た
、
テ

ィ

リ

ッ

ヒ先
生
は
象
徴
は
死
ぬ
と
き
が
あ
る
、
象
徴
に
は 

死
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
す
ね

。
そ
の
死
と
い
う
言
葉 

が
、
私
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と 

思
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
象
徴
が
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
失
う
時
で
す 

ね

。
例
え
ば
私
が二
十

年ほ
ど
前
、
モ
ス
ク
ヮ
、
レ

ー

 
ニ
ン
グ
ラ

！
ド 

な
ど
を
旅
行
し
ま
し
た
時
、
下
町
に
ま
い
り
ま
す
と
古
い
教
会
が
あ
り
、 

屋
根
の
上
に
は
十
字
架
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
ク

レ

ム

リ

ンに
ま
い
り
ま 

し
た
ら
や
は
り
、
た
く
さ
ん
あ
る
昔
の
ッ
ァ
I
ル
の
墳
墓
と
い
わ
れ
る 

教
会
が
そ
の
中
に
ご
ざ
い
ま
すね
。
そ
の
屋
根
に
は
十
字
架
が
つ
い
て 

お
り
ま
す
。
国
は
ソ
ヴ
ィ

H

ト
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
と
い
わ
れ
て
、 

ク

レ

ム

リ

ン

の
建
物
が
無
神
論
を
標
榜
す
る
政
治
家
に
よ
っ
て
用
い
ら 

れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
う
い
う
宗
教
的
な
十
字
架
と
い
う
よ
う 

な
象
徴
は
邪
魔
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
最
初
思
っ
た
の
で
ご
ざ 

い
ま
す
が
、
い
っ
こ
う
に
邪
魔
に
さ
れ
て
い
る
様
子
は
な
く
、
ち
ゃ
ん 

と
付
い
て
お
り
ま
す
し
、
夜
に
な
り
ま
す
と
ご
丁
寧
に
照
明
ま
で
さ
れ 

て
お
り
ま
す
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う

こ

と

な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
囊
が
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
、
建
物
の
単 

な
る
飾
り
、記
号
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
ベ
つ
に
邪
魔
に
も
な 

ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
い
よ
り
は
娠
や
か
で
、
建
物
の
装
飾 

と
し
て
あ
っ
た
方
が
よ
ろ
し
い
と
、
い
う
く
ら
い
の
こ
と
で
残
さ
れ
て



い
る
の
か
な
あ
、
と
も
思
い
ま
し
た
。

下
町
へ
出
て
散
歩
な
ど
し
て
お
り
ま
す
と
、
あ
る
時
こ
う
い
う
情
景 

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
寒
い
時
で
し
た
け
れ
ど
も
、
境
内
に
雪
が
残
っ
て 

い
る
小
さ
な
教
会
が
町
な
か
に
ご
ざ
い
ま
し
た
。
気
が
付
き
ま
す
と
道 

路
の
向
こ
う
側
で
、
お
婆
さ
ん
が
そ
の
教
会
の
十
字
架
の
方
を
仰
い
で 

十
字
を
切
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
無
心
に
十
字
を
切
っ

て

お

ら

れ

る
 

姿
を
目
に
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
情
景
を
見
ま
し
て
、
あ
あ
、
こ
の
お 

婆
さ
ん
の
心
の
中
に
は
十
字
架
が
宗
教
的
な
象
徴
と

し

て

生
き
て
い

る 

な
あ
、
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
い
ま
の
若
い
人
で
し
た
な 

ら
ば
、
単
な
る
木
で
で
き
た
建
物
の
飾
り
ぐ
ら
い
に
し
か
思
わ
な
い
の 

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
お
婆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
長
い
こ
と
聞
い 

て
き
た
教
え
を
そ
の
十
字
架
が
思
い
起
こ
さ
せ
て
、
そ
し
て
思
わ
ず
頭 

を
下
げ
て
、
そ
の
十
字
架
に
向
か
っ
て
礼
拝
し
て
十
字
を
切
る
と
い
う 

し
ぐ
さ
が
、
お
の
ず
か
ら
触
発
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す 

る
と
十
字
架
が
お
婆
さ
ん
に
あ
る
影
響
力
を
持
っ
て
い
る

こ

と

に

な

る

。 

そ
の
限
り
、
私
は
十
字
架
が
宗
教
的
な
象
徴
と
し
て
生
き
て
い
る
と
言 

え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
た
の
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
宗
教
的
な
、

一
種
の
象
徴
的
な
言
葉
は
、
他 

の
諸
々
の
称
え
言
葉
に
ま
さ
っ
て
長
い
長
い
間
、
日
本
人
の
間
に
用
い 

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
今
日
で
も
捨
て
去
ら
れ
る
と
い
う
気
配
は
ご
ざ
い 

ま
せ
ん
。
他
の
言
葉
に
ま
さ
っ
て

1

番
多
く
用
い
ら
れ
、
書
か
れ
て
お 

り
ま
す
が
、
何
故
だ
ろ
う
か
と
。
い
っ
た
い
何
が
そ
の
言
葉
を
維
持

.
 

存
続
せ
し
の
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
時
に 私

は
や
は
り
、
そ
の
言
葉
を
生
み
出
し
た
根
源
、
つ
ま
り
、
人
間
の
深 

い
宗
教
意
識
が
そ
れ
を
保
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

も
し
あ
る
時
代
に
、
こ
ん
な
く
だ
ら
な
い
言
葉
は
廃
棄
し
て
し
ま
え
、 

や
め
て
し
ま
え
と
言
っ
て
、
そ
れっき
り

こ

の

世
か
ら
姿
を
消
し
て
し 

ま

う
の
な
ら
と
も
か
く
で
す
ね
、
何
ら
か
の
機
縁
で
ず
っ
と
長
く
続
い 

て
い
る
。
私
は
そ
の
永
続
性
の
中
に
、
何
か
永
遠
性
、
そ
う
い
う
よ
う 

な
も
の
の
影
を
感
ず
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
っ
た
い
名
号
を
保
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
何
が
人
 々

に
名
号
と
い
う
も
の
を
保
持
せ
し
め
て
い
る
の
か
、
存
続
せ
し
め
て
い 

る
の
か
。
こ
の
世
の
も
の
は
み
な
無
常
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
変
化
し
て 

や
み
ま
せ
ん
、
に
も
拘
わ
ら
ず
変
化
し
て
や
ま
な
い
も
の
の
中
に
、
何
一 

か
恒
常
的
な
も
の
が
嚴
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
恒
常
性
、
常

住

性

と

8 

い
う
も
の
は
、
人
の
間
に
あ
る
徳
で
は
な
く
て
、
人
間
世
界
を
超
え
た
一 

世
界
に
属
す
る
徳
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
エ
タ
ー
ニ 

テ
イeternity

と
申
し
ま
し
よ
う
か
、
ア
ハ
イ
デ
イ
ン
グ
•
ネ
イ
チ
ヤ

ー

 

abiding 

nature

と
で
も
申
し
ま
し
よ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
世
界
を
超 

え
た
世
界
に
属
す
る
徳
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
そ
れ
が
名
号
と
い
う
も
の 

を
人
の
間
に
保
た
し
め
て
い
る
。
ユ
ン
ク
さ
ん
で
し
た
ら
集
合
的
無
意 

識
が
名
号
を
保
っ
て
い
ると
で

も
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
何
か 

こ
う
、
人
間
の
心
の
奥
底
の
何
者
か
が
支
え
て
い
る
と
申
し
ま
す
か
、

そ
ん
な
感
じ
が
す
る
の
で
ご
さ
.

ま̂
す
。

と
に
か
く
私
は
学
生
時
代
に
テ
イ
リ
ッ
ヒ
さ
ん
の
記

n
s

l

』

と
出
会
い
ま
し
て
、
し
き
り
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
名
号
の
こ
と



が
思
い
起
さ
れ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
ず
名
号
と
申
し
ま
す
と

「

南
無
阿
弥
陀
仏」

と

い

う

こ

と

で

すが
、 

こ
れ
は
発
音
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
意
味
は

「

阿
弥
陀
仏
に
南
無
す 

る
、
帰
依
し
奉
る

」

と
い
う
こ

と

でご
ざ
い
ま
す
が
、
中
心
は
ま
ず
阿 

弥
陀
仏
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
阿i

と
い
う
名
前
そ
の
も
の
が
私
は
非 

常
に
象
徴
的
に
富
ん
で
お
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
否
定
形
で

あ

る
こ
と 

に
J
1XI
づ
き
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

r

ア」

と
い
う
の
が
否
定
で
、 

「

ミ

夕」

と
い
う
の
が
、
限
ら
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
か 

ら

「

ア•

ミ
夕」

と
い
う
の
は
否
定
的
表
現
で
、

「

有
限
な
も
の
で
は 

な
い」

と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

無
限
な
る
も
の
を
表
わ
す
の
に
、
積

極

的

(

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ)

な
表
現 

を
し
ま
す
と
、
無
限
な
る
も
の
を
限
定
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
こ
と 

が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
無
限
な
る
も
の
を
表
わ
す
に
は
否 

定
的
な
表
現
に
限
る
。
ヴ
イ
ア
•
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
ァ

via 
negativa

と
申 

し
ま
す
か
、
否
定
的
な
表
記1

、
そ
れ
に
よ
つ
て
無
限
な
る
も
の
が 

ー
不
唆
さ
れ
る
、
ゆ
び
指
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。 

で
す
か
ら
ァ•

ミ
夕
と
い
う
名
前
そ
の
も
の
が
否
定
的
な
表
現
で
、
限 

ら
れ
な
い
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

フ
ァ
イ
ナ
イ
ト

finite

な
も
の 

じ
や
な
く
て
イ
ン
フ
イ
ニ
ッ
ト

infinite、

無
限
な
る
も
の
で
す
。

ア 

が
否
定
で
、
ミ
夕
が
限
ら
れ
た
も
の
の
意
、
つ
ま
り

「

限
ら
れ
ざ
る
も 

の」

、
そ
う
い
う
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
。

何
が
限
ら
れ
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
i

と
慈
悲
。i

と
慈 

悲
の
象
徴
で
あ
る
光
と
い
の
ち
が
限
り
な
き
も
の
、
そ
う
い
う
意
味
が 内

包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
ふ
つ
う
説
明
さ
れ
ま
す
。
光
は
智 

慧
を
象
徴
し
ま
す
。
暗
い
も
の
を
明
る
く
す
る
、
無
知
を
照
ら
し
出
す 

も
の
で
す
か
ら
、
智
慧
は
い
つ
で
も
光
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
ま
す
。
慈 

悲
の
方
は
い
の
ち
、
万
物
を
あ
た
た
め
は
ぐ
く
む
。
太
陽
で
申
し
ま
す 

と
、
光
と
熱
が
太
陽
に
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
光
の
方
が
智
慧
。 

熱
の
方
が
慈
悲
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
慈
悲
は
あ
た 

た
め
る
。
し
か
も
太
陽
の
場<^
ロは
、
光
と
熱
と
は
一
体
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

太
陽
か
ら
熱
だ
け
を
取
っ
て
し
ま
う
、
光
だ
け
を
残
す
、
と
い
う
こ
と 

も
で
き
ま
せ
ん
し
、
そ
の
逆
も
で
き
ま
せ
ん
。
太
陽
が
あ

る

とこ
ろ
、 

そ
こ
に
明
る
さ
と
熱
あ
り
、
こ
れ
は
一
体
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど 

ア
ミ
夕
は
そ
の
太
陽
の
よ
う
にi

•慈
悲
一
体
で
す
。
ア
ミ
夕
と
い 

う一

つ
の
言
葉
の
中
に
智
慧

•

慈
悲
の
一
体
性
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
9
 

い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

あ
る
カ

ト

リ

ッ

ク

の
作
家
が
、
お
雪
に
な
っ
た
も
の
の
中
に
、
我
 々

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ィ

H

ス
さ
ま
I
我
々
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
地
上
に
生 

を
享
け
て
、
神
の
言
葉
を
述
ベ
伝
え
ら
れ
た
ー
の
お
言

〗

巣
は
素
直
に
耳 

を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
と
こ
ろ
が
$

教
の
阿
弥
陀
と
い
う
あ 

の
仏
さ
ん
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
仏
さ
ん
か
。
人
問
の
想
像
の
産
物
で 

は
な
い
か
。
歴
史
性
も
な
い
。
あ
れ
は
、
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と 

人
間
が
想
像
し
て
考
え
出
し
た
仏
さ
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ど
う
し
て 

教
徒
は
真
面
目
に
、
そ
う
い
う
、
あ
る
か
な
い
か
分
か
ら
な
い
よ 

う
な
、
実_

に
乏
し
い
、
仏
さ
ん
を
真
面
目
に
拝
む
こ
と
が
で
き
る 

の
だ
ろ
う
か
、
と
、
そ
う
い
う
疑
問
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。



こ
れ
は
私
自
身
も
か
つ
て
抱
い
た
疑
問
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
な
る 

ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
、こ
う

思
わ
れ
る
の
も
、
ご
尤
も
で
あ
る
し
、
若
い 

人
で
も
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
き
続
け
て
お
ら
れ
る
方
が
あ
る
に
違
い 

な
い
、
と
そ
う
思
い
ま
し
た
。
で
も
後
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
聖
典
に
接 

し
た
り
、
お
話
を
聞
い
た
り
し
て
お
り
ま
す
う
ち
に
、
そ
う
で
は
な
さ 

そ
う
だ
と
、
い
う
こ
と
に
！上
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
と
申
し
ま
す
の
は
、 

例
え
ば
一
家
の
う
ち
で
一
人
病
人
が
出
ま
す
と
、
他
の
メ
ン
バ
ー
は
ど 

ん
な
に
健
康
で
も
、
あ
あ
か
わ
い
そ
う
に
、
早
く
良
く
な
っ
て
ほ
し
い 

と
、
い
う
よ
う
な
憐
れ
み
の
気
持
ち
が
自
然
に
起
こ
っ
て
ま
い
り
ま
す 

ね
。
こ
れ
が
愛
と
か
慈
悲
と
か
い
う
よ
う
な
心
の
表
わ
れ
だ
と
思
い
ま 

す
。そ

れ
は
誰
が
起
こ
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
は
主
体
を
立
て
ま 

せ
ん
で
縁
に
よ
っ
て
何
も
の
か
が
生
起
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
申
し
ま 

す

。
で
す
か
ら
縁
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
ご

ざ

い

ま

す

。
起
こ
さ
れ
た 

の
で
は
な
く
て
起
っ
た
の
でご

ざ

い

ま

す

。
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
総 

て
の
も
の
を
縁
起
の
こ
と
わ
り
で
も
っ
て
仏
教
で
は
語
り
ま
す
。
で
す 

か
ら
ひ
と
が
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
出
来
事
を
縁
と
し
て
い
ま
ま
で
ど 

こ
に
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
愛.

