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今
日
は
、「
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
へ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
し
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
教
え
と
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
が
ど

う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
い
わ
ゆ
る
真
宗
の
教
理
学
的
な
理
解
の
仕
方
で
は
な
く
、
仏
教
学
、
文
献
研
究
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に

考
え
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
で
は
仏
教
書
が
た
く
さ
ん
売
れ
ま
す
。
講
演
会
に
来
る
人
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
止
ま
り
と
い
う
人
が
圧
倒
的

に
多
く
、
そ
の
一
歩
先
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
私
は
、
日
本
の
仏
教
は
カ
ル
チ
ャ
ー
仏
教
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
話
を

聞
い
た
あ
と
、
ち
ょ
っ
と
お
寺
に
行
っ
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
も
唱
え
て
み
よ
う
か
と
い
う
行
動
に
つ
な
が
ら
な
い
。
残
念
な
こ
と

で
す
。
聞
く
だ
け
で
な
く
、本
当
に
生
活
の
中
に
生
き
た
仏
教
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、仏
教
を
学
ぶ
こ
と
で
、

自
分
の
行
き
方
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
関
心
で
仏
教
の
こ
と
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
た
ら
あ
り
が

た
い
と
思
う
の
で
す
。
私
も
、
以
前
は
大
学
の
仏
教
研
究
者
で
し
た
が
、
今
は
一
人
の
宗
教
者
と
し
て
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
生
き
た
仏

教
を
学
ん
で
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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ま
ず
、お
釈
迦
さ
ま
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
お
釈
迦
さ
ま
の「
釈
迦
」は
釈
迦
族
。「
釈
尊
」は
、釈
迦
族
の
尊
者
、貴
き
人
で
す
。「
シ
ャ
ー

キ
ャ
・
ム
ニ
」
と
言
い
ま
す
。「
シ
ャ
ー
キ
ャ
」
は
一
族
の
名
前
で
「
ム
ニ
」
は
「
尊
」、
尊
い
お
方
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
は
親
し
み

を
込
め
て
、「
お
釈
迦
さ
ま
」
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
大
体
、
今
か
ら
二
千
五
百
年
前
の
方
で
す
。
そ
の
頃
の
日
本
は
、
縄
文
式
か
ら
弥
生
式
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
ま

だ
文
字
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
当
時
、
お
釈
迦
さ
ま
が
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
。
イ
ン
ド
に
は
お
釈
迦
さ
ま
が
誕
生
す
る
ず
っ

と
以
前
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
思
想
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
イ
ン
ド
古
来
の
思
想
的
、
哲
学
的
背
景
の
中
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
が

登
場
し
て
来
る
の
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、「
人
生
は
苦
だ
」
と
考
え
ま
し
た
。
な
ぜ
人
生
は
苦
し
み
だ
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
お
釈

迦
さ
ま
は
小
さ
な
国
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
王
子
と
い
う
よ
り
、
ネ
パ
ー
ル
の
ほ
う
の
小
さ
な
村
の
村
長
の
息

子
と
い
う
感
じ
が
正
確
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
な
り
に
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
彼
が
「
人
生
は
苦
だ
」
と
い
う
考
え
に
い
た
る
、
有
名
な
「
四
門
出
遊
」
と
い

う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
と
き
、
宮
殿
か
ら
、
東
の
門
を
出
て
み
る
と
、
病
気
に
な
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
る
。
南
の
門
を
出

て
み
る
と
、
年
老
い
て
い
く
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
人
が
い
る
。
西
の
門
か
ら
出
て
み
る
と
、
ま
さ
に
死
に
ゆ
く
人
が
い
て
、
人
生
は
本
当

に
苦
し
み
な
ん
だ
と
感
じ
た
。
さ
て
、
北
の
門
を
出
て
い
く
と
、
修
行
者
が
一
生
懸
命
そ
う
い
う
苦
し
み
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
四
つ
の
門
か
ら
見
た
光
景
か
ら
、「
人
生
は
苦
だ
」
と
い
う
考
え
が
心
に
生
ま
れ
、
つ
い
に
決
断
し
て
、
二
十
九
歳
の
と
き
に
出
家

す
る
の
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
人
生
は
苦
だ
と
感
じ
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
苦
し
み
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う
か
と
、
い
ろ
い
ろ
な
修
行
を
し
ま
し
た
。

経
典
に
沿
っ
て
い
く
な
ら
、
彼
は
六
年
間
い
ろ
い
ろ
な
苦
行
を
し
た
り
、
瞑
想
を
し
た
り
し
て
、
三
十
五
歳
の
と
き
、「
菩
提
樹
」
と
名
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付
け
ら
れ
る
木
の
も
と
に
座
っ
て
瞑
想
中
に
悟
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

悟
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
何
か
言
葉
で
表
現
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、
頭
が
ぱ
っ
と
明
る

く
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、何
か
も
の
を
見
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、ち
ゃ
ん
と
見
え
て
い
な
い
。
そ
れ
を「
無
明
」と
言
い
ま
す
。
無
明
、

明
る
く
な
い
と
い
う
の
は
、
智
慧
の
光
が
な
い
。
宗
教
的
叡
智
は
、
感
覚
的
に
は
光
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
英
語
は
い
ろ
い
ろ
な
訳
し
方

が
あ
り
ま
す
が
、「
悟
る
」
は“enlighten” 

、
明
か
り
が
つ
く
と
言
い
ま
す
。“T

he Enlightened O
ne” 

が
、
悟
っ
た
人
、
明
か
り

が
つ
い
た
人
で
、
知
が
開
発
さ
れ
て
、
智
慧
の
ま
な
こ
が
解
得
さ
れ
た
人
で
す
。
そ
の
智
慧
の
目
で
世
界
を
見
た
ら
、
世
界
は
こ
う
な
っ

て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
見
え
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、「
十
二
支
縁
起
」
で
す
。

　

簡
略
に
言
う
な
ら
、「
老
病
死
」、
年
老
い
た
り
、
病
ん
だ
り
、
死
ん
だ
り
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
苦
し
み
は
な
ぜ
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
、

こ
の
世
界
に
生
ま
れ
た
か
ら
だ
。
生
ま
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
原
因
を
探
っ
て
い
く
と
、存
在
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。

「
十
二
支
縁
起
」
は
い
さ
さ
か
難
解
な
理
屈
な
の
で
い
ち
い
ち
ご
説
明
は
し
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
大
事
な
の
は
「
愛
」
で
す
。
こ
れ
は

