
仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録

大
乗
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
浄
土
真
宗

相

馬

一

意

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
相そう
馬ま
一かず
意い
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
で
非
常
勤
講
師
を
九
年
間

務
め
た
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
久
し
ぶ
り
に
こ
の
礼
拝
室
に
入
り
ま
し
た
。
非
常
に
懐
か
し
い
気
が
い
た
し
ま
す
。

森
田
眞
円
先
生
と
は
特
別
な
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
講
演
依
頼
を
ど
う
し
て
も
断
り
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
内
容
の
あ
る
講
演
を
す
る
力
は
な
い
人
間
で
す
。
た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
、
現
在
は
真
宗
の
僧
侶
で

寺
院
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
専
攻
は
仏
教
学
で
、
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
を
研
究
課
題
と
し
ま
し
た
。
大
学
時
代
は
勉
強
不
十

分
で
し
た
の
で
、
龍
谷
大
学
大
学
院
に
入
学
し
て
、
ま
じ
め
に
勉
強
し
よ
う
と
思
い
、
梵
語
、
す
な
わ
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
一
所

懸
命
学
び
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
献
を
使
っ
て
、
大
乗
仏
教
の
初
期
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

そ
の
時
代
に
研
究
し
た
こ
と
が
ら
か
ら
話
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
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Ⅰ

大
乗
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス

講
演
の
総
合
タ
イ
ト
ル
は
、「
大
乗
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
浄
土
真
宗
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
前
半
の
テ
ー
マ
が
「
大
乗

仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
若
か
り
し
頃
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
用
意
し
た
項
目
は
六
種
で
、
レ
ジ

ュ
メ
に
示
し
た
と
お
り
で
す
。
そ
れ
を
休
憩
時
間
ま
で
お
話
す
る
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

一
、
前
提
と
し
て
の
大
乗
の
時
間
観
念
と
空
間
論

最
初
は
、「
前
提
と
し
て
の
大
乗
の
時
間
観
念
と
空
間
論
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
教
は
イ
ン
ド
で
興
起
し
ま
し
た
の
で
、
イ
ン
ド
人
の
も
の
の
考
え
方
・
捉
え
方
を
大
き
く
反
映
し
て
い
ま
す
。
そ
の
点
、
狭
い
列

島
に
住
ん
で
い
る
日
本
人
の
考
え
方
と
は
、
も
の
の
捉
え
方
が
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
の
話
に
も
関
連
し
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
、

仏
教
の
時
間
観
念
と
空
間
的
な
理
解
の
仕
方
と
い
う
も
の
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。

ａ

の
「
劫こう
」
と
い
う
単
位
で
す
が
、
イ
ン
ド
の
梵
語
で
「
カ
ル
パ
」、
こ
れ
を
音
訳
し
て
劫
で
す
。
一
番
基
本
に
な
る
時
間
の
単

位
で
す
。
辞
書
の
最
初
に
あ
る
よ
う
な
説
明
を
い
た
し
ま
す
と
、
カ
ル
パ
と
い
う
時
間
は
、
縦たて
横よこ
四
方
が
四し
十じゆう里り
の
金
剛
石
（
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
）
が
あ
っ
て
、
｜
四
十
里
に
四
キ
ロ
を
か
け
て
、「
四
×
四
〇＝
一
六
〇
」
で
、
百
六
十
キ
ロ
四
方
な
ど
と
訳
す
と
、
も
の
す

ご
く
大
き
い
で
す
ね
。
こ
の
『
註
釈
版
聖
典
』
を
つ
く
っ
た
本
願
寺
の
聖
典
編
纂
委
員
会
に
所
属
し
て
い
た
と
き
、
最
初
は
「
百
六
十

キ
ロ
四
方
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
な
ど
と
訳
し
て
い
ま
し
た
の
で
、「
何
そ
れ

」
と
聞
き
返
し
、
訂
正
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｜
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「
里
」
は
中
国
の
里
で
あ
っ
て
、
日
本
の
里
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
の
里
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
が
、
四
百
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
百
メ
ー
ト
ル
の
間
で
す
か
ら
、
四
十
里
に
四
百
メ
ー
ト
ル
を
か
け
れ
ば
、
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
四
十
里
四

方
（
十
六
キ
ロ
四
方
）
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
あ
り
、
そ
の
上
に
百
年
に
一
度
鳥
が
飛
ん
で
く
る
。
鳥
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
上
で
羽
を

休
め
て
、
ま
た
飛
び
あ
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
四
十
里
四
方
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
が
す
り
減
っ
て
な
く
な
る
と
き
が
来
ま
す
。
そ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
な
く
な
る
ま
で
の
時
間
が
、「
一
カ
ル
パ＝

一
劫
」
な
の
で
す
。

現
在
、
地
球
が
で
き
て
約
六
十
億
年
。
こ
の
六
十
億
年
で
四
十
里
四
方
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
す
り
減
っ
て
な
く
な
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
で
は
少
し
大
げ
さ
す
ぎ
る
と
思
っ
た
の
か
、
別
の
経
典
を
見
ま
す
と
、「
三
年
に
一
度
鳥
が
飛
ん
で
く
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
三
年
に
一
度
に
し
た
か
ら
と
て
、
あ
ま
り
違
い
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
「
カ
ル
パ
」

は
、
長
大
な
時
間
の
単
位
で
す
が
、
こ
れ
が
最
大
の
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
最
小
の
時
間
の
観
念
と
し
て
、
そ
れ
を

何
倍
も
何
千
倍
も
何
万
倍
も
し
た
よ
う
な
時
間
観
念
の
中
で
も
の
ご
と
を
捉
え
て
ゆ
く
の
で
す
。

ｂ

の
「

三
阿
僧
祇
（
百
大
）
劫

と
い
う
長
大
な
修
行
時
間
」
の
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
大
乗
仏
教
が
展
開
し
て
、
懸
命
に
煩

悩
を
断
じ
つ
つ
修
行
し
て
、
仏
の
さ
と
り
が
得
ら
れ
る
期
間
を
い
う
と
き
に
、
仏
典
に
出
て
く
る
期
間
が
三
阿