慈
悲
と
い
う
感
情
が
ど
こ
か
ら
と
も 

な
く
起
こ
っ
て
く
る
。
い
ま
ま
で
ど
こ
に
し
ま
わ
れ
て
お
っ
た
か
、
そ 

の
愛
•
慈
悲
心
は
ど
こ
に
存
在
し
た
か
は
誰
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
と
に 

か
く
条
件
が
整
え
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
急
に
現
わ
れ
出
て
く
る
。
そ 

し
て
苦
し
み
悩
ん
で
い
る
人
を
救
い
と
る
。
病
気
に
な
っ
た
人
は
、 

「

あ
あ
か
わ
い
そ
う
に
、
早
く
良
く
な
つ
て
ほ
し
い

」

と
い
う
、
そ
う

い
う
言
葉
を
通
じ
て
運
ば
れ
る
愛•慈
悲
に
接
し
ま
す
と
、
た
と
え
す 

ぐ
に
は
治
ら
な
く
て
も
、
か
な
り
救
わ
れ
た
思
い
が
す
る
ん
じ
ゃ
ご
ざ 

い
ま
せ
ん
で
し
よ
う
か
。

そ

う

し

ま
す
と
、
そ
の
愛.

慈
悲
とい
う

も
の
は
縁
によ

っ
て

起
こ 

る
。
縁
が
な
け
れ
ば
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い

か

の

よ

う

で
ご
ざ
い
ま
す 

が
、
縁
が
整
え
ば
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
起
こ
る
。
ィ
ン
ド
で
も
中
国
で 

も
日
本
で
も
、
特
定
の
場
所
に
限
定
さ
れ
ず
に
起
こ
る
。
お
釈
迦
さ
ま 

の
時
代
で
も
今
日
で
も
、
時
代
に
限
定
さ
れ
ず
に
起
こ
る
。
こ
れ
は
時 

代
と
場
所
に
制
約
さ
れ
ま
せ
ん
。
条
件
の
整
う
と
こ
ろ
、
い
つ
で
も
、 

ど
こ
で
も
起
こ
り
得
る
の
で
す
ね
。
特
定
の
条
件
な

し

、

で
す
ね
。
そ 

れ
が「

ア

ミ

夕」

と

い

う

こ

と

じ

ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
んで
し

よ

う

か

。

そ
れ
か
ら
慈
悲
と
い
う
の
は
、
人
に
楽
を
与
え
、
人
か
ら
苦
を
抜
く
、 

「

与
楽
抜
苦」

と
い
う
ふ
う
に
定
義
さ
れ
ま
す
。
仏
典
の
中
で
は
、
い 

つ
も「

抜
苦
与
楽」

か

「

与
楽
抜
苦」

と
定
義
さ
れ
ま
す
。
あ
る
い
は 

「

施
無
畏」

。
無
畏
を
施
す
、
畏
れ
な
き
を
施
す
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
愛 

と
か
慈
悲
を
表
現
い
た
し
ま
す
。
観
音
さ
ま
は
畏
れ
な
き
を
施
す
お
方 

と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
慈
悲
を
表
わ
し
ま
す
。

つ
ま
り
慈
悲
を
人
格 

化
し
て
観
音
さ
ま
と
い
う
ふ
う
に
申
し
ま
す
。
で
す
か
ら
観
音
さ
ま
と 

い
う
菩
薩
さ
ま
が
ど
こ
か
に
お
ら
れ
て
慈
悲
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で 

は
な
く
て
、
慈
悲
の
働
き
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
働
き
を
人
格
化
し
て 

観
音
菩
薩
と
、
こ
う
呼
ぶ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

日
頃
私
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
表
わ
し
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る 

神

•
仏
の
実
体
は
働
き
で
あ
っ
て
物
で
は
な
い
と
。
動
詞
で
あ
っ
て
名

— 10 —



詞
で
は
な
いと
。

と

こ

ろ

が一
般
世
間
で
は
阿
弥
陀
仏
と
い
い
ま
す
と

、 

ま
ず
名
詞
、

つ
ま
り
、
人
格
、
存
在
と
考
え
て
、
そ
の
阿
弥
陀
さ
ん
が 

智
慧
•
慈
悲
とい
う
働
き
を
持
っ
てお
ら

れ

る

と

、

そ

う

い

う

ふ
う
に 

考
え
ま
す
。
こ
れ
は
じ
つ
は
逆
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
智
慧
•
慈
悲
の
働 

き
そ
の
も
の
、
渾
然
一
体
と
な
っ
た
働
き
そ
の
も
の
を

「

阿
弥
陀」

と 

仮
に
呼
ぶ
わ
け
で
す
ね
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
体
は
働
き
な
の
で
す
。
物 

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
智
慧•
慈
悲
の
尽
き
な
い
働
き
で
す
ね
。
そ
れ 

を
ア
ミ
夕
、
尽
き
ざ
る
も
の
と
、
こ
う
呼
ぶ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で 

す
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
が
ど
こ
か
に
存
在
し
て
、
そ
の
方
が
智
慧 

と
慈
悲
を
溢
れ
る
ほ
ど
持
っ
てお

ら

れ

ると
い
う
の
で
は
な
く
て
、
智 

慧•

慈
悲
の
働
き
の
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
阿
弥
陀
さ
ん
が
お
ら
れ
る 

と
、
こ

う

い

うふ
う
に
い
う
の
で
す
。

「
仏
心
と
は
大
慈
悲
こ
れ
な
り

」 

『

観
無
量
寿
経』

。
仏
の
心
と
は
大
慈
悲
の
こ
と
で
あ
る
。
で
す
か
ら
大 

慈
悲
の
は
た
ら
き
の
み
ら
れ
ると

こ

ろ

、そ
こ
に
阿
弥
陀
さ
ん
がお
ら 

れ
る

と
言
っ
て
も

よ

ろ

し

いか
と
思
い
ま
す
。こ

れ

は「
神
は
愛
な
り」 

「

ヨ
ハ
ネ
伝」

と
い
う
表
現
を
耳
に
い
た
し
ま
す
と
、
神
さ
ま
と
い
う 

存
在
が
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
そ
の
方
が
愛
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と 

.
い
う
の
で
な
し
に
、
愛
の
働
き
出
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
神
様
が
い
ら
っ 

し
ゃ
る
と
、
本
来
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
思
う 

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

智
慧
の
働
き
は
人
の
心
を
真
理
に
目
覚
め
し
め
る
働
き
、
こ
れ
が
智 

慧
の
働
き
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
存
じ
ま
す
。
人
の
ロ
か
ら

「

な
る 

ほ
ど
！」

と
い
う
言
葉
が
出
た
時
、
そ
の
人
は
智
慧
の
働
き
に
触
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
の
ロ
か
ら

「

あ
り
が
と
う」

と
い
う
言
葉
が
出 

た
と
き
、
そ
の
人
は
慈
悲
の
働
き
に®

^
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
知
墨.' 

慈
悲
の
働
き
は
色.

形
•
姿
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
こ
に
も
あ
る
と 

は
感
知
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
働
き
が
人
に
及
ん
だ
反
応
は
聞 

い
た
り
見
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
慈
悲
の
働
い
た
証
拠
は

「

あ 

り
が
と
う」

と
い
う
言
葉
が
人
の
ロ
か
ら
出
た
時
。
そ
れ
か
ら

「

な
る 

ほ
ど」

と
い
う
言
葉
が
出
た
時
に
は
、
そ
れ
は
智
慧
が
働
き
出
て
、
そ 

の
人
に
触
れ
た
と
い
う
何
よ
り
も
の
証
拠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う

i 
o

そ
の
目
に
見
え
な
い
働
き
を
ゆ
び
指
す
の
に
、

「

無
限
な
る
も
の」

、 

「

ア

ミ

夕

」

と

い

う言
葉
を
当
て
た
の
で
あ
っ
て
、
阿

弥

陀

さ

ん

の

実

I 

体
は
智
慧
•
慈
悲
の
目
に
見
え
な
い
尽
き
ざ
る
働
き
、
そ
れ
を
人
格
化

n
 

し
て
阿
弥
陀
如
来
と
、
こ
う
申
し
あ
け
ま
す
。
そ

う

しま

す

と
人
*'
一
 

想
像
す
る
前
に
、
も
う
、
条
件
が
整
え
ば
働
き
出
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。 

想
像
す
る
手
間
も
要
ら
な
い
わ
け
で
す
。
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と 

い
う
思
い
も
不
要
で
す
。
条
件
が
整
え
ば
人
の
思
い
を
超
え
て
そ
こ
へ 

働
き
出
て
人
を
救
う
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
人
の
想
像
の
産
物
で
は
ご 

ざ
い
ま
せ
ん
。
智
慧
•
慈
悲
の
働
き
は
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
い 

う
、
人
の
想
像
の
産
物
で
は
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
人
が
想
像
す 

る
に
先
立
っ
て
、
条
件
が
整
え
ば
い
き
な
り
そ
こ
へ
働
き
出
て
人
を
救 

う
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏
は
想
像
の
産
物
で 

は
な
く
て
想
像
以
前
の
実
在
と
申
し
ま
す
か
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
、 

我
々
が
毎
日
体
験
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
智
慧
•
慈
悲
の
働
き
の
尽
き



ざ

る
姿
、
そ
れ
が
ア
ミ
夕
、
尽
き
ざ
る
も
の
、
と
仮
に
呼
ば
れ
た
だ
け 

で
あ
り
ま
す
。
事
実
が
先
、
名
前
が
後
で
ご
ざ
い
ま
す
。
阿
弥
陀
と
い 

う
名
前
は
仮
に
あ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
別
の
名
前
で
呼
ん
で 

も
い
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ア
ミ
タ
と
い
う
名
前
は
否
定
形
で
す
か
ら
、via 

negativa

で
す
ね
。 

無
限
な
る
も
の
を
有
限
の
形
で
呼
ぶ
と
限
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
で
す 

か
ら
否
定
の
形
で
表
わ
せ
ば
無
限
な
る
も
の
を
無
限
の
ま
ま
指
し
示
す 

こ
と
か
で
き
ると

い

うわ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
の
中
世
な
ど
で
も
、 

国
文
学
の
上
で「

好
き
で
好
き
で
し
ょ
う
が
な
い
、
大
好
き

」

と

い

う 

よ
う
な
表
現
は「

に
く
か
ら
ず」
と
、
こ
う
い
う
表
現
を
使
い
ま
す
ね
。 

そ

う

しま
す
と
、
こ

れ
だ
け
と
い

う
限
定
が
な
く
て
、
非
常
に
深
い
奥 

行
き
が
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
ま
す
。

「

好
き」
と

い

う

よ

り

も

「

に
く
か 

ら
ず」

の
方
が
表
わ
す
範
囲
が
大
変
広
い
と
思
い
ま
す
。
限
定
が
な
い 

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
限
定
な
き
も
の
を
表
わ
す
の
は
や
は
り
、
否
定 