私
た
ち
が
普
段
使
う
愛
と
は
違
っ
て
、「
渇
愛
」
と
言
い
ま
す
。
の
ど
が
渇
け
ば
、
人
は
水
が
欲
し
い
。
そ
う
い
う
渇
き
、
渇
愛
と
い
う

の
は
、
欲
し
く
欲
し
く
て
し
ょ
う
が
な
く
て
欲
望
に
心
身
が
焦
さ
れ
て
い
る
状
態
。
そ
の
欲
望
の
塊
、
渇
愛
が
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
そ
こ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
原
因
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
最
後
の
無
明
に
い
た
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

私
が
一
番
適
切
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
生
き
る
と
き
の
本
当
の
根
っ
こ
に
あ
る
人
間
の
愚
か
さ
が
無
明
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
、

と
。
本
当
の
愚
か
さ
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
誰
で
も
人
は
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
戦
争
を
し
て
人

を
殺
し
て
し
ま
う
、
殺
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
考
え
方
、
葛
藤
、
そ
れ
が
人
間
の
本
当
の
愚
か
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、世
界
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
、あ
る
い
は
、人
間
の
苦
し
み
と
い
う
の
は
、人
間
の
本
当
の
愚
か
さ
に
あ
る
。

だ
か
ら
、
愚
か
さ
を
克
服
し
て
、
無
明
を
明
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
え
。
そ
の
た
め
に
修
行
し
よ
う
。
結
果
、
無
明
が
明
に
転
化
し
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た
の
が
お
釈
迦
さ
ま
で
す
。
そ
れ
が
、
彼
の
宗
教
的
叡
智
、
す
な
わ
ち
明
（
み
ょ
う
）、
ビ
デ
ィ
ヤ
ー
で
す
。
あ
と
で
お
話
す
る
大
乗
仏

教
で
は
、
こ
れ
を
般
若
、
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
と
言
い
ま
す
。

　

次
に「
四
諦
」に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。「
諦
」は
、普
通
に
訓
読
み
す
る
と「
あ
き
ら
め
る
」で
す
。
こ
の「
諦
め
る
」の
元
々
の
意
味
は
、

明
ら
か
に
す
る
、と
い
う
こ
と
で
、明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
が
真
理
で
す
。
つ
ま
り
四
諦
は
四
つ
の
真
理
。「
苦
諦
（
く
た
い
）・集
諦
（
じ
っ

た
い
）・
滅
諦
（
め
っ
た
い
）・
道
諦
（
ど
う
た
い
）」
で
す
。
苦
諦
は
、
苦
に
関
す
る
真
理
。
集
諦
は
、
苦
し
み
の
原
因
に
関
す
る
真
理
。

滅
諦
は
、
苦
し
み
、
欲
望
を
な
く
し
て
、
本
当
に
静
ま
り
か
え
る
と
い
う
真
理
、
涅
槃
に
関
す
る
真
理
と
言
え
ま
す
。
道
諦
は
、
欲
望

を
ど
う
い
う
順
番
で
克
服
し
て
い
く
か
、
無
明
を
克
服
し
て
い
く
か
、
そ
の
筋
道
の
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
、
問
題
に
し
た
い
の
は
集
諦
で
す
。
集
諦
の
も
と
も
と
の
意
味
は
、
原
因
で
す
。
苦
諦
は
、
人
生
は
生
老
病
死
、
苦
し
み
だ

と
い
う
人
生
の
真
理
。
集
諦
は
、人
生
の
苦
し
み
は
渇
愛
に
あ
る
と
い
う
真
理
。
こ
こ
で
は
「
燃
え
盛
る
欲
望
」
と
表
現
し
て
お
き
ま
す
。

イ
ン
ド
で
は
、
欲
望
は
、
燃
え
て
い
る
感
じ
で
す
。
そ
の
燃
え
盛
る
煩
悩
、
欲
望
の
火
を
消
し
て
し
ま
え
。
そ
れ
が
「
涅
槃
」
と
い
う

言
葉
で
す
。涅
槃
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
い
う
イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で
言
う
と
、「
ニ
ル
ヴ
ー
ナ
」。も
う
少
し
違
う
地
方
語
で
言
う
と
、

「
ニ
ッ
バ
ー
ナ
」。
欲
望
が
吹
き
消
さ
れ
た
理
想
の
状
態
が
「
涅
槃
」
で
す
。

　

少
し
脱
線
し
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
悩
み
を
書
き
出
し
て
、
あ
る
い
は
頭
の
中
で
き
ち
ん
と
整
理
し
て
、

一
番
深
刻
な
悩
み
に
取
り
組
む
。
ほ
か
の
悩
み
は
ど
い
て
も
ら
っ
て
一
番
切
実
な
も
の
だ
を
選
ぶ
の
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
つ

だ
け
や
っ
つ
け
て
い
く
。
解
脱
や
涅
槃
に
役
に
立
た
な
い
議
論
を
戯
論（
け
ろ
ん
）と
言
い
ま
す
が
、お
釈
迦
さ
ま
が
言
っ
て
い
る
の
は
、

戯
論
は
や
め
ま
し
ょ
う
と
。
世
の
中
、
い
ろ
い
ろ
な
仏
教
書
が
多
い
で
す
が
、
戯
論
が
多
く
、
そ
れ
を
読
ん
で
悟
っ
た
人
は
誰
も
い
ま

せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
私
も
、
大
学
で
仏
教
を
勉
強
し
始
め
て
二
年
ぐ
ら
い
し
た
ら
、「
い
や
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
て
勉
強
し
て
い
て
も
悟
れ
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な
い
な
」
と
思
っ
て
、や
め
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
の
師
匠
の
玉
城
康
四
郎
と
い
う
先
生
は
す
ご
い
人
で
、奥
さ
ま
に
言
わ
せ
る
と
、「
う

ち
の
旦
那
は
、寝
て
い
る
か
、瞑
想
し
て
い
る
か
、ど
っ
ち
か
だ
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、書
い
た
本
は
こ
ん
な
だ
」
と
。
彼
に
相
談
し
た
ら
、

「
君
、
短
気
を
起
こ
し
た
ら
だ
め
だ
、
学
ぶ
こ
と
と
信
仰
は
車
の
両
輪
み
た
い
な
も
の
で
、
互
い
に
保
証
し
合
う
。
た
だ
、
今
の
学
問
は
、