的
な
表
現
の
方
が
よ
り
適
し
て
お
る
よ
う
で
す
ね
。
阿
弥
陀
と
い
う
名 

称
そ
の
も
の
に
は
、
そ
う
い
う
否
定
的
な
表
現
を
宿
し
て
い
る
と
い
う 

特
色
か
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら『

ィ
エ
ス
の
御
名
を
称
え
る

』

を
翻
訳
し
ま
し
て
、
あ
と 

か
ら
い
ろ
ん
な
方
か
ら
ご
意
見
を
聞
か
し
て
頂
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中 

で
改
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
浄
土
教
徒
は

「

念
仏」

ひ
と 

つ
を
唯
一
の
実
践
の
行
と
い
た
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
行
は
諸
業
と 

か
雑
行
と
か
い
っ
て
、
浄
土
往
生
の
ま
さ
し
き
道
と
は
考
え
ま
せ
ん
。 

あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
補
助
的
の
も
の
と
み
な
し
ま
す
が
、

「

イ
エ
ス
の

祈
り」

は
キ
リ
ス
ト
教
の
各
宗
派
で
用
い
る
唯
一
の
実
践
行
で
は
な
い 

よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。そ
う
申
し
て
よ

ろ

し

い

で

し

ょ

う

か
。
真
言
、 

天
台
、
禅
な
ど
仏
教
の
多
く
の
宗
派
に
通
ず
る
唯
一
の
実
践
行
と
い
う 

点
に
念
仏
と
い
う
も
の
の
特
色
が
あ
る
よ
う
で
す
。
わ
け
て
も
浄
土
系 

の
宗
派
で
は
他
の
行
に
優
先
し
て

「

南
無
阿
弥
陀
仏」

と
唱
え
る
行
が 

中
心
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
プロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
方
々
は
い
か
が 

で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
ィ
エ
ス
の
御
名
を
朝
か
ら
晚
ま
で
、
称
名
と
共
に 

寝
起
き
す
る

、

そ

う

い

う

よ

う

な

こ

と

が

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の 

点
、「

朝
な
朝
な
仏
と
共
に
起
き
、
夕
な
夕
な
仏
と
共
に
臥
す

」

と
い 

う
よ
う
な
表
現
が
、
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
称
名
念
仏
で
す
。

「

行 

住
坐
臥
に
念
仏
申
す
も
の
べ
き
な
り

」

、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
位
置
に
一 

あ
る
称
名
は
、
こ
れ
は
や
は
り
浄
土
教
の
一
番
の
特
性
と
申
し
て

よ

ろ

12 

し
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

一
 

そ
れ
か
ら
称
名
念
仏
と
い
え
ば
、
思
い
出
す
こ
と
が

1

つ
ご
ざ
い
ま 

す
。
以
前
私
は
、
し
ば
ら
く
山
科
に
住
ん
で
お
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま 

す
。
そ
の
時
に「

も
の
み
の
塔」

の
信
者
の
方
で
し
た
が
、
近
所
の
ご 

婦
人
一
一
人
が
来
ら
れ
て
、
雑
誌
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
と
勧
め
ら
れ
ま
し 

た
。
何
気
な
し
に
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
神
さ
ま
の
お
名
前
に
関
し
て
、 

た
ま
た
ま
持
っ
て
来
ら
れ
た
号
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
変
興 

味
を
覚
え
ま
し
た
。

「

信
者
に
は
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
会
員
に
な
り 

ま
す
，

」
と
返
事
を
し

ま

し

た

。日
本
語
よ
り
は
英
語
の
方
が
い
い
と
思 

い
、
す
ぐ
に
申
し
込
み
ま
し
た
ら
、
ニ
ユ
ー

ヨ

！

クか

ら

機_

を
送
っ 

て
く
だ
さ

い

ま

し

た

。
神
さ

ま

の御
名
に
関
す
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ



ま
し
て
、
大
変
い
い
勉
強
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
毎
号
き
ち
っ
と
送 

ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
あ
る
時
、
も
う
こ
れ
く
ら
い
に
し
よ
う
と
思
い 

ま
し
て
、
葉
書
に「

こ
れ
で
購
読
を
止
め
ま
す

」

と
書
い
て
送
り
ま
し 

た
ら
、
そ
れ
っ
き
り
来
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
雑
訪
か
ら
神 

の
御
名
に
関
す
る
こ
と
を
ず
い
ぶ
ん
学
ん
だ
よ
う
に
思
い
ま
す

C

「

神
の
名
を
み
だ
り
に
唱
え
て
は
い
け
な
い

」

と
い
う
こ
と
が
モ
ー 

セ
の
十
戒
の
第
三
に
あ
り
ま
す
そ
う
で
す
ね
。
本
当
に
神
の
み
名
と
い 

う
も
の
は
大
変
、
神
璧
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
東
西
を
問
わ
な
い 

と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
人
の
実
名
は

「

い
み
な」

と
申
し
ま
し
て
、 

そ
の
人
に
向
か
っ
て
そ
の
名
を
言
う
こ
と
を
忌
む
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

そ
れ
で
、
そ
の
方
の
本
名
、
実
名
を
い
み
な
と
申
し
ま
し
て
、
別
の
名 

前
を
も
っ
て
呼
ぶ
の
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
み
な
と
い
う
意 

味
は
、
直
接
名
指
し
て
そ
の
人
に
向
か
っ
て
言
う
こ
と
を
忌
み
、
さ
け 

る
の
で
、
本
名
の
こ
と
、
実
名
の
こ
と
を
さ
す
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら 

日
常
の
会
話
で
も
、
他
の
方
と
お
話
を
し
て
お
っ
て

「
お
た
く
さ
ま」 

と
い
わ
れ
る
時
、
言
葉
の
意
味
は

「

あ
な
た
の
住
ん
で
い
ら
っ
し
や
る 

家」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
家
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、 

住
ん
で
い
る
人
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
直
接
に
名
前
を
用
い
る 

こ
と
に
は
非
常
に
重
要
な
意
味
があ

る

よ

うで
ご
ざ
い
ま
す
。
名
指
し 

で
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
相
手
の
悪
口
を
い
う
、
の
の
し
る
、
こ
と
は
も 

と
よ
り
、
あ
る
意
味
で
相
手
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
そ
う
い
う
意
味 

も
含
ま
れ
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。

私
の
寺
に
妙
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
进
气
真
言
の
お
寺
だ
つ た

ら

しい
ん
で
す
ね
、

「

雷
よ
け
の
お
守
り

」

と
い
う
の
が
、
小
さ
な 

巻
物
で
伝
わ
っ
て
お
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
お
寺
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
も 

の
が
あ
る
の
か
し
ら
と
私
、
以
前
か
ら
不
思
議
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
中
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
開
け
て
み
ま
す
と
、
滅
多
に 

使
わ
な
い
漢
字
が
ず
ら
っ
と
並
ん
で
い

る

。

こ
れ
は
真
言
陀
羅
尼
だっ 

た
の
で
す
ね
。
そ
の
意
味
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と

発
#!

し
て
み 

ま
す
と
、
意
味
の
分
か
ら
な
い
発
音
に
な
る
わ
け
で
す
。
長
い
間
分
か 

ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
時
に

『

金
光
明
最
勝
王
経

j

の
中
に
あ 

る
陀
羅
尼
で
あ
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
東
西
南
北
の
雷
の
神 

さ
ま
の
名
前
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

密
教
に
よ

り

ま

すと
、
東
西
南
北
に
雷
の
神さ

ま

が

お

ら

れ

て

、

み
一 

ん
な
違

う
お
名
前
な
の

で

す

。

つ

ま

り
四
人
の
雷
の
神さ

ま

が

お

ら

れ

2

 

る
わ

け

で

す

ね

。
そ
し
て
そ
の
名
前
を
呼
ぶ
と
、
雷
の
恐
怖
に
お
の
の
一 

い
て
い
る
人

が
恐
怖
か
ら
ま

ぬ

が

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

つ

ま

り

雷
の 

神
を
制
す
る
意
味
、
遠
ざ
け
る
意
味
、
そ

う

い

う意
味
が
あ
る
ら
し
い 

の

で

すね
。
つ

ま

り雷
が
ゴD

ゴ
ロ
鳴
っ
て
い
る
時
に
、
そ
の
雷
の
神 

さ

ま

に向
か
っ
て
名
指
し
で
呼
ぶこ
と

に

な

る

わ

け

で

す

ね

。

そ

れ

が 

雷
よ
け
の
呪
文
に
な
っ
て
お
るわ

け

で

、な
か
み
は
雷
の
神
さ
ま
の
名 

前
だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

名
指
し
で
相
手
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
相
f

け
ん
制
す
る
意
味
が 

あ
る
の
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
名
前
と
い
う
も
の
の
持
っ 

て
い
る
威
力
と
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
名
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ 

に
な
い
も
の
ま
で
も
現
実
化
さ
せ
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
わ
す
と
こ
ろ



の
も
の
に
実
在
性̂
与
え
る
、
そ
う
い
う
力
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
例
え 

ば
「

梅
干
し」

と
い
う
こ
と
ば
を
発
音
し
ま
し
た
だ
け
で
ロ
の
中
に
唾 

液
が
溢
れ
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
に
梅
干
し
は
な
い
の
で
す
。
と
こ 

ろ
が
名
前
を
言
う
だ
け
で
人
に
あ
る
変
化
を
た
し
か
に
起
こ
す
。
こ
れ 

は
名
前
の
持
っ
て
い
る
一
種
の
威
力
と
申
し
ま
す
か
、
あ
る
種
の
力
に 

違
い
な
い
。
現
実
に
な
い
も
の
を
現
実
化
す
る
と
、
そ
う
い
う
力
を
名 

前
と
い
う
も
の
は
帯
び
て
お
る
と
申
せ
ま
す
ね
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
を

「

名
号」

と

申
し
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は 

名
と
号
を
区
別
さ
れ
ま
し
て
、
名
の
方
は
因
の
位
、
号
の
方
は
果
の
位 

と
さ
れ
ま
す
。「

因
の
位
を
名
と
言
い
、
果
の
位
を
号
と
言
う

」

と
、 

そ
う
い
う
定
義
を
与
え
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
名
と
は
何
か
と
申
し
ま
す 

と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
文
字
に
書
か
れ
た
ア
ミ
ダ
仏
の
名
で
、
自 

分
と
対
象
的
に
向
こ
う
に
お
か
れ
た
名
詞
と
し
て
の
名
で
す
ね
。
号
と 

い
う
の
は
、
そ
れ
を
人
が
発
音
し
た
時
、
そ
れ
が
号
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

で
す
か
ら
名
と
号
と
を
親
鸞
聖
人
は
区
別
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
因
果 

関
係
を
見
て
お
ら
れ
ま
す
。
南
無
阿
：

^

仏
と
い
*
差
号
が
口
に
の
ぼ
っ 

た
時
、
名
が
号
に
な
る
の
で
す
。

よ
く
、
浄
土
教
を
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
外
国
の
方
な
ど
に
お
会 

い
し
ま
す
。
真
っ
先
に
訊
か
れ
る
こ
と
は

「

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
意 

味
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か

」

と
い
う
こ
と
で
す。n

a
m
u
a
m
i
d
a
b
u
t

 

S
と
こ
う
ロー

マ
ナ
ィ
ズ
さ
れ
て
印
刷
さ
れ
て
お
り
ま
す
と
、
い
つ
た 

い
ど
う
い
う
ふ
う
に
発
音
し
た
ら
い
い
か
で
す
ね
、
と
て
も
む
つ
か
し 

い
言
葉
を
日
本
の
浄
土
教
徒
は
発
音
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ら
し
い
の で

す
が
、
実
際
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
、

一
般
の
信
徒
の
方
な
ん
か
は 

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ

」

と
、
こ
う
四
角
四
面
に
と
な
え
る
時
は
極
め
て 

ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
儀
式
の
時
く
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
ふ
だ
ん 

は「

ナ
ム
マ
ン
ダ
ブ
ツ

」

と
言
わ
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
し
、

「

ナ
ム
マ 

ン
ダ
I」

と
言
わ
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。

「

ナ
—

T
丨
、
ナ
—

T
丨」

、 

と
言
わ
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。
実
際
は

r

ナ
ー
マー

ダー
」

が
ふ
つ
う 

で

す

ね

。

そ

し

て

法

話

な

ど

を

聞

き

ま

す

場

合

も

「

ナ

ー

マ

ー

ダ

ー

、

ナ
！
マ
！
ダー」

と

、

そ

の

よ

う

に

発

^
^
曰
し
な
が

ら

聞

い

て

い

る

場

八

ロ 

が
多
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
い
わ
ば

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ

」

が
お
お 

も
と
、
つ
ま
り
、
最
も
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
、
ふ
だ
ん
一
般
に
行
な
わ 

れ
て
い
る
形
、
人
の
口
に
の
ぼ
る
形
は

「

ナ
ム
マ
ン
ダ
ー」

、r

ナ
ー」

、

一
 

そ
う
い
っ
た
形
が
ふ
つ
う
な
の
で
す
ね
。
そ
の
一
番
単
純
化
さ
れ
た
形

14 

を
さ
し
て
、「

称
え
や
す
く
保
ち
や
す
い

」

と
言
う
ん
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま一

 

せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

「

称
え
や
す
く
保
ち
や
す
い

」

と
い
う
の
は
、r

ナ
ー
ナ
！」

の
形 

の
念
仏
で「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
プ
ッ

」

と
い
う
の
は
こ
れ
は
、
舌
を.
か
ん
で 

し
ま
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
難
行
苦
行
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「

ナ

ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ」

は

も

と

も

と

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト
の
発
音
で
ご 

ざ

い

ま

す

。発
^
曰̂
だ
け
で
意
味
が
分
か
ら
ず
称
え
て
お
る
と
、
そ
の
言 

葉
そ
の
も
の
の
中
に
摩
訶
不
思
議
な
力
が
宿
っ
て
お
る
、
つ

ま

り

、困
っ 

た
時
に
そ
れ
を
称
え
れ
ば
、
い
ま
自
分
が
陥
っ
て
い
る
困
難
か
ら
救
わ 

れ
る
、
何
か
そ
う
い
う
魔
の
力
が
竜
っ
て
い
る
呪
文
と
し
て
の
み
受
け 

取
ら
れ
る
お
そ
れ
があ

り

ま

す

。



と
こ
ろ
が
親
鷥
聖
人
は

「

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来

」

と
、「

ナ
ム 

ア
ミ
ダ
ブ
ッ」

の
意
味
を
表
わ
し
だ
し
て
い
ま
す
ね
。
天
親
菩
薩
か
ら 

こ
の
言
葉
を
借
り
て
こ
ら
れ
た
。

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ

」

と
い
う
妙
な 

言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
天
親
菩
薩
の

『

浄
土
論』

か
ら
借
り
て 

こ
ら
れ
て
、
そ
し
て

「

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来

」

、「

十
方
を
貫
く
無 

碍
な
る
光
の
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る

」

そ
れ
が
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ 

の
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
意
味
を
表
わ
し
た
十
字
の 

名
号
を
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

ま

た「

南
無
不
可
思
議
光
如
来

」

と
も
表
わ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は 

道
綽
禅
師
の『

安
楽
集』

か
ら
引
か
れ
ま
し
た
。

「

南
無
不
可
思
議
光 

如
来」

と
い
う
九
字
の
名
号
も

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ

」

と
い
う
サ
ン
ス 

ク
リ
ッ
ト
の
音
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
ふ
う
に
、
十
字
と
九
字
の 

名
号
を
同
時
に
用
い
ら
れ
て
、
発
音
だ
け
に
頼
ら
ず
に
意
味
を
周
知
徹 

底
せ
し
め
る
方
法
を
と
ら
れ
ま
し
た
。

一
方
イ
エ
ス
の
御
名
を
唱
え
る
と
い
う
場
八

a

に
、
そ
の
意
味
は「

お 

お
、
イ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
よ
、
罪
人
我
を
憐
み
た
ま
え

」
で
、
英
語
で 

は 

〇
h.
 Lo

r
d

 

J
s
u
s

 

Christ, 

have 

m
e
r
e
v

 

Ux3
0

n m
e

 
a 

si 
n
s
r
"

で
あ
る
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
。
意
味
を
表
わ
し
出
せ
ば
、 

「

お
お
、
イ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
よ
、
罪
人
我
を
憐
み
た
ま
え

」

、
そ
う
い 

う
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
唱
え
ら
れ
る 

時
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
、

「

キ
リ
エ
•
エ
レ
イ
ソ
ン」

と
い
う
ふ
う
に
唱 

え
る
そ
う
で
す
。
ず
っ
と
早
く
唱
え
ま
す
と
、

「

ク
レ
イ
ソー

」

に
な 

る
わ
け
で
す
。
ク
レ
イ
ソ
ー
に
な
つ
た
か
ら

「

キ
リ
エ
•
エ
レ
イ
ソ
ン」

で
な
く
な
つ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

「

ク
レ
イ
ソ
I」

と
唱
え
て
、
殆
ど
呼
吸
と
同
一
化
し
て
も

「

キ
リ
エ
•

エ
レ
イ
ソ
ン

」

 

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
フ
ツ

」

も

「

ナー
」

に
な
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、

「

ナ
ム
ア

ミ
ダ
ブ
ッ」

で
な
く
な
つ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
ご
ざ 

い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

「

ナ
ム
ア

ミ
ダ
プ
ッ」

が
漢
字
で
申
し
ま
す
と
最 

も
フ
ォー

マ
ル
な
措
書
。
あ
る
い
は
篆
書
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。 

漢
字
に
は
五
種
類
、
字
体
の
種
類
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
篆
書
と
い
う
判 

子
に
用
い
ら
れ
る
文
字
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
隸
書
。
全
部
で 

篆
書
、
隸
書
、
楷
書
、
行
書
、
草
書
、
と
あ
り
、
だ
ん
だ
ん
と
簡
略
に 

な
っ
て
、
最
も
早
く
書
け
る
よ
う
な
草
書
に
ま
で
至
り
ま
す
。
し
か
し
一 

同
一
の
文
字
が
ど
れ
で
表
わ
さ
れ
て
も
、
そ
の
文
字
で
あ
る
こ
と
に
変

15 

わ
り
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
フ
ッ

」

で
も
、「

ナ
一 

ム
マ
ン
ダ
フ
ツ」

で
も
、「

ナ
^

マ

ー

ダ

ー

」

で

も

、

「

ナ

^」

で
も
、

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ
プ
ツ

」

で
あ
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
も
変
わ
り
な
い
わ 

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら「

キ
リ
エ
•
エ
レ
イ
ソ
ン

」

が

「

ク
レ
イ
ソ
ー」

に
な
つ 

て
、
遂
に
は
自
分
の
呼
吸
、
出
す
息
、
吸
う
息
と
同
じ
く
同
一
化
さ
れ 

て
し
ま
つ
て
も
や
は
り
、
そ
れ
は

「

ジー

ザ
ス
•
プ

レ

ア
-
-

」

と

言

わ 

れ
得
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
関
係
が
長
短
の
念
仏
の
間
に
み
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら 

一
番
簡
略
化
さ
れ
た
形
を
と
ら
え
て

「

唱
え
や
す
く
保
ち
や
す
い

」

と 

い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
の
だ
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。



イ
ン
ド
教
で
はr

才
1
ン」

と

い

う唱
え
言
葉
があ
り

ま

す

。ラ
ー 

マ
と
か
ク

リ

シ

ュ

ナ—u

か
、
イ
ン
ド
教
の
神
々
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。 

そ

う

い

う方
々
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
名
前
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る 

よ
う
で
す
が
、
共
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
聖
な
る
音
、
こ
れ
は
イ
ン
ド 

教
で
はr

才
丨
ン」
と

い

う音
と
聞
い
て
お

り

ま

す

。こ
れ
はa

t
u
 

と
11
1
の
音
を
含
ん
で
い
ま
す
。a
が
物
事
の
始
ま
り
で
、m
が
物
事
の 

終

わ

り

。

ア

ル

フ

ァ

と

オ

メ

ガ

に

当

た

り

ま

す

。

あ

る

い

は

a
は
誕
生
、
 

m
は
臨
終
に
相
当
しま

す

。U
が
こ
の
中
間
の
意
識
とい
わ

れ

ま

す

。 

物
事
の
始
め
と
終
わ
り
は
、
柏
犬
さ
ん
の
場
合
は
阿
と
呻
で
す
。

柏
犬
さ
ん
は「

阿」

と
い
う
ロ
を
開
い
た
形
と
、

「

呻」

と
ロ
を
閉 

じ
た
形
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
れ
は
や
は
り
ア
ル
フ
ァ
と
才
メ
ガ
に
当
り
、 

物
事
の
始
め
と
終
わ
り
を
示
し
て
い
ま
す
。
「

阿」

が
誕
生
で「

呻」

が
息
を
引
き
と
る
臨
終
な
の
で
す
ね
。

で
、
意
識
で
申
し
ま
す
と
、a
が
最
も
覚
醒
し
た
、
醒
め
て
い
る
意 

識
、
m
が
熟
睡
し
て
い
る
意
識
、U
が
そ
の
中
間
な
の
で
す
。
睡
眠
で 

な
く
て
催
眠
状
態
で
す
ね
。
半
覚
半
睡
で
す
。
こ
れ
ら
の
意
識
を
全
部 

含
ん
で
い
る
も
の
が
才

—

ン
と
い
う
聖
な
る
音
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い 

ま
す
。

『

大
無
量
寿
経』

の
梵
本
の
一
番
は
じ
め
はr

才
丨
ン」

と

い

う言 

葉
で
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
教
の
聖
典
で
な
く
、
仏
教 

の
聖
典
な
の
に
、
ど
う
し
て

r

才
丨
ン」

と

い

う音
で
始
ま
る
の
か
私
、 

長
い
こ

と
疑
問
に
思
つ
て
お
り
ま
し
た
が
、こ
こ

にも
何
か
深
い
わ
け 

が
あ
り
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

以
前
私
、
陀
羅
尼
と
マ
ン
ト
ラ
と
念
仏
の
つ
な
が
り
で
ご
ざ
い
ま
す 

が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
ろ
い
ろ 

考
え
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
時
、
私
の
友
人
で
真
言
宗
の
人
で 

す
け
れ
ど
も
、こ
う

い

う

こ

と

を
私
に
話
し
て
く
れ
たこ
と

がご
ざ
い 

ま
す
。
そ
れ
は『

聖
書』

の
中
に「

グ
ロ
ッ

ソ

レ

ー

リ

ア

」

と

申

し

ま
 

す
か
、r

異
言」

と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
と
。
私
は
実
際
に
異
言
を 

発
し
て
い
る
方
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
友
人
は
大 

変
物
好
き
な
人
で
し
て
、
原
始
福
音
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
が
ご 

ざ
い
ま
す
が
。
時
ど
き
富
士
山
、
高
野
山
と
か
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
集 

会
が
行
な
わ
れ
ま
す
そ
う
で
す
ね
。
で
、
そ
の
集
会
に
一
度
行
っ
た
こ 

と
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
何
か
、
ハ

ー

ッ
と
あ
る
一 

精
神
状
態
に
入
り
ま
す
と
、
自
動
的
に
言
葉
が
出
て
く
る
の
だ
そ
う
で

16 

す
ね
。
 

一
 

友
人
が「

そ
う
い
え
ば
大
乗
経
典
を
見
渡
す
と
、
大
き
な
経
典
の
中 

に
必
ず「

陀
羅
尼
品」

と
い
う
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う

」

と
。「

陀
羅
尼 

品」

の
中
に
は
陀
羅
尼
が
た
く
さ
ん
出
て
い
る
と
い
う
の
で
す
ね
。
あ 

の
陀
羅
尼
と
い
う
の
は
、
人
が
頭
で
考
え
て
作
り
出
し
て
綴
っ
た
も
の 

で
は
な
く
て
、
あ
れ
は
何
か
宗
教
的
な
ィ
ン
ス
ピ
レ
！
シ
ョ
ン
が
も
と 

に
な
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
自
然
発
生
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
ね
。
お
の 

ず
か
ら
出
て
き
た
言
葉
、
そ
れ
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。 

で
す
か
ら
陀
羅
尼
は
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
生
じ
た
も
の
。
自
然
発 

生
と
で
も
申
し
ま
す
か
。
そ
の
も
と
は
ど
こ
か
知
り
ま
せ
ん
が
と
に
か 

く
、
あ
る
ィ
ン
ス
ピ
レI
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
人
の
口
に
の
ぼ
る
。
そ
れ



で
「

陀
羅
尼
品」

と
い
う
の
は
大
乗
経
典
の
中
に
はか

な

り

あ

り

ま

す

。 

『
法
華
経』

に

も『

金
光
明
経』

に

も

ご

ざ

い

ま

す

ね

。

陀
羅
尼
だ

け
 

の
章
が
あ
る
の
で
す
。

「

ィ
ン
ド
教
、
仏
教
で
い
う
陀
羅
尼
、
真
言
と
、 

念
仏
と
何
か
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

」

と
、
そ
の
友
人
が
申 

し

て

おっ
た

こ

と

が

ご

ざ

い

ま

す

。

私
、
グ
ロ
ッ
ソ
レ

ー

リ
ア
と
い
う
も
の
が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も 

の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
中
で
の
位
置
と
か
意 

味
と
か
、
そ
れ
の
表
れ
て
き
た
歴
史
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
、
あ
ま 

り
詳
ら
か
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
す
が
、
何
か
古
代
に
生
じ
た
真
言
陀 

羅
と
グ
ロ
ッ
ソ
レ
ー
リ
ア
と
何
か
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か 

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

念
仏
は
宗
学
な
ん
か
に
よ
り
ま
す
と
陀
羅
尼
と
は
、
は
っ
き
り
違
う 

と
さ
れ
て
い

ま

す

。

「

念
仏
は
陀
羅
尼
で
は
な
い
、
真
言
で
は
な
い
、

」 

と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
呪
文
と
い
う
よ
う
な
言
葉 

で
連
想
さ
れ
る
真
言
陀
羅
尼
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
ご

ざ

い

ま

す

。
そ 

れ
で
は
全
く
つ
な
が
り
が
な
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
私
は
何
か
あ
る
よ 