実
践
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
は
き
っ
ち
り
実
践
と
学
問
で
や
っ
て
い
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
煩
悩
」
と
い
う
言
葉
は
よ
く
聞
く
で
し
ょ
う
か
ら
、そ
れ
だ
け
は
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
煩
悩
の
代
表
選
手
は
三
つ
あ
り
、

「
貪
（
と
ん
）・
瞋
（
じ
ん
）・
癡
（
ち
）」
で
す
。「
貪
」
は
、
何
か
欲
し
い
欲
し
い
と
思
う
貪
り
の
こ
と
。「
瞋
」
は
、
怒
り
で
す
。
み

な
さ
ん
、
怒
る
と
心
が
け
が
れ
る
、
汚
れ
る
、
そ
ん
な
気
が
し
ま
せ
ん
か
。
も
と
も
と
、
そ
ん
な
に
き
れ
い
じ
ゃ
な
く
て
も
、
さ
ら
に

汚
く
し
て
し
ま
う
、
透
明
で
な
く
し
て
し
ま
う
、
濁
ら
せ
て
し
ま
う
。
怒
り
と
い
う
の
は
、
非
常
に
そ
う
い
う
作
用
が
強
い
の
で
は
な

い
か
。

　

次
に「
癡
」は
、無
明
に
近
い
こ
と
で
、本
当
に
愚
か
な
私
た
ち
の
在
り
方
で
す
。
苦
し
み
を
も
た
ら
す
根
っ
こ
は
、欲
望
、渇
愛
が
一
つ
。

も
う
一
つ
は
、
さ
ら
に
根
っ
こ
の
本
当
の
愚
か
さ
、
人
生
の
本
当
の
生
き
方
が
、
私
た
ち
に
は
ま
だ
見
え
て
な
い
と
い
う
愚
か
さ
で
す
。

苦
し
み
を
も
た
ら
す
原
因
は
そ
の
二
つ
で
す
。

　

次
に
「
四
苦
八
苦
」
を
考
え
て
み
ま
す
。「
生
・
老
・
病
・
死
」
の
四
苦
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
五
つ
目
は
「
求
不
得
苦
（
ぐ
ふ
と
っ
く
）」。

「
求
」
は
欲
し
い
、「
不
得
苦
」
は
得
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
苦
し
み
。
六
つ
目
が
「
怨
憎
会
苦
（
お
ん
ぞ
う
え
く
）」、
七
つ
目
が
「
愛

別
離
苦
（
あ
い
べ
つ
り
く
）」、
八
つ
目
が
「
五
蘊
盛
苦
（
ご
う
ん
じ
ょ
う
く
）」
で
す
。
五
蘊
盛
苦
は
、
存
在
が
苦
し
み
だ
と
い
う
話
で

思
想
的
な
の
で
置
い
て
お
き
ま
す
。

　

怨
憎
会
苦
の「
怨
憎
」は
嫌
な
や
つ
、憎
た
ら
し
い
や
つ
、「
会
」は
会
う
、嫌
な
人
と
会
い
た
く
な
い
の
に
会
わ
な
い
と
い
け
な
い
苦
し
み
。

そ
の
逆
の
愛
別
離
苦
は
、
愛
し
い
人
た
ち
と
別
離
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
ら
は
人
間
関
係
の
苦
し
み
、
と
言
え
る
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で
し
ょ
う
。
二
千
五
百
年
前
の
人
が
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
の
は
驚
き
で
す
。
人
間
の
苦
し
み
は
二
、三
千
年
前
と
変
わ
ら
な
い
。
お
釈

迦
さ
ま
は
そ
れ
を
見
抜
い
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
が
特
別
な
の
は
、
こ
の
人
間
関
係
は
苦
を
も
た
ら
す
か
ら
、
解
脱
す
る
に
は
人
と
付
き
合
う
な
、
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
こ
と
で
す
。
解
脱
は
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
解
脱
と
か
涅
槃
を
目
指
す
人
間
、
修
行
者
は
、
な
る
べ
く
人

と
付
き
合
う
な
、
た
だ
一
人
歩
み
な
さ
い
と
い
う
の
で
す
。
人
間
関
係
に
関
し
て
、
と
て
も
否
定
的
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
三
十
五
歳
で
悟
っ
た
と
き
に
、
自
分
が
解
脱
し
よ
う
、
涅
槃
に
達
し
よ
う
と
頑
張
っ
て
、
そ
れ
は
実
現
し
た
。
こ

れ
で
よ
し
、
な
す
べ
き
こ
と
は
な
し
終
え
た
、
あ
と
は
肉
体
が
滅
ぶ
完
全
な
涅
槃
、
パ
リ
ニ
ル
ヴ
ー
ナ
を
待
つ
だ
け
だ
と
考
え
た
。
そ

れ
を
誰
か
に
伝
え
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
そ
の
あ
と
何
度
も
一
週
間
ご
と
に
瞑
想
を
繰
り
返
し
ま
す
。
こ

こ
で
私
が
不
思
議
に
思
う
の
は
、
彼
が
そ
の
中
で
迷
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
悟
っ
た
人
が
迷
う
、
悩
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

何
を
悩
ん
だ
か
と
い
う
と
、
人
に
説
く
か
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
悩
み
の
最
中
に
「
梵
天
勘
請
（
ぼ
ん
て
ん
か
ん
じ
ょ
う
）」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
き
ま
す
。
梵
天
と
い
う
神
さ
ま
が
降
り

て
き
て
、
ど
う
か
説
い
て
く
れ
と
懇
願
す
る
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
人
々
を
見
て
、
み
ん
な
欲
望
を
貪
っ
て
い
る
か
ら
説
い
て
も
疲
れ
る

だ
け
だ
と
言
う
。
梵
天
は
、
め
げ
ず
に
、
三
度
、
頼
み
ま
し
た
。
こ
の
三
度
、
と
い
う
の
は
特
別
な
数
字
の
よ
う
で
、
な
ぜ
か
人
は
三

回
頼
ま
れ
る
と
拒
否
は
で
き
な
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
お
釈
迦
さ
ま
は
、
と
う
と
う
説
こ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
は
出
来
過
ぎ
の
話
し
で
は
な
い
で
す
か
。
な
ぜ
お
釈
迦
さ
ま
が
教
え
を
説
き
だ
し
た
の
か
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
仏
教
書
を
見

て
も
、
偉
い
先
生
方
の
研
究
書
で
も
、
大
し
た
説
明
を
し
て
い
な
い
。
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
梵
天
に
三
度
懇
願

さ
れ
た
の
で
、
説
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
お
話
に
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

最
近
、私
は
こ
う
考
え
て
い
ま
す
。
解
脱
し
た
、そ
う
い
う
境
地
に
な
っ
た
、そ
の
中
で
、き
っ
と
お
釈
迦
さ
ま
の
智
慧
の
ま
な
こ
に
は
、
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人
生
は
苦
だ
と
ず
っ
と
見
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
苦
し
み
の
も
と
で
あ
る
人
間
と
人
間
の
か
か
わ
り
の
中
に
、
何
か
大
事
な
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
。
人
間
関
係
に
対
す
る
再
評
価
、
表
面
的
に
は
苦
し
み
を

も
た
ら
す
人
間
関
係
も
、
本
当
は
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で
大
事
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
そ
れ
で

説
き
だ
し
た
の
だ
と
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ
う
し
て
、
人
間
関
係
に
対
す

る
否
定
的
な
考
え
方
か
ら
、
教
え
を
説
く
、
と
い
う
姿
勢
に
大
き
く
考
え
を
転
換
さ
れ
る
。
お
釈
迦
さ
ま
の
根
っ
こ
に
あ
っ
た
人
間
に

対
す
る
愛
情
、
人
々
に
対
す
る
共
感
、
そ
れ
が
解
脱
の
末
に
、
ま
た
現
れ
て
来
た
の
で
す
。
た
だ
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
そ
の
あ
と
教
え

を
説
い
て
い
く
と
き
に
は
、
弟
子
達
に
は
「
サ
イ
の
角
の
よ
う
に
、
た
だ
一
人
歩
み
な
さ
い
」
と
勧
め
て
い
ま
す
。

　

知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、「
原
始
仏
教
」と
呼
ば
れ
る
仏
教
で
の
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
は
、出
家
し
な
さ
い
、戒
律
を
守
っ
て
、

禅
定
を
深
め
、瞑
想
し
て
、智
慧
を
磨
き
な
さ
い
、そ
う
す
る
と
、解
脱
と
か
涅
槃
と
い
う
状
態
が
実
現
し
ま
す
よ
、と
い
う
こ
と
。解
脱
は
、

苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。涅
槃
は
、欲
望
が
な
く
な
る
と
い
う
状
態
で
す
。解
脱
と
か
涅
槃
、彼
の
目
的
は
そ
こ
で
す
。

あ
る
意
味
、
非
常
に
個
人
的
で
、
自
己
探
求
に
留
ま
る
。
悪
く
言
え
ば
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
か
、
自
分
で
精
い
っ
ぱ
い
、

自
分
で
目
い
っ
ぱ
い
な
の
で
す
。

　

た
だ
、
お
釈
迦
さ
ま
は
悟
っ
た
末
に
、
さ
ら
に
深
ま
っ
て
人
へ
の
か
か
わ
り
に
気
付
い
て
い
く
、
大
事
さ
に
気
付
い
て
い
く
。
そ
れ
を

受
け
て
出
て
き
た
の
が
「
大
乗
仏
教
」
だ
と
い
う
の
が
私
の
理
解
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
紀
元
前
四
百
年
前
後
に
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
三
、四
百
年
後
に
新
し
い
運
動
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
が

大
乗
仏
教
で
、
私
は
こ
れ
を
新
興
宗
教
運
動
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
の
新
興
宗
教
と
違
う
の
は
、
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
と
い
う
新
興

宗
教
は
、
自
分
た
ち
で
経
典
を
作
り
ま
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
と
か
ジ
ャ
ン
・
カ
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ル
ヴ
ァ
ン
と
い
う
人
た
ち
が
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
改
革
運
動
を
や
り
、
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
大
き
な

運
動
を
始
め
た
と
き
も
、
新
し
い
聖
書
は
作
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
仏
教
の
人
た
ち
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
っ
て
三
、四
百

年
し
て
新
し
い
経
典
を
創
作
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
伝
統
的
な
人
た
ち
は
、「
お
ま
え
た
ち
の
経
典
は
イ
ン
チ
キ
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
批
判
し
ま
す
が
、
大
乗
仏
教
の
人
た

ち
は
平
気
で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。「
こ
れ
を
聞
い
た
ん
だ
」、「
ち
ゃ
ん
と
聞
い
た
ん
だ
」
と
、
彼
ら
は
確
信
し
て
い
る
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
経
典
は
「
如
是
我
聞
」
と
始
ま
り
ま
す
。
日
本
の
人
た
ち
は
、「
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
て
い
ま
す
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。

「
如
是
」
は
「
真
実
の
と
お
り
に
」。
で
す
か
ら
「
如
是
我
聞
」
は
「
こ
の
と
お
り
、一
字
一
句
間
違
い
な
く
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　

さ
て
、
仏
像
の
起
源
に
つ
い
て
も
お
話
し
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
起
原
は
、
紀
元
一
世
紀
の
半
ば
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
っ
て
四
、五
百
年
後
の
こ
と
で
、
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
マ
ト
ゥ
ラ
ー
と
い
う
二
カ
所
で
で
き
て
き
ま
す
。
亡

く
な
っ
て
す
ぐ
に
作
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
作
ら
な
い
、
そ
れ
は
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
な
ぜ
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。

　

と
も
か
く
、
紀
元
一
世
紀
頃
、
仏
像
が
作
ら
れ
始
め
、
同
じ
頃
、
大
乗
仏
教
の
経
典
が
作
ら
れ
始
め
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に
般
舟
三

昧
経
が
あ
っ
て
、そ
の
経
典
の
中
で
は
、直
接
仏
さ
ま
に
会
う
こ
と
を
や
り
ま
す
。
仏
像
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
を
作
り
始
め
、

瞑
想
で
仏
さ
ま
に
会
う
経
典
な
ど
も
作
っ
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
考
え
は
な
か
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
で
て
く
る
。
般
舟
三
昧

経
は
、見
仏
経
典
、仏
さ
ま
に
会
う
経
典
と
言
う
の
で
す
が
、仏
さ
ま
に
会
う
と
い
う
の
が
目
的
の
半
分
で
、も
う
半
分
は
仏
さ
ま
に
会
っ

て
教
え
を
聞
く
と
い
う
の
が
大
切
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
仏
さ
ま
」
に
つ
い
て
ご
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
釈
迦
族
出
身
の
聖
者
で
す
。
真
理
を
ダ
ル
マ
と
言
い
ま
す
、
法
で
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す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
自
分
は
真
理
を
悟
っ
て
仏
陀
に
な
っ
た
、
だ
か
ら
、
人
が
ダ
ル
マ
を
悟
れ
ば
仏
陀
に
な
る
、
仏
陀
は
自
分
一
人