う
に
思
う
の
でご

ざ

い

ま

す

。そ
の
こ
と
に
関
し
ま
し
てち

よ
っ

と

申 

し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ダ
ラ
ニ
と
い
う
言
葉
は
サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト 

語
で
語
根
が「

保
つ」

と
い
う
意
味
を
も
つ
臣
ー
か
ら
由
来
す
る
言
葉 

で
す
。dhi

と
い
う
語
根
か
ら
き
た
言
葉
が
陀
羅
尼
で
す
ね
。
も
う
ひ 

と
つd
h
a
r
m
a

 (

法)

と
い
う
言
葉
も
同
じ
語
根
か
ら
派
生
し
て
い
ま 

す
。
こ
ち
ら
は「

任
持
自
性
軌
生
物
解

」
(

そ
れ
自
体
の
特
質
を
も
っ
て 

い
て
物
を
理
解
する
た
め
の
尺
度
と
な
る

)

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
解

釈
さ
れ
、
そ
の
意
味
を
簡
略
に

「

総
持」

と
表
わ
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
発
音
を
と
っ
て

「

ダ
ラ
ニ」

と
言
い
、
意
味
を
と
っ
て 

「

総
持」

と
す
る
の
で
す
。
能
登
半
島
に
あ
る
道
元
禅
師
ゆ
か
り
の
曹 

洞
宗
の
お
寺
に
総
持
寺
と
い
う
古
い
お
寺
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
総
持
と 

い
う
言
葉
は
短
い
言
葉
の
中
に
深
い
、
あ
る
い
は
豊
か
な
真
理
を
そ
っ 

く
り
保
持
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
総
持
の
持
は
何
を
保
つ
か
と 

申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
深
い
豊
か
な
意
味
で
、
そ
れ
を
短
い
言
葉
の
中 

に
保
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

真
言
陀
羅
尼
の
意
味
は
、
短
い
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
唱
え
る 

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
聞
い
た
も
ろ
も
ろ
の
教
え
が
甦
っ
て
く
る
。 

こ
こ
で
そ
の
言
葉
を
、
豊
か
に
保
っ
て
い
る
も
の
と
、
い
う
ふ
う
に
考 

え
る
わ
け
で
す
。

ダ
ル
マ
は
個
々
の
事
物
を
意
味
い
た
し
ま
す
し
、
ま
た
真
理
そ
の
も 

の
、
法
、
教
え
を
意
味
い
た
し
ま
す
。

一
方
ダ
ラ
ニ
と
い
う
言
葉
の
語 

源

は「

法」

と
同
じ
くdhi

で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
ん
心
に
受
け
取
ら 

れ
た
も
の
が
失
わ
れ
な
い
で
、
心
の
奥
底
に
し
ま
わ
れ
て
い
る
と
い
う 

こ
と
、
確
実
に
保
た
れ
て
い
る
さ
ま
を
示
し
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
信
徒
の
方
々
は
教
え
を
聞
く
こ
と
を
非
常
に
大
事
に
さ 

れ
、
教
え
を
聴
聞
す
る
時
に
は

「

南
無
阿
弥
陀
仏」

を
称
え
な
が
ら
耳 

を
傾
け
ま
す
。
念
仏
と
共
に
聞
い
た
こ
と
は
、
念
仏
を
称
え
る
と
甦
っ 

て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
度
聞
い
て
も
そ
の
場
所
を
出
る 

頃
に
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
何
を
聞
い
た
か
、
思
い
出
せ
な 

い

こ

とが
多
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
全
部
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
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と
思
い
ま
す
と
や
は
り
、
肝
腎
か
な
め
の
も
の
は
心
の
奥
底
に
と
ど
ま
っ 

て
い
る
こ
と
が
あ
と
で
わ
か
り
ま
す
。
忘
れ
去
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い 

う

こ

とが
分
か
る
の
は
、
あ
と
で
思
い
出
さ
れ
る
と
き
で
す
。
南
無
阿 

弥
陀
仏
と
受
け
取
っ
た
も
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
共
に
よ
み
が
え
る
。 

そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
念
仏
に
は
、
聞
い
た
こ 

と
を
心
の
奥
底
に
し
ま
い
こ
む
、
そ
し
て
確
実
に
保
つ
、
そ
う
い
う
働 

き
が
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
働
き
が

「

陀
羅
尼」

で
す
。
私 

は
陀
羅
尼
と
は
、
念
仏
に
内
在
す
る
そ
う
い
う
働
き
で
あ
る
と
言
い
た 

い
の
で
す
。

働
き
と
し

て

みる
時
は
、
私
は
念
仏
に
は
陀
羅
尼
の
働
き
が
あ

る

と 

思
い
ま
す
。
お
念
仏
と
共
に
聞
い
た
教
え
は
決
し
て
失
わ
れ
ぬ
も
の
で 

す
。
そ
の
場
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
失
く
な
っ
た
よ
う
に 

思
え
て
も
、
じ
つ
は
心
の
奥
底
に
保
た
れ
て
い
て
、
何
か
の
機
縁
に
ふ 

れ
る
と
、
念
仏
と
共
に
ま
た
思
い
起
さ
れ
る
。
そ

う

い

う

こ

と

が
ご
ざ 

い
ま
す
。
で
す
か
ら
陀
羅
尼
と
念
仏
は
違
う
か
同
じ
か
、

と

い

う

よ

う
 

な
議
論
は
、
陀
羅
尼
を
も
の
と
し
て
考
え
る
と
、
生
じ
が
ち
で
す
が
、 

し
か
し
機
能
、
働
き
、
と
考
え
る
と
、
念
仏
は
ま

さ

にそ
れ
を
帯
び
て 

い
る
の
で
す
。

そ

う

しま
す
と
、
念
仏
は
陀
羅
尼
と
は
違
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、 

陀
羅
尼
の
機
能
は
間
違
い
な
く
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
真
言
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
真
言
宗
で
申
し
ま
す 

「

真
言」

の
こ
と
で
、
弘
法
大
師
が
お
開
き
に
な
り
ま
し
た
真
言
宗
の 

「

真
言」

の
も
と
の
言
葉
は「

マ
ン
ト
ラ」

で
す
。

マ
ン
ト
ラ
の
語
源

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

「

マ
ン」

は

「

考

え

る

」
「

思

う」

と

い

う

意

味

。 

「

ト
ラ」

は
英
語
で
申
し
ま
す
と

t
o
o
l
(「

用
具」「

手

だ
て

」
「

手

が

か

り

」 

「

き
っ
が
け」)

で
す
。
心
に
あ
る
ィ
メ

~

ジ
が
浮
ぶ
き
っ
か
け
と
な
る 

こ
と
ば
、
で
す
。
念
仏
を
称
え
ま
す
と
次
か
ら
次
へ
と
心
に
こ
と
ば
が 

出
て
く
る
。
思
い
浮
か
ぶ
。
英
語
で

「

リ
メ
ン
バ
ー」

と
い
う
言
葉
が 

ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
れ
に
ニ
つ
意
味
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

一
つ
は
憶
え 

込
む
。
記
憶
に
し
ま
い
こ
ん
で
、
忘
れ
な
い
、
そ
う
い
う
意
味
が
ご
ざ 

い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
思
い
起
す
。
既
に
学
び
知
っ
て
い
る
こ
と
、
い 

ま
念
頭
に
な
い
こ
と
が
念
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。
す
な
わ
ち
、

「

リ
メ 

ン
パ
ー」

と
い
う
英
語
の
言
葉
に
は
、
記
憶
す
る
、
忘
れ
な
い
で
お
く
、 

心
の
底
に
銘
記
す
る
と
い
う
、
意
味
と
、
も
う

一

つ
は
、
既

に

聞

い

たI 

こ
と
を
、
改
め
て
そ
の
場
に
甦
ら
せ
る
、

「

リ

コ
ー
ル」

と

い

う

意

味
18 

と
両
方
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
し
た
が
っ
て
英
語
の
リ
メ
ン
バ
ー
と
い
う
言
一 

葉

は「

ダ
ラ
ニ」

と

「

マ
ン
ト
ラ」

そ

の

一

1

つ
の
意
義
•
機
能
を
両
方 

兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ふ
つ
う
は
真
言
と
い
う
と
何
か
短
か
い
言
葉
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て 

い
ま
す
。
し
か
し
専
門
家
に
よ
り
ま
す
と
、
短
い
陀
羅
尼
、
長
い
真
言 

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

『

般
若
心
経』

の「

掲

帝

掲

帝

波

羅

掲

帝」

と
い
う
、
あ
あ
い 

う
ふ
う
な
言
葉
で
す
ね
、
あ
れ
は
マ
ン
ト
ラ

(「

真
言」)

で
す
が
、
別 

の
訳
語
で「

咒」

と
言
っ
て
い
ま
す
。

「

真
言」

と

「

陀
羅
尼」

は
し 

ば
し
ば
同
一
視
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
強
い
て
違
い
と
い
う
も
の
を
申
し 

ま
す
と
、
真
言
の
方
が
古
く
、

「

陀
羅
E-」

の
方
が
新
し
い
と
い
わ
れ



ま
す
。「

マ
ン
ト
ラ」

は
仏
教
以
前
か
ら
あ
り
、

「

ダ
ラ
ニ」

は
仏
教
以 

後
で
す
。
仏
教
が
始
ま
る
と
同
時
ぐ
ら
い
に
陀
羅
尼
が
出
現
し
、
マ
ン 

卜
ラ

の
方
は
も
っ
と
古
代
に
遡
ると

い

うふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

違
い
は
け
っ
し
て
長
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

マ
ン
卜
ラ

と

ダ

ラニ
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
受
け
取
り
ま
す
れ
ば
、
念 

仏
に
は
、
聞
い
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
心
の
奥
底
に
留
め
る
機
能
が
あ 

る
と
申
せ
ま
す
が
、
そ
れ
が
陀
羅
尼
的
な
機
能
で
す
。
ま
た
念
仏
に
は
、 

既
に.
聞
い
た
こ
と
を
念
頭
に
呼
び
起
す
マ
ン
卜
ラ
的
な
は
た
ら
き
も
あ 

る
と
申
せ
ま
す
。
そ
し
て
改
め
て
思
い
起
こ
さ
れ
た
教
え
に
よ
っ
て
新 

た
に
教
え
ら
れ
る
の
で
す
。
念
仏
が
身
に
つ
い
た
人
の
心
の
上
で
は
、 

こ
の
い
と
な
み
が

1

生
涯
持
続
さ
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
事
実
か
ら
考
え
ま
す
と
、
私
は
念
仏
に
は
明
ら
か
に 

陀
羅
尼
的
機
能
と
真
言
的
な
機
能
、
両
方
が
働
く
と
い
う
ふ
う
に
思
う 

わ
け
で
す
。
陀
羅
尼.

真
言
を「

物」

と
考
え
る
と
、「

念
仏」

と
同 

じ
か
、
違
う
か
、
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
み
戯
論
が
生
じ
ま
す
が
、
両
者 

を

「

は
た
ら
き」

「

機
能」

と
受
け
と
る
と
、
何
ら
問
題
は
な
い
よ
う 

に
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
よ
く
、
法
然
上
人
、
善
導
大
師
は
念
仏
申
す
こ
と
を
念
仏 

三
昧
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
三
昧
は
心
の
動
乱
が
去
っ
て 

心
が
鎮
ま
る
こ
と
で
す
が
、
鎮
ま
る
と
ど
う
な
る
か
と
申
し
ま
す
と
、 

鎮
ま
っ
た
心
に
智
慧
が
ひ
ら
め
く
の
で
す
。
智
慧
の
働
き
が
活
発
化
す 

る
。
最
も
心
に
智
慧
の
働
き
が
活
発
化
す
る
の
は
三
昧
の
心
で
ご
ざ
い 

ま
す
。
で
す
か
ら
三
昧
と
智
慧
は
定
慧
と
申
し
ま
し
て
、
定
と
慧
は
不 一

一
。
決
し
て
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
定

(

三
昧)

あ
る
と
こ
ろ
、
智 

慧
あ
り
、
智
慧
あ
る
と
こ
ろ
定
あ
り
、
そ
の
定
と
慧
は
不
二
で
あ
る
。 

そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
特
に
禅
宗
で
は
仏
さ
ま
の
智
慧
を
得 

た
い
な
ら
ば
、
得
よ
う
と
い
う
は
か
ら
い
を
放
棄
し
て
、
心
を
三
昧
に 

住
す
る
こ
と
が
肝
腎
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
三
昧
に
住
し 

た
心
に
智
慧
の
ひ
ら
め
き
が
活
発
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
定
慧
不
一
一 

と
い
う
こ
と
が
禅
宗
の
教
え
の
基
本
に
あ
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

念
仏
に
も
、
ひ
た
す
ら
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
人
の
心
を 

お
の
ず
か
ら
三
昧
に
導
く
機
能
が
備
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
念
仏 

三
昧
と
い
う
言
葉
で
表
現
い
た
し
ま
す
が
。
善
導
大
師
、
法
然
上
人
は 

「

三
昧
発
得
の
人」

、「

三
昧
の
徳
が
身
に
備
わ
っ
た
人

」

と

い

う

表

現I 

を
よ
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖
人
に
ま
い
り
ま
す
と

「

三

昧

発
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得」

と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
言
わ
れ
ま
せ
ん
。
経
文
な
ど
を
引
用
さ
一 

れ
る
時
に
は
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
あ
ま
り
言
わ
れ
ま
せ
ん
。
念
仏.