で
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
原
理
的
に
は
、
悟
っ
た
人
、
仏
陀
に
な
る
人
は
い
く
ら
い
て
も
い
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
思

想
を
背
景
に
、
紀
元
一
世
紀
の
頃
に
、
現
在
も
い
ろ
い
ろ
な
世
界
に
仏
さ
ま
が
い
る
と
い
う
「
現
在
仏
」
が
登
場
し
ま
す
。
経
典
に
も

仏
さ
ま
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。
そ
れ
は
歴
史
上
の
仏
、
つ
ま
り
お
釈
迦
さ
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
永
遠
の
仏
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
以

外
は
、
基
本
的
に
は
永
遠
の
仏
な
の
で
す
。
肉
体
を
持
っ
た
お
釈
迦
さ
ま
で
は
な
く
て
、
如
来
と
か
仏
は
み
ん
な
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
だ
け
が
地
上
世
界
に
降
り
て
き
て
肉
体
的
、
歴
史
的
存
在
と
な
っ
た
。
お
釈
迦
さ
ま
も
如
来
だ
し
仏
で
も
あ
る
の
で
す
が
、

ほ
か
に
も
、
阿
弥
陀
如
来
、
大
日
如
来
と
か
、
大
乗
仏
教
に
は
た
く
さ
ん
の
仏
さ
ま
が
登
場
し
て
き
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
へ
、
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
歴
史
上
に
実
存
し
た
お
釈
迦
さ
ま
と
い
う
個
人
か
ら
、
永
遠
の
仏
と

し
て
の
阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
存
在
へ
と
人
々
の
意
識
が
変
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
大
乗
の
人
た
ち
は
、
瞑
想
の
中
で
そ
う

い
う
永
遠
の
如
来
に
会
い
、
教
え
を
聞
く
。
だ
か
ら
、
如
是
我
聞
は
彼
ら
に
と
っ
て
本
当
の
こ
と
な
の
で
す
。
原
始
仏
教
の
場
合
は
、

お
釈
迦
さ
ま
か
ら
聞
い
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
経
典
で
は
、
永
遠
の
如
来
に
瞑
想
で
会
っ
て
聞
い
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
人
は
確
信
し

て
い
る
。
き
ち
ん
と
仏
に
会
っ
て
聞
い
て
い
る
、
と
。
だ
か
ら
、
如
是
我
聞
に
な
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
般
若
経
と
か
、
華
厳

経
と
か
、
法
華
経
と
か
、
浄
土
系
の
経
典
で
あ
る
無
量
寿
経
と
か
、
み
ん
な
大
乗
の
経
典
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
乗
仏
教
の
「
大
乗
」
に
対
し
て
、
最
近
は
使
い
ま
せ
ん
が
「
小
乗
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
乗

の
人
た
ち
が
、
見
く
び
っ
て
小
乗
と
呼
ん
だ
の
で
、
そ
う
い
う
差
別
語
は
や
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
今
は
「
小
乗
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

上
座
部
仏
教
と
か
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
向
こ
う
岸
に
渡
る
の
に
、
一
人
で
カ
ヌ
ー
で
渡
る
の
が
小
乗
、
み
ん
な
で
乗
り
合

い
で
行
く
船
が
大
乗
、
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
、
大
き
な
乗
り
物
で
す
。
大
乗
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
大
乗
仏
教
の
人
は
何
を
目
指
し
た
の
か
。
こ
う
い
う
新
し
い
教
理
を
作
っ
た
根
っ
こ
は
何
だ
ろ
う
。
大
乗
仏
教
の
経
典
を
見
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て
い
る
と
、「
一
切
衆
生
」
と
い
う
言
葉
が
す
ご
く
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。「
ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
・
ｓ
ａ
ｔ
ｔ
ｖ
ａ
」、
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し

生
け
る
も
の
、
ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
（
一
切
の
、
す
べ
て
の
）、
ｓ
ａ
ｔ
ｔ
ｖ
ａ
（
生
き
も
の
）
で
す
。

　
「
一
切
衆
生
」
と
い
う
言
葉
が
大
乗
仏
教
の
経
典
の
中
で
出
て
く
る
と
き
は
、
良
い
意
味
で
使
い
ま
す
。
一
切
衆
生
は
欲
望
を
貪
っ
て

い
て
だ
め
だ
、
と
い
う
言
い
方
は
絶
対
あ
り
ま
せ
ん
。
一
切
衆
生
は
救
済
の
対
象
で
す
。
で
す
か
ら
、
原
始
仏
教
に
は
、
基
本
的
に
は

出
て
こ
な
い
の
で
す
。
大
乗
仏
教
の
経
典
に
、一
切
衆
生
が
あ
ま
り
に
多
く
出
て
来
る
の
で
、ふ
っ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、言
っ
て
み
れ
ば
、

私
が
い
て
、
解
脱
と
か
、
涅
槃
と
か
、
ダ
ル
マ
、
真
理
を
目
指
す
と
い
う
の
は
縦
の
関
係
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば
、
神
さ
ま
と
私
だ

け
の
関
係
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
紀
元
一
世
紀
の
頃
、
地
中
海
世
界
も
イ
ン
ド
も
そ
う
で
す
が
、
横
が
気
に
な
り
出
す
、
一
緒
に
生

き
て
い
る
人
た
ち
と
の
か
か
わ
り
の
大
事
さ
に
気
が
付
き
始
め
る
。
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
、
か
な
り
幅
は
広
い
の
で
す
が
、
紀
元

五
世
紀
前
後
に
、
イ
ン
ド
だ
け
で
な
く
中
国
で
も
地
中
海
世
界
で
も
、
自
己
探
求
が
始
ま
り
ま
す
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
い
う
思
想
家
が
そ

れ
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
何
の
関
連
も
な
く
、
紀
元
前
五
世
紀
前
後
、
二
、三
百
年
の
幅
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
個
人
の
探
求
の
哲
学
が
始

ま
っ
た
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
五
百
年
ぐ
ら
い
し
て
、
紀
元
一
世
紀
頃
、
人
は
他
者
に
気
付
い
た
、
自
己
探
求
か
ら
他
者
へ
の
思
い
に
気
が
付
き
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
が
登
場
し
ま
す
が
、
あ
れ
は
隣
人
愛
で
す
。
ま
さ
に
人
と
の
か
か
わ
り
を
大
事
に
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
ギ
リ
シ
ャ
の
哲

学
と
か
旧
約
聖
書
は
そ
れ
を
強
調
し
ま
せ
ん
。
友
情
と
か
い
ろ
い
ろ
な
議
論
は
あ
っ
て
も
、
無
差
別
の
隣
人
愛
は
キ
リ
ス
ト
教
が
出
て

か
ら
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
一
番
大
事
な
教
え
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
も
、
仏
教
の
中
だ
け
で
大
乗
仏
教
が
出
て
き
た
の
で
は
な
く
て
、
イ
ン
ド
思
想
の
全
体
の
流
れ
で
、
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
か
ら

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ズ
ム
に
転
換
し
て
い
く
の
が
一
世
紀
の
頃
で
す
。
バ
ク
テ
ィ
と
い
う
愛
を
説
き
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
中
国
世
界
も
同
じ



お釈迦さまから阿弥陀さまへ

77

こ
と
が
言
え
ま
す
。
典
型
的
に
は
道
教
が
出
て
き
ま
す
。
救
済
経
典
の
救
済
の
宗
教
で
す
。
紀
元
一
世
紀
頃
は
本
当
に
不
思
議
な
時
代

で
す
。
こ
れ
は
誰
も
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
私
が
も
っ
と
頑
張
っ
て
書
い
た
り
話
し
た
り
す
れ
ば
、
少
し
は
普
及
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

紀
元
一
世
紀
頃
、
人
類
は
成
熟
し
ま
し
た
。
偉
く
な
っ
た
と
い
う
よ
り
、
成
熟
し
た
の
で
す
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
れ
ば
、
面
白
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
一
人
の
人
間
が
生
ま
れ
る
、
生
ま
れ
た
瞬
間
、
親
に
愛
さ
れ
る
、
人
に

愛
さ
れ
る
、
い
つ
か
自
立
す
る
、
自
我
に
目
覚
め
る
、
こ
れ
が
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
で
す
。
こ
う
い
う
自
己
探
求
の
時
期
を
へ
て
、
や

が
て
人
を
愛
す
る
こ
と
を
知
る
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
、
大
乗
仏
教
の
時
代
。
人
類
の
歴
史
は
、
一
人
の
人
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ

全
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
し
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
大
乗
仏
教
の
誕
生
も
そ
れ
と
重
な
る
と
、
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

人
間
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
本
当
に
愛
に
包
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
実
感
が
生
き
る
上
で
は
大
切
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
一

切
衆
生
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
乗
仏
教
で
は
と
て
も
大
事
に
な
り
、
出
発
点

で
も
あ
る
。
仏
教
は
智
慧
と
慈
悲
の
教
え
だ
、
と
い
う
の
は
大
雑
把
す
ぎ
ま
す
。
仏
教
は
智
慧
の
教
え
だ
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま

の
時
代
か
ら
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
仏
教
が
慈
悲
の
教
え
に
な
っ
た
の
は
大
乗
仏
教
か
ら
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
も
「
慈
悲
」
と
い
う
言

葉
を
使
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
極
端
に
言
え
ば
観
法
の
一
種
で
、
頭
の
訓
練
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

大
乗
仏
教
で
は
い
ろ
い
ろ
な
経
典
が
で
き
ま
す
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
般
若
心
経
、
私
た
ち
の
経
典
で
あ
る
阿
弥
陀
経
と
か
無
量
寿
経

と
か
、
あ
る
い
は
法
華
経
と
か
、
と
。
こ
ん
な
に
色
々
あ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
大
乗
仏
教
は
教
祖
が
い
な
い
の
で
す
。
た
と
え
て

言
え
ば
、
こ
ち
ら
の
人
が
、
九
州
辺
り
で
新
し
い
運
動
だ
と
法
華
経
を
作
り
ま
し
た
、
あ
ち
ら
の
人
が
、
北
海
道
辺
り
で
般
若
経
を
作

り
ま
し
た
。
何
と
な
く
影
響
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
お
互
い
に
連
絡
な
し
で
す
。
だ
か
ら
、
教
理
が
違
い
ま
す
。
私
の
理
解

で
は
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
他
者
と
ど
う
生
き
て
い
く
か
、
人
と
の
か
か
わ
り
を
大
事
に
し
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
大
転
換
が
起
き
て
、
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そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
ろ
い
ろ
な
教
理
を
作
っ
て
い
く
。
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
が
、
た
だ
一
人
歩

み
な
さ
い
と
言
っ
た
、
そ
こ
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
。

　

一
切
衆
生
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
ど
う
に
か
し
よ
う
、
と
い
う
の
で
、
一
番
典
型
的
な
経
典
が
無
量
寿
経
で
す
。
私
た
ち
の
真

宗
で
は
、
無
量
寿
経
だ
け
で
な
く
、
観
無
量
寿
経
、
阿
弥
陀
経
を
「
浄
土
三
部
経
」
と
挙
げ
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
特
に
無
量
寿
経

が
お
好
き
で
す
。
無
量
寿
経
は
、
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
意
味
で
は
一
番
明
確
な
経
典
だ
と
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

　

大
乗
仏
教
は
大
き
く
分
け
る
と
、
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
般
若
経
は
い
ろ
い
ろ
な
般
若
経
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ

は
、
私
た
ち
が
菩
薩
に
な
っ
て
利
他
行
に
励
も
う
と
い
う
経
典
で
す
。
も
う
一
方
で
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
出
現
し
て
来
て
私
た
ち
を
救
っ

て
く
れ
る
と
い
う
経
典
も
で
き
ま
す
。
無
量
寿
経
な
ど
が
、
浄
土
の
教
え
の
典
型
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
究
極
的
に
は
、
解
脱
で
も

涅
槃
で
も
な
い
、「
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」、
菩
提
を
完
成
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
共
通
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
共
通
部
分
が
大

事
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
へ
と
い
う
流
れ
を
ご
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
「
正

信
偈
」
あ
る
い
は
「
正
信
念
仏
偈
」
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

正
信
偈
と
い
う
の
は
、
六
〇
句
一
二
〇
行
か
ら
で
き
て
い
る
詩
文
で
、「
教
行
信
証
」
の
行
の
巻
末
に
付
い
て
い
る
も
の
で
す
。
正
信
偈