称 

名
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
既
に
三
昧
と
い
う
現
実
が
備
わ
っ
て
お
り
ま 

す
の
で
、
改
め
て
云
々
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に 

智
慧
の
開
ほ
う
が
あ
り
ま
す
ね
。
活
発
化
、
自
覚
が
盛
ん
に
な
る
、
そ 

う
い
う
こ
と
で「

智
慧
の
念
仏」

、「

念
仏
の
智
慧」

、
そ
う
い
う
こ
と 

も
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
明
ら
か
に
称
名
念
仏
に
は
称
え
る
人
の
心
を
お 

の
ず
か
ら
三
昧
の
住
せ
し
め
、
自
覚
を
促
が
す
、
そ
う
い
う
働
き
が
備 

わ
っ

て
お
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
つ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
私
、
あ
る
と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
こ
と
を
書 

き
ま
し
た
。
念
仏
と
い
う
の
は
仏
さ
ま
か
ら
衆
生
に
ふ
り
む
け
ら
れ
た



仏
さ
ま
へ
の
道
、■

、
そ
う
い
う
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
ろ
ん 

な
人
間
の
感
情
を
盛
り
得
る
器
で
も
あ
る
。
悲
し
い
時
に
は
悲
し
み
の 

器
に
な
り
ま
す
し
、
嬉
し
い
時
に
は
喜
び
の
器
に
な
り
、
あ
る
い
は

® 

悔
の
心
境
の
時
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
が
そ
の
ま
ま
懺
悔
で
あ
る
。
で
す 

か
ら
あ
ら
ゆ
る
感
情
を
盛
り
う
る
器
で
も
あ
る
。
時
に
は
助
け
て
く
れ 

と
い
う
悲
鳴
に
も
な
っ
て
下
さ
る
。

い
わ
ば
ア
ミ
ダ
さ
ま
は
、
そ
の
名
に
身
を
や
つ
し
て
、
こ
の
私
の 

所

に

ま

で

来

て

下

さ

っ

て

、

こ

の

私

を

救

い

と

り

た

も

う

と

。

こ

，
っ
い 

う
よ
う
な
こ
と
を
私
ど
こ
か
に
書
き
ま
し
た
が
、
本
派
本
願

-#
の
あ
る 

お
方
が
、
大
変
共
鳴
し
た
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の
よ
う
に
も
申 

せ
る

と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

名
号
は
人
を
迷
い
の
岸
か
ら
悟
り
の
岸
へ
運
ぶ
乗
物
で
あ
り
、
手
立 

て
で
あ
る
。
中
国
の
晏
鸞
と
い
う
方
は

「

無
上
の
方
便」

と
い
う
ふ
う 

に
$

往
生
の
道
を
表
現
さ
れ
ま
し
た
が
、
方
便
と
い
う
の
は
仏
さ
ま 

の
み
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
真
実
へ
衆
生
を
近
づ
け
る
手
立
て
、
と 

申
せ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
念
仏
は
無
上
の
、
こ
の
上
な
き
方
便
、
そ 

う
い
う
ふ
う
に
も
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、

vH'SJ

で
あ
る
と
同
時
に
目
的 

を
は
ら
ん
だ
手
段
と
申
せ
ま
す
。
目
的
地
が
も
う
既
に
宿
っ
て
お
る
道 

と
申
し
ま
す
か
。
そ
う
い
う
一

一

重
の
性
格
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

ち
ょ
う
ど
坐
禅
が
、
道
元
禅
師
の
修
証
一
等
、
修
証
不

11

の
教
え
が
思 

い
合
わ
さ
れ
ま
す
。
坐
禅
し
て
い
る
お
方
が
居
ら
れ
る
と
し
ま
す
。
そ 

の
姿
は
も
う
仏
さ
ま
の
お
徳
が
時
々
刻
々
そ
の
人
の
上
に
現
わ
れ
つ
つ 

あ
る
お
姿
で
、
目
的
地

(

さ
と
り
の
境
地

)

に
向
つ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
目
的
地
と
け
っ
し
て
離
れ
て
い
な
い
と
。
坐
禅
は
ふ
つ
う
の 

人
は
手
段
と
の
み
思
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
過
程
の
中
に
目
的 

地
は
時
々
刻
々
現
成
し
つ
つ
あ
る
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
坐
ろ
う
と
思
い 

立
っ
た
人
に
はも
う
既
に
そ
こ
に
信
があ
る
。教
え
に
対
す
る
信
が
な 

け
れ
ば
坐
禅
しよ

う

と思
う
人
は
い
な
い
と
。
坐
っ
て
みよ

う

と思
う
、 

そ
う
い
う
一
念
の
起
こ
っ
た
方
の
み
が
や
は
り
、
坐
禅
に
身
を
投
ず
る 

の
だ
と
思
い
ま
す
。

念
仏
も
途
上
で
も
あ
り
目
的
地
で
も
あ
る
と
い
う
、
両
方
の
性
格
を 

は
ら
ん
で
い
ま
す
。
こ
のi

な
消
息
を
、
本
願
寺
八
代
目
の
蓮
如
さ 

ん
は
、『

御
文』

の
中
で
次
の
よ
う
に
表
わ
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
ず 

過
程
の
面
は
、
 

， 

〔
「

南
無
阿
^
陀
仏」

の
六
字
の
す
が
た
は
、
わ
れ
ら
が
極
楽
に
往
20 

生
す
べ
き
す
が
た
を
あ
ら
わ
せ
る
な
り
。

(

五
帖
、
十
三
通
}

〕

と
表
現
一 

し
、
目
的
地
の
側
面
は
、

〔
「

南
無
阿
弥
陀
仏」

の
六
字
の
す
が
た
は
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
ら 

一
切
衆
生
の
、
平
等
に
た
す
か
り
つ
る
す
が
た
な
り
。

(

五
帖
、
九
通)〕

と
、

一
般
の
人
び
と
に
、
分
り
や
す
く
、
二
つ
に
分
け
て
、
同
一
念 

仏
の
宿
す
二
つ
の
側
面
、
過
程
と
目
的
地
の
不
二
の
さ
ま
を
示
し
て
お 

ら
れ
ま
す
。

煩
悩
と
い
う
も
の
は
無
く
そ
う
と
努
め
ま
す
と
ま
す
ま
す
大
き
く
な 

る
と
い
う
、_

を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
煩
悩
に
敵
対
す
れ
ば
煩 

悩
の
方
が
大
き
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
構
わ
ず
に
放
っ
て
お
け
ば
そ
の
ま 

ま
す
た
る
と
、そ

：っ
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ち
よ
う
ど
赤
ち
ゃ
ん
が



何
か
欲
し
い
と
言
っ
て
手
を
の
ば
し
て
騒
い
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
後 

ろ
の
方
で
何
か
チ
リ
ン
チ
リ
ン
と
音
が
し
ま
す
。
後
ろ
の
方
に
気
を
と 

ら
れ
て
、
の
ば
し
て
い
る
手
が
お
の
づ
か
ら
下
り
る
。
称
名
念
仏
に
も
、 

い
ろ
ん
な
分
別
に
と
ら
わ
れ
、
妄
想
の
葛
藤
の
中
か
ら
抜
け
出
せ
な
い 

人
に
、
単
刀
直
入
に
行
と
い
う
も
の
に
身
を
投
じ
さ
せ
る
、
そ
う
い
う 

機
能
が
あ
る
よ
う
で
す
。
妄
念
を
制
す
る
の
に
は
か
ら
^
"
を
を
以
て
し 

ま
す
と
、
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
称 

名
の
行
は
戯
論
を1

挙
に
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
、
自
然
消
滅
で
す
ね
。 

い
き
な
り
人
を
行
の
中
に
投
ず
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
機
能
が
称
名
念 

仏
に
は
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
悲
し
く
て
も
南
無
阿
弥
陀
佛
、
嬉 

し
く
て
も
南
無
阿
弥
陀
佛
、
と
い
う
よ
う
な
生
き
方
で
す
ね
。
み
な
、 

南
無
阿
弥
陀
佛
で
受
け
と
め
て
行
く
、
称
名
に
は
不
要
な
葛
藤
を
更
に 

生
み
出
す
と
い
う
悪
循
環
を
断
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
機
能 

が
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
時
は
、
大
袈
裟
に
申
し
ま
す
と
死
即
生
、
つ
ま
り
、
日
頃 

の
煩
悩
が
す
た
っ
て
、
新
し
い
自
己
が
そ
こ
に
生
ま
れ
出
る
と
い
う
消 

息
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
信
心
に
催
さ
れ
た
称
名
の
中
に
、
娑
婆
の
い
の 

ち
の
終
わ
り
、
浄
土
の
い
の
ち
の
始
ま
り
、
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を 

見
る
方
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
だ
い
ぶ
内
面
化
さ
れ
た
称
名
念
仏
の 

見
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
称
名
の
と
こ
ろ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で 

申
し
ま
す
と
、「

ア
ダ
ム
に
死
ん
で
キ
リ
ス
ト
に
生
き
る

」

と
い
う
よ 

う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
消
息
を
見
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
合
い
が
取
り
出
せ
る
と
言
い
ま
し
よ う

か
、
帯
び
得
る
と
申
し
ま
すか
、
そ
う
い
う
実
践
が
称
名
念
仏
で
あ 

る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。

特
に
き
ょ
う
は
称
名
念
仏
は
真
言

•

陀
羅
尼
と
は
違
う
が
、
真
言• 

陀
羅
尼
の
一
一
つ
の
機
能
を
明
ら
か
に
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 

と
い
う
こ
と
。
特
に
そ
の
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
一
般
に
は
言
わ 

れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
私
の
単
な
る
独
り
善
が
り 

の
考
え
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
グ
ロ
ッ
ソ
レ
リ
ア
の
こ 

と
も
含
め
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
皆
さ
ま
か
ら
ご
高
見
を
賜
わ
り
ま
す 

れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

司
会
者
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(

拍
£
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司質 
会問 
者者

西藤 

村本

恵浄 

信彦

質

問

者
先
生
の
発
表
全
体
を
貫
く
基
本
的
な
姿
勢
は
一
一
つ
あ
っ
て
、 

一
つ
は
事
実
が
先
で
名
前
が
後
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
名 

詞
と
し
て
で
は
な
く
、
機
能
、
働
き
と
し
て
捉
え
て
い
く
、
こ
の
ニ
点 

で
す
。
従
っ
て
発
表
全
体
は
こ
の
 

一
一
^

に

そ

っ

て

理

解

さ

れ

な

く

て

は 

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

坂
東
先
生
は
阿
弥
陀
の
語
源
に
関
し
て
、
ア
ミ
夕
の
接
頭
辞
ア
の
否 

定
性
に
着
目
し
て
説
明
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ
っ
て
、 

ア

ミ

夕

丨

バI
、
ア

ミ

タ

ー

ユ

ス

、
漢
訳
さ
れ
て
無
量
光
、
無
量
寿
、 

そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
だ
と
い
う
説
。
そ
れ
か
ら
ィ
ン
ド
•
中
央
ア
ジ
ア
の 

俗
語
で
、
ア
ム
リ
タ

(
「

不
死」

)

で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
説
明
し
て
下
さ
い
。

ア
ミ
夕

に
関
連
し
て
、「

一
家
の
中
の
誰
か
が
病
に
なっ
た

と

き

、 

病
で
な
い
家
族
も
心
配
す
る
で
あ
ろ
う

」

と
い
う
例
で
、
先
生
は
愛
や

慈
悲
は
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
れ
を

「

条
件
が
整 

え
ば」

と
言
い
換
え
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
、
無
量
な
る
ア
ミ
夕
の
働
き 

は
、
無
縁
の
大
悲
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
条
件
な
し
で
生
じ
る
の
で 

す
か
ら
、
そ
こ
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
。

念
仏
行
者
は
念
仏
ひ
と
つ
を
正
行
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ィ
エ
ス
の 