の
最
初
の
と
こ
ろ
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

「
帰
命
無
量
寿
如
来
、
南
無
不
可
思
議
光
」

無
量
寿
如
来
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
別
名
で
す
。「
無
量
寿
如
来
に
帰
命
い
た
し
ま
す
、
不
可
思
議
光
に
南
無
い
た
し
ま
す
」、
南
無
は
帰
命

と
同
じ
で
、お
任
せ
し
ま
す
、帰
依
い
た
し
ま
す
で
、私
た
ち
に
一
番
大
事
な
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、遠
い
昔
、
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こ
の
宇
宙
が
始
ま
る
前
の
も
っ
と
昔
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
法
蔵
菩
薩
は
、
世
界
を
見
て
、
一
切
衆
生
、
生
き
と
し
生

け
る
も
の
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
彼
ら
す
べ
て
を
救
っ
て
し
ま
い
た
い
と
、
世
自
在
王
仏
と
い
う
仏
さ
ま
の
前
で
誓
う
の
で
す
。

こ
の
誓
い
を
実
現
で
き
な
い
限
り
、
自
分
は
、
仏
に
な
る
資
格
が
あ
っ
て
も
仏
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
と
う
と
う
法
蔵
菩
薩
は
阿
弥

陀
さ
ま
に
な
り
ま
し
た
。

　

法
蔵
菩
薩
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
な
っ
て
浄
土
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
で
す
。
さ
て
、
で
は
私
た
ち
は
ど
う
な
っ
た
か
。
阿
弥
陀
さ

ま
は
一
切
衆
生
を
救
う
、
と
い
う
誓
い
を
立
て
完
成
し
た
、
実
現
し
た
、
だ
か
ら
、
浄
土
に
い
て
、「
お
い
で
、
お
い
で
」
と
言
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
救
っ
て
い
る
の
で
す
。
信
じ
よ
う
が
信
じ
ま
い
が
、
背
を
向
け
よ
う
が
何
だ
ろ
う
が
、
全
部
救
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
今
、
西
方
浄
土
に
い
て
、
本
願
力
を
送
り
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
働
き

続
け
て
い
る
の
は
光
で
す
。
光
を
届
け
て
い
る
、
こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
太
陽
、
お
日
さ
ま
が
あ
り
ま
す
、
そ
の
お

日
さ
ま
が
な
ぜ
大
事
か
。
暖
か
さ
や
明
る
さ
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
、
そ
こ
に
お
日
さ
ま
が
存
在
す
る
意
味
が
あ
り

ま
す
。
私
た
ち
の
気
付
か
な
い
と
き
で
さ
え
、
光
と
温
か
さ
を
送
っ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
も
、
西
方

浄
土
に
い
て
本
願
力
を
ず
っ
と
働
き
続
け
て
い
ま
す
。

　

四
句
目
は

「
建
立
無
上
殊
勝
願　

超
発
希
有
大
弘
誓
」

法
蔵
菩
薩
は
、
菩
薩
だ
っ
た
と
き
、
ま
れ
な
る
す
ば
ら
し
い
誓
願
を
立
て
た
。
超
発
は
、
ほ
か
の
仏
さ
ま
を
飛
び
越
え
た
す
ご
い
誓
願

を
立
て
た
、
と
い
う
こ
と
。
そ
の
誓
願
を
実
現
し
て
、
今
は
西
に
い
る
。

　

無
量
寿
経
に
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
十
一
句
目
、「
如
来
所
以
興
出
世　

唯
説
弥
陀
本
願
海
」、
釈
尊
が
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こ
の
世
に
現
れ
た
理
由
は
、
ひ
た
す
ら
、
た
だ
た
だ
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
、
海
の
ご
と
き
深
い
広
い
本
願
を
説
く
た
め
だ
っ
た
と
、
親

鸞
聖
人
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
切
衆
生
の
救
済
を
、
本
当
に
本
格
的
に
説
い
た
経
典
は
こ
の
無
量
寿
経
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
教

え
で
す
。

　

十
五
句
目
、「
摂
取
心
光
常
照
護
」、
摂
取
は
、
私
た
ち
を
救
い
取
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
摂
取
し
よ
う
と
い
う
お

心
が
光
と
な
っ
て
、
私
た
ち
を
常
に
照
ら
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
続
く
「
已
能
雖
破
無
明
闇　

貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧　

常
覆

真
実
信
心
天
」、
無
明
に
ま
み
れ
て
い
る
私
た
ち
は
気
付
か
な
く
と
も
、
欲
望
を
貪
っ
て
い
て
も
、
霧
に
覆
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も

阿
弥
陀
さ
ま
は
光
で
照
ら
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

他
力
本
願
の
本
当
の
意
味
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
た
ち
を
救
済
す
る
と
誓
っ
て
、
そ
れ
を
実
現
し
て
、
今
、
西

方
浄
土
に
い
て
、
そ
の
願
い
の
力
を
今
で
も
送
り
続
け
て
く
れ
て
い
る
、
守
り
続
け
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、「
歎
異
抄
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
の
お
弟
子
で
あ
っ
た
唯
円
と
い
う
人
が
聞
き
書
き
し
た
も
の
で
す
。
第
一
条

の
書
き
出
し
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
」
と
い
う
の
は
、
不
思
議
な
阿
弥
陀
さ
ま
の
誓
願
に
助
け
て
い
た
だ

い
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
、
法
蔵
菩
薩
が
立
て
た
無
上
殊
勝
願
、
希
有
大
弘
誓
の
こ
と
で
す
。

　

浄
土
真
宗
で
は
、
あ
る
い
は
宗
学
、
教
学
的
に
は
、
本
願
は
真
実
の
願
い
と
い
う
意
味
で
す
が
、
言
葉
だ
け
で
言
う
と
、
本
願
は
、

過
去
世
に
立
て
た
誓
願
と
い
う
意
味
で
す
。
遠
い
昔
に
立
て
た
誓
願
で
す
。
だ
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
の
と
き
は
本
願
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

法
蔵
菩
薩
の
場
合
は
、
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
の
で
誓
願
と
言
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
続
く
「
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
は
、
念
仏
を
申
そ
う
か
な
と
思
い
立
っ
た
と
き
に
、
そ
の

瞬
間
に
、「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」と
い
う
の
で
す
。
私
は
こ
の「
摂
取
不
捨
」と
い
う
言
葉
が
好
き
で
す
。「
摂
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取
不
捨
」
と
は
、
救
い
取
っ
て
捨
て
な
い
、
決
し
て
見
放
さ
な
い
と
い
う
の
で
す
。
す
ば
ら
し
い
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
他
力