祈
り
は
唯
一
の
実
践
行
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
に
つ 

い
て
話
題
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、「

御
名」

と
い
う
場
合
、
神
の
御
名
と
称
名
と
い
う
場 

合
の
名
号
、
こ
れ
が
同
列
に
置
け
る
か
ど
う
か
。

つ
ま
り

「

神
の
御
名 

を
み
だ
り
に
唱
え
て
はな
ら

な

い

」

と
言
わ
れ
る
場
合
の
御
名
の
考
え 

方
と
浄
土
教
の
特
色
だ
と
言
わ
れ
る

「

行
住
坐
臥
に
御
名
を
唱
え
る

」 

と
い
う
場
合
の
御
名
は
、
単
に
そ
の
唱
え
る
名
が
違
う
と
い
う
の
で
は 

な
く
、
そ
こ
に
何
か
御
名
と
い
う
こ
と
の
考
え
方
に
違
い
が
出
て
く
る

22



か
ど
う
か
。

先
生
は
、
直
接
に
名
前
で
呼
ぶ
、
名
指
し
す
る
こ
と
の
意
味
を
強
調 

さ
れ
て
、
そ
こ
に
は
現
実
に
な
い
も
の
を
現
実
化
す
る
働
き
が
名
に
は 

あ
る
の
だ
と
。
そ
れ
に
関
連
し
て
私
が
思
い
ま
し
た
の
は
、
直
接
名
前 

で
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
称
名
と
い
う
と
き
の

「

ナ
ム
ア
ミ
ダ 

ブ」

は
、
そ
れ
を
唱
え
る
私
に
と
っ
て
は
固
有
名
詞
化
さ
れ
て
い
る
の 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
救
済
、
つ
ま
り 

凡
夫
の
自
覚
と
関
連
し
て
話
韪
に
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

称
名
と
い
う
言
い
方
に
は
、
称
讃
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
思
い 

ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
称
名
念
仏
と
い
う
ふ
う
に
熟
語
し
ま
す
と
、 

御
名
を
称
讃
し
唱
え
る
と
い
う
こ
と
が
念
仏
で
あ
る
と
。
ま
た
念
仏
は 

同
時
に
仏
を
思
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
称
名
念
仏
を
別
々
に
分
け
て 

一
度
捉
え
て
み
て
、

一
つ
に
し
て
み
る
と
何
か
そ
こ
で
分
か
っ
て
く
る 

よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
う
考
え
た
か
と
言
い
ま 

す
と
、
法
然
が「

声
は
こ

れ

念
、
念
は
こ

れ

声」

、

つ
ま
り
念
と
声
と 

は
一
つ
で
あ
る
、
こ
の
点
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
声
に
出 

す
こ
と
の
意
味
の
深
さ
と
い
う
こ
と
に
も
こ
の
称
名
の
問
題
は
関
わ
っ 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
点
は
更
に
、
念
仏
の
陀
羅
尼
と
マ
ン

ト

ラ

と

のつ
な
が
り
で
言 

わ
れ
た
こ

と

にも
通
じ
る
わ
け
で
す
。
ま
たこ
こ

で陀
羅
尼
と
キ

リ

ス 

ト
教
に
お
け
るr

異
言」

と
の
関
係
が
話
題
に
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い 

ま
す
。
陀
羅
尼
を
単
に
呪
文
と
し
て
で
は
な
く
、
先
生
が
捉
え
た
総
持 

と
い
う
点
を
こ

そ
強
調
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、

マン
ト

ラも
真
言
、

真
理
の
言
葉
とい
う

と

こ

ろか
ら
捉
え
て
い

く
点
、
そ

う

い

う

こ

と

と
 

声
に
出
し
て
南
無
阿
弥̂

^
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
と
が

|

つ
に
重
な
っ 

て
い
る
、
そ

う

思

い

ま

し

た

。
そ
れ
は
更

に
念
仏
三
昧
と
い

う
こ
と
に 

も
通
じ
る
。
念
仏
を
相
続
す
る
、
保
つ
と

い

うこ
と
が
あ
る
か
ら
念
仏 

三
昧
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
法
然
は

「

た
だ
一
向
に
念 

仏
す
べ
し」

と
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
道
元
が
只
管
打
坐
と
い
う 

と
き
、
同
じ
一
つ
の
行
の
修
証
の
精
神
が
、
念
仏
、
称
名
と
い
う
こ
と 

を
通
し
て
坐
禅
の
世
界
に
お
け
る
行
法
に
も
つ
ら
な
っ
て
い
く

こ

と

を 

教
え
て
い

た

だ

き

ま

し

た

。

ま

た

称
名
念
仏
は
一
一
ー
昧
を
目
指
す
と
い
う 

よ
り
、
念
仏
す
る
こ
と
そ
の
こ
とに
意

味

が

あ

る

。

例

え

ば

煩

^

を

振 

り
払
っ
て
念
仏
す
る
の
で
は
な
く
て
、
煩
悩
が
あ
れ
ば
煩
悩
の
ま

ま
念 

仏
す
る
、
こ

う

い

う

こ

と
も
教
え
て
い

た

だ

き

ま

し

た

。

称
名
念
仏
は
御
名
を
唱
え
る
こ
と
で
す
が
、
言
葉
、
概
念
に
と
ら
わ 

れ
な
い
で
、
そ
の
前
に
あ
る
事
実
に
立
ち
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
が 

違
う
が
故
に
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
で
終
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
御 

名
を
唱
え
る
と
い
う
事
実
の
と
こ
ろ
で
共
通
に
開
け
る
世
界
、
つ
ま
り 

浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
共
通
の
場
、
通
じ
合
え
る
話
題
が
明
確
に
出 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
も
う
一
つ
。
御
名
を
唱
え
る
と
い
う
、
こ
の
宗
教
的
な
行
為 

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケー

シ
ョ
ン
の
場
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ 

う
し
ま
す
と
そ
こ
で
、
人
格
的
な
関
わ
り
、
呼
芯
性
と
い
う
こ
と
が
浄 

土
教
の
特
色
と
し
て
経
典
に
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
特
に
善
導
の
解 

釈
な
ど
に
は
出
て
き
ま
す
。
と
も
す
れ
ば
人
格
性
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
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ト
教
の
側
か
ら
よ
く
話
題
に
な
る
こ
と
で
す
が
、
浄
土
教
に
お
い
て
も 

い
ま
述
べ
た
観
点
か
ら
出
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

坂
東
阿
弥
陀
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
ア
ミ
タ
説
と
ア
ム
リ
タ
説
が 

あ
っ
て
、
ア
ム
リ
タ
と
い
う
の
は
、

「

不
死」

ま
た
は「

甘
露」

と
訳 

さ

れ

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

。

も

し

ア

ム

リ
タ
だ
と
しま
す

と

、そ
れ
が 

伝
統
を
生
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
ア
ミ
タ
説
の
方
が
事
実
と
し
て 

歴
史
を
生
ん
で
き
た
と
い
う
経
過
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ア
ミ
タ
と
い 

う
の
は
限
り
な
し
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
広
い
意
味
で
は
ア
ム
リ
タ 

の
永
遠
性
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
の
否
定
の
意
味
が
ア
ミ
夕
の
中
に
入
っ 

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
普
通
の
意
味
で
は
ア
ミ
タ
ー
バ
ー
、
光
が 

無
限
で
あ
る
、
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
、
い
の
ち
が
無
限
で
あ
る
と

j

般
に
は 

解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

慈
悲
に
つ
い
て「

条
件
が
整
え
ば」

と
言
っ
た
こ
と
と
仏
の
無
縁
の 

大
悲
と
の
関
係
で
す
が
、
無
縁
の
大
悲
と
い
う
の
は
、
縁
が
あ
っ
て
も 

な

く

て

もそ
れ
に
関
わ
り
なし

に

と

い

う

こ

と

で

す

か
ら
、
病
気
とい 

う
縁
で
あ
ろ
う
が
、
事
故
と
い
う
縁
で
あ
ろ
う
が
、
条
件
い
か
ん
に
か 

か
わ
ら
ず
す
べ
て
を
包
摂
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
私
が
、

「
条
件 

が
整
え
ば」

と
言
っ
た
意
味
は
、

「

し
か
る
べ
き
状
況
が
そ
こ
に
出
現 

す
れ
ば」

と
い
う
こ
と
で
、

『

歎
異
抄』

の
中
の「

業
縁」

の
意
味
で 

す
。
む
し
ろ
私
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
縁
に
よ
っ
て
智
慧
•
慈
悲 

の
働
き
が
生
起
す
る
と
い
う
点
で
す
。

称
名
念
仏
は
浄
土
教
に
お
い
て
は
確
か
に
中
心
的
な
位
置
を
与
え
ら 

れ
て
い
ま
す
。
善
導
は
五
正
行
の
う
ち
の
四
番
目
の
称
名
が
ま
さ
し
く す

べ
て
の
人
を
浄
土
往
生
に
導
く
行
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教 

の
実
践
の
中
で
、
は
た
し
て
称
名
が
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言 

え
る
か
ど
う
か
、
私
自
身
も
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
も
そ
う 

で
は
な
い
よ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
行
住
坐
臥
に
念
仏
も
うす

べ

し

とい
う
場
合
の
阿
弥
陀
仏 

の
御
名
と
神
の
御
名
と
の
関
係
で
す
が
、
神
の
御
名
に
つ
い
て
は
私
よ 

く
存
じ
ま
せ
ん
。
仏
の
御
名
の
場
合
、
徳
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
ま
す
。 

例
え
ば
薬
師
如
来
で
し
た
ら
病
人
を
癒
す
医
者
に
見
立
て
ら
れ
て
、
病 

に
応
じ
て
薬
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
相
手
の
状
況
に
応
じ
て
救
い
と 

る

、
そ
う
い
う
薬
の
師
匠
の
働
き
、
す
な
わ
ち
徳
を
そ
の
名
前
が
表
わ 

す
。
た
だ
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
は
、
す
べ
て
の
仏
、
菩
薩
の
徳
の
無
限
な 

る
こ

と

を讚
え
る

と
い
う
意
味
があ

る

そ

うで
す
。

称
名
念
仏
の
場
合
、
阿
弥
陀
の
御
名
自
体
が
固
有
名
詞
化
さ
れ
て
い 

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
。
私
も
時
に
そ
う
思
い
ま
す
。

つ
ま
り 

人
格
的
関
係
で
す
。
法
性
法
身
は
働
き
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
色
も
形 

も
な
い
、
そ
れ
と
し
て
対
象
化
さ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
阿
弥
陀
と 

い
う
名
前
が
い
っ
た
ん
つ
け
ら
れ
ま
す
と
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
名
詞
化 

さ
れ
て
我
々
と
相
対
す
る
、

つ
ま
り
呼
応
関
係
に
あ
る
性
質
を
お
び
て 

き
ま
す
。
名
前
が
つ
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
既
に
、
法
性
法
身
が
方
便 

法
身
の
レ
ヴ
ヱ
ル
を
現
わ
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
で
す
か
ら
一
如 

法
界
か
ら
姿
を
現
わ
す
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
名
を
名 

乗
る
、
名
前
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

こ
れ
は
人
格
的
な
関
わ
り
合
い
の
問
題
で
、
念
仏
に
は
そ
の
よ
う
な
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呼

応
性
、
人
：

と
い
う
こ
と
が

ま
ぎ
れ
も

な

く

あ

る

と

い

う

こ

と

で
 

す
。
こ
の
面
で
の
理
解
は
善
導
の
時
か
ら
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ 

を一
番
強
調
し
た
の
は
蓮
如
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「

阿
弥
陀
如
来 

の
袖
に
ひ
し
と
綈
り
ま
い
ら
す
る
思
い
を
な
し
て

」

と
か
、「

阿
弥
陀 

如
来
は
大
い
によ

ろ

こ

び

ま

し

ま

し

て

J

と

い

う

よ

うな
表
現
が
あ
り 

ま
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
を
法
性
法
身
と
し
て
の
み
説
い
て
は

1

般
大 

衆
と
の
つ
な
が
り
が
稀
薄
に
な
り
ま
す
が
、
大
衆
布
教
に
献
身
さ
れ
た 

蓮
如
が
、
そ
の
時
代
の
人
々
に
向
か
っ
て
訴
え
か
け
る
に
は
、
そ
う
い 

う
人
格
的
表
現
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
费

« 

は
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
両
方
の
レ
ヴ
ュ
ル
の
i

な
関
係
を
非
常 

に
よ
く
心
得
て『

浄
土
論
説j

を
軎
い

た

人
で
す
が

、

彼
は
阿
弥
陀
の 

人
格
的
表
象
が
も
つ
問
題
性
に
気
づ
い
て
、
浄
土
教
史
上
で
は
じ
め
て
、 

非
人
格
化
、
非
神f

を
行
な
っ
た
人
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

往
生
を「

無
生
の
生」

と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
ま
す
。
普
通
浄
土 

教
は
仏
教
の
中
で
も
特
に
人
格
性
が
強
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
背 

後
に
法
性
法
身
、
智H
慈
悲
の
働
き
そ
の
も
の
と
い
う
■

が
不
即
不 

離
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

確
か
に
称
名
に
は
讀
嘆
の
意
味
、
ま
た
礼
拝
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。 

善
導
が
挙
げ
た
讚
嘆
と
か
、
浄
土
、
仏
を
心
に
思
い
浮
か
べ
る
と
か
、 

そ
う
い
っ
た
も
の
は
み
な
、
称
名
念
仏
の
中
に
内
在
し
て
い
る
と
思
い 

ま
す
。
た
だ
念
仏
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
真
宗
で
は
、
唱
え 

る
行
為
よ
り
も
唱
え
心
の
方
を
重
視
す
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
唱
え
心 

の
問
題
は
信
の
問
題
で
す
。つ
ま

り唱
え
る
こ
と
も
自
分
の
功
徳
とし

て
で
は
な
く
、
奉
謝
•
お
礼
と
い
う
無
功
徳
の
意
味
が
大
切
に
な
っ
て 

き

ま

す

。

大
乗
経
典
に
は
無
数
の
陀
羅
尼
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
起
源 

は
何
か
。
ま
た
そ
れ
と
キ
リ
ス
ト
教
の
異
言
と
の
関
係
。
こ
れ
は
私
も 

長
い
間
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。

唱
え
る
と
い
う
こ
と
、
称
名
が
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
共
通
の
基 

盤
で
は
な
か
ろ
う
か
と
の
指
摘
、
そ
の
通
り
と
存
じ
ま
す
。

武

田(

註
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
関
係
を
含
む
文
脈
上
重
要
な
発
言 

で
あ
る
が
記
録
不
可
能

)

坂
東
親
鸞
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
色
も
形
も
な
い

I

如
か
ら
形
を 

現
わ
し
て
阿
弥
陀
と
なっ
た
力
便
法
身
は
、
実
は
中
身
は
法
性
法
身
に
一 

か
わ
り
な
い
と
い
う
こ
と
。
ま
た
方
便
法
身
が
何
か
法
性
法
身
の
堕
落

25 

態
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
。
衆
生
へ
一 

の
大
悲
の
故
に
姿•
形
を
現
わ
し
、
名
を
現
わ
す
の
だ
と
い
う
こ
と
で 

す
。
で
す
か
ら
、
ニ
つ
並
べ
て
ど
ち
ら
が
大
事
、
ど
ち
ら
が
本
来
的
と 

い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。

本
多
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
関
係
、
不

一

不
二
と
言
わ
れ
る
通 

り
、
同
時
的
相
互
因
果
の
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。

司
会
者
不
一
不
一一論
で
す
か
。
さ
き
ほ
ど
の
問
題
提
起
と
か
な
り 

違
う
。
武
田
さ
ん
は
、
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
へ
出
て
き
た
、
そ
の 

出
て
き

た

とこ
ろ
に
法
性
法
身(

註
録
音
不
明
確)

が
あ

る

と言
っ
て 

い
る
の
で
す
か
ら
。

司
会
者
同
時
的
で
は
な
い
。



本

多
お

っ

し

ゃ

る

通

り

で

す

。

秋
月
そ
こ
が
抜
け
る
と
何
で
浄
土
教
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

か
分
か
ら
な
い
。

「

阿
弥
陀
仏
は
自
然
の
や
う
をし

ら
せ
ん
れ
う

な

り

」 

と
言
う
の
は
親
鸞
八
十
か
九
十
に
な
っ
て
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ

こ

で大 

乗
仏
教
の
ひ
と
つ
の
形
が
禅
と
違
う
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

『

臨
済
録』 

で
名
な
ん
て
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
全
体
が
名
を
否
定
し
て
い
る
。 

む

し

ろ名
を
つ

け

るも
の
、
久
松
先
生
流
の
無
相
の
自
己
、
絶
対
主
体 

性
が
大
事
。

石
田
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
、
い
ま
話
題
に
な
っ
て
い
る
点
は
、 

親
鸞
の
仏
身
論
で
論
じ
ら
れ
る
大
事
な
点
で
す
が
、
法
然
の
と
こ
ろ
で 

は
、
報
身
の
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
論
じ
ら
れ
て
い
て
ま
だ
出
て
こ 

な
い
の
で
す
。

秋
月
法
然
は
は
じ
め
か
ら
法
性
法
身
な
の
で
は
な
い
か
。

八
木(

誠)

本
多
さ
ん
の
意
見
は
む
し
ろ
武
田
さ
ん
の
に
非
常
に
近 

い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
信
心
仏
性
論
で
、
信
心
が
あ
っ
て
こ
そ
働 

く
。
信
心
は
名
号
の
と
こ
ろ
で
現
実
化
す
る
。
だ
か
ら
名
号
が
な
い
と 

法
性
法
身
と
い
え
ど
も
働
き
と
し
て
現
実
化
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う 

い
う
意
味
で
は
名
号
な
い
し
方
便
法
身
、
つ
ま
り
名
号
を
唱
え
る
と
い 

う
と
こ
ろ
が
よ
り
究
極
的
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
か
ら
坂
東
さ
ん
は
、
智
慧
と
慈
悲
が
働
く
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
さ 

ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
言
う
。
そ
れ
は
よ
く
分
か
る
の
で
す
が
、 

そ
う
す
る
と
御
名
を
唱
え
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
に
帰
命 

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
よ
う
が
、
そ
の
時
の
信
仰
内
容
、
つ
ま
り
法 蔵

菩
薩
が
四
十
八の
願
を
立
て
て
長
い
修
行
を
積
ん
で
浄
土
を
建
立
し 

た
、
だ
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
の
御
名
を
唱
え
れ
ば
浄
土
に
生
れ
か
わ
る
と 

い
う
信
仰
内
容
は
、
坂
東
さ
んの
よ

う

に阿
弥
陀
仏
を
理
解
し
たil
ム
ロ 

に
保
存
さ
れ
る
の
で
す
か
、
あ
る
意
味
で
非
神
話
化
さ
れ
る
の
で
す
か
。

坂
東
唱
え
る
人
は
習
慣
的
に
唱
え
て
い
る
方
が
多
い
。
そ
の
時
の 

そ
の
な
か
み
は
何
で
あ
る
か
と
か
全
然
概
念
と
し
て
考
え
な
い
。

八
木(

誠)

考
え
な
い
の
で
す
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
そ
の
信 

仰
内
容
は
非
常
に
大
事
で
、
伝
統
的
に
は
そ
の
内
容
を
捨
象
し
て
信
じ 

る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
必
ず
信
仰
の
対
象
が 

あ
り
内
容
が
あ
る
わ
け
で
す
。

坂
東
唱
え
る
と
き
は
分
別
を
離
れ
て
唱
え
ま
す
が
、
伝
統
的
に
は
一 

名
号
の
い
わ
れ
を
聴
く
機
会
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
も
っ
と
聞
き
た
い
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と
い
う
気
持
が
起
き
て
き
て
概
念
的
に
こ
れ
だ
け
分
か
っ
た
と
か
、
な

j 

か
み
は
こ
れ
だ
と
か
の
分
別
は
殆
ど
し
ま
せ
ん
。

八
木(

誠)

そ
う
す
る
と
智
慧
と
慈
悲
が
傲
く
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
さ 

ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
っ
た
場
合
の
阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
の
は
、
浄 

土
建
立
の
物
語
を
い
わ
ば
捨
象
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
。 

つ
ま
り
智
慧
と
慈
悲
、
そ
こ
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

坂

東

慈

悲

、
そ
れ
を
言
葉
で
表
わ
す
と
四
十
八
願
と
い
う
こ
と
に 

な

り

ま

す

。

八
木(
誠)

で
は
や
は
り
切
り
離
せ
な
い
。

坂

東

は

い

。
慈
悲
の
な
か
み
は
四
十
八
願
と
い
う
形
で
唱
え
る
。

八
木(

誠)
そ
う
す
る
と
慈
悲
と
智
慧
が
働
く
と
こ
ろ
と
い
っ
た
智



慧
と
か
慈
悲
と
か
い
う
理
解
の
仕
方
は
や
は
り
禅
の
人
と
は
違
う
。
禅 

の
場
合
、
た
ぶ
ん
慈
悲
は
四
十
八
願
だ
と
は
言
わ
な
い
。

坂
東
そ
う
い
う
形
で
は
扱
い
ま
せ
ん
。
四
十
八
願
と
い
う
表
現
を 

借
り
な
け
れ
ば
表
わ
せ
な
い
何
物
か
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
象
徴
は
そ 

う
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木(

誠)
神
話
と
い
っ
て
も
い
い
。

八
木(

洋)

そ
う
し
ま
す
と
、
坂
東
先
生
は
事
実
が
言
葉
よ
り
先
だ 

と
言
い
ま
す
が
、
い
ま
の
説
明
で
は
逆
で
、
事
実
が
言
葉
•
物
語
を
支 

え
る
の
で
は
な
く
て
、
言
葉•
物
語
が
事
実
を
支
え
て
い
る
、
そ
う
聞 

こ
え
る
の
で
す
が
。

坂
東
事
実
が
先
で
、
そ
の
事
実
に
対
し
て
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う 

名
づ
け
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
法
蔵
菩
蔭
の
神
話
の
、
あ
あ
い
う
ィ
メ
！ 

ジ
と
し
て
、
表
わ
し
難
い
も
の
を
表
わ
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木(

洋)

ど
こ
ま
で
も
事
実
が
言
葉
に
先
行
す
る
と
い
う
の
で
し 

た
ら
、
慈
悲
と
智
慧
の
事
実
が
そ
こ
に
起
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
で
は
な 

い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
禅
の
方
か
ら
見
て
そ
の
へ
ん
は
ど
う
な 

る
の
か
。

坂
東
自
分
一
人
で
味
っ
て
い
る
分
に
は
概
念
化
し
な
く
て
も
い
い 

の
で
す
が
、
そ
れ
を
多
く
の
人
と
共
有
で
き
る
も
の
と
し
て
伝
え
る
場 

合
に
は
共
通
の
言
葉
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

八

木(

洋)

そ
う
し
ま
す
と
、
ど
こ
ま
で
も
事
実
が
先
行
す
る
と 

い
う
レ
ヴ
ヱ
ル
と
そ
の
事
実
か
ら
言
葉
が
要
請
さ
れ
て
く
る
レ
ヴ
ヱ
ル 

は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。 司

会
者
事
実
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
名
を
唱
え
る
の

. 

で
す
か
。

坂
東
ひ
と
つ
の
体
験
内
容
を
伝
え
た
い
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー

シ
ョ 

ン
の
必
要
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
う
い
う
時
に
表
現
が
生
ま
れ
る
の
だ 

と
思
い
ま
す
。

司
会
者
い
い
ん
で
す
か
、
そ
れ
で
。

川
村
そ
こ
の
関
連
で
、
陀
羅
尼
、
マ
ン
ト
ラ
そ
れ
に
異
言
は
、
唱 

え
心
と
そ
の
言
葉
を
他
人
が
聞
い
て
も
意
味
が
な
い
、
ま
た
分
か
ら
な 

い
と
し
て
も
そ
れ
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
が
三
つ
に
共
通 

し
て
い
る
点
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
他
者
と
の
人
格
性
を
通
し 

て
の
交
わ
り
と
か
、
理
解
、
ま
た
自
己
が
自
己
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
一 

方
向
か
ら
見
ま
す
と
、
不
死
性
、
無
限
性
と
い
う
意
味
で
の
阿
弥
陀
仏
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と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
そ
こ

一
 

で
父•

子•

聖
霊
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
概
念
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

そ
う
す
る
と
そ
の
レ
ヴ
ュ
ル
で
、
八
木
洋
一
先
生
の
指
摘
の
よ
う
な
逆 

転
が
ど
う
し
て
も
出
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
う
一
つ
。
禅
宗
で
も
作
務
と
か
行
住
坐
臥
が
す
べ
て
坐
禅
で
あ
る 

と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
祈
り
心
で
す
ベ
て
を
生
き 

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
行
住
坐
臥
が
祈
り
と
い
う
な
ら
、
本
当
に
修 

行
が
祈
り
で
あ
り
、
祈
り
が
修
行
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

八
木(

誠)

異
言
は
、
言
っ
て
る
本
人
が
何
を
言
っ
て
る
の
か
分
か 

ら
な
い
。
そ
れ
で
過
去
一
回
限
り
の
不
定
形
な
の
で
す
。
ま
た
祈
り
が 

唯
一
の
実
践
か
と
い
う
と
、
お
っ
し
や
っ
た
通
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る
け



れ
ど
、
例
え
ば
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
場
合
だ
と
、
聖
餐
式
に
あ
ず
か
る
こ 

と
が
不
可
欠
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
祈
り
だ
け
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま 

す
。上

田
人
格
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
共
通
に
も
っ
と
問
題
に
で
き 

る
こ
と
で
は
な
い
か
。
阿
弥
陀
さ
ん
の
袖
に
鎚
る
、
そ
う
い
う
言
い
方 

は
分
か
り
や
す
い
だ
け
に
、
そ
こ
を
ど
う
突
っ
込
む
の
か
。
そ
こ
を
突
っ 

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
に
共
通
し
て
い
る
法
性
法
身
と
方
便
法
身
と 

い
う
よ
う
な
問
題
ま
で
も
逆
に
共
通
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま 

す
。司

会
者
な
ぜ
唱
え
る
人
と
唱
え
な
い
人
と
が
ー
緒
に
同
坐
し
て
、 

事
柄
は
成
り
立
っ
て
い
く
の
か
。
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