本
願
の
本
当
の
意
味
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
の
力
で
す
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
を
既
に
救
っ
て
く
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
摂
取
不
捨
だ
と

い
う
の
で
す
。
い
く
ら
皆
さ
ん
が
悩
ん
で
、
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
、
も
う
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
阿
弥
陀
さ

ま
は
摂
取
不
捨
だ
と
い
う
の
で
す
、
決
し
て
あ
な
た
を
見
放
さ
な
い
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

苦
し
い
と
一
人
で
思
っ
て
、
み
ん
な
に
見
放
さ
れ
て
助
け
て
く
れ
な
い
、
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
と
き
に
、「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
を
唱
え
る
唱
え
な
い
は
別
に
し
て
、じ
っ
と
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。「
お
ま
え
さ
ん
、安
心
し
て
悪
あ
が
き
し
な
さ
い
」
と
言
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
最
後
ま
で
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
、
私
は
決
し
た
お
ま
え
さ
ん
を
見
放
さ
な
い
よ
、
と
。

　

人
間
同
士
で
も
こ
う
い
う
約
束
を
し
た
い
も
の
で
す
が
、
人
間
は
、
残
念
な
が
ら
、
欲
望
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
難
し
い
。
し
か
し
、

私
は
、
人
間
同
士
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
誓
い
合
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
と
私
の
二
人
だ
け
だ
と
さ
み

し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
み
ん
な
、
人
間
同
士
も
も
っ
と
つ
な
が
り
た
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。

　

今
日
の
話
の
中
で
、
こ
の
「
摂
取
不
捨
」
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
苦
し
い
と
き
に
は
、
摂
取
不
捨
だ
と
。
阿
弥
陀
さ
ま
が

い
る
か
ど
う
か
わ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
き
っ
と
摂
取
不
捨
だ
と
実
感
し
て
、
す
と
ん
と
何
か
が
抜
け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
力
が
今
で
も
働
い
て
い
る
、
永
遠
に
働
き
続
け
て
い
る
。
こ
の
本
願
力
の
働
き
を
受
け
止
め

る
こ
と
が
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
信
心
は
い
た
だ
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
働
い
て
い
る
も
の

を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
だ
け
で
す
。
私
た
ち
が
、
あ
れ
を
信
じ
よ
う
、
こ
れ
を
信
じ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
た
だ

い
て
い
る
、
そ
れ
を
こ
ち
ら
が
受
け
止
め
て
い
る
状
態
を
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
い
る
、
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
何
か
が
聞
こ
え

て
く
る
」
な
ど
の
日
本
語
の
受
動
的
表
現
は
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
判
断
、
力
を
超
え
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
力
を
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あ
る
が
ま
ま
に
受
け
止
め
る
。
い
た
だ
く
、
と
い
う
の
も
受
け
身
で
あ
っ
て
、
人
間
は
、
根
本
的
に
は
受
け
身
的
な
在
り
方
を
し
て
い

る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

信
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
の
は
す
ご
い
こ
と
で
す
が
、ど
う
し
た
ら
信
心
を
い
た
だ
け
る
の
か
と
い
う
と
、そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
。

信
心
を
い
た
だ
け
る
と
念
仏
が
自
動
的
に
出
て
く
る
。
で
は
、
念
仏
を
唱
え
れ
ば
信
心
を
い
た
だ
け
る
の
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
そ

う
も
い
か
な
い
ら
し
い
。
難
し
い
で
す
ね
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
不
可
思
議
な
光
は
、
ど
ん
な
障
害
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
に
、
私
た
ち
の
心
の
い
ろ
い
ろ
な
煩
悩
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
、
私

た
ち
に
注
い
で
い
る
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
こ
と
で
す
。
歸
命
し
ま
す
、
南
無
し
ま
す
、
と
は
す
ご
い
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
本
当

に
そ
う
し
て
く
れ
て
い
る
な
ら
、
す
べ
て
任
せ
て
も
い
い
。
す
べ
て
任
せ
る
。
帰
命
は
、
そ
の
く
ら
い
絶
対
的
な
す
ご
い
こ
と
な
の
で
す
。

帰
命
は
、阿
弥
陀
さ
ま
の
「
も
う
お
ま
え
を
助
け
て
い
る
よ
、い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
言
葉
で
す
。
そ
れ
に
、私
た
ち
が
「
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
こ
た
え
て
い
く
の
が
念
仏
で
す
。

　

浄
土
真
宗
は
、
基
本
的
に
は
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本
で
は
、
死
ん
だ

ら
浄
土
に
行
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
だ
け
だ
ろ
う
と
誤
解
さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
浄
土
真
宗
で
は
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
、
念
仏
を
唱

え
て
、
そ
う
い
う
個
人
的
な
と
こ
ろ
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
一
切
衆
生
を
救
済
し
て
く
れ
て
い
る
中
で
、
社
会

的
に
ど
う
生
き
て
い
く
か
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　
「
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
の
が
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
一
番
大
事
な
「
宗

制
」
の
前
文
に
書
い
て
あ
る
言
葉
で
、
こ
の
宗
門
の
目
的
み
た
い
な
も
の
で
す
。
念
仏
申
す
人
生
を
送
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
自

他
と
も
に
心
豊
か
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
自
他
共
に
」、
こ
れ
も
な
か
な
か
難
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し
い
こ
と
で
す
し
、
心
の
豊
か
さ
っ
て
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
、
本
当
の
豊
か
さ
っ
て
何
だ
ろ
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
私
た

ち
は
、
生
き
に
く
い
社
会
を
生
き
て
い
く
の
に
、
い
き
い
き
し
て
い
け
る
よ
う
な
社
会
を
実
現
し
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
の
立
場
と
し
て
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
自
分
の
煩
悩
の
深
さ
、
自
己
本
位
な
あ
り

方
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
、
ま
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
に
光
に
照
ら
さ
れ
、
み
な
と
も
に
慈
悲
の
中
で
生
か
さ
れ
つ
つ
、
人
と
人
と

が
と
と
も
に
よ
り
豊
か
に
生
き
て
い
こ
う
、
そ
う
い
う
社
会
の
実
現
の
た
め
に
力
を
つ
く
そ
う
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　
　

原
始
仏
教
、
梵
天
勧
請
、
大
乗
仏
教
、
一
切
衆
生
、
自
他
共
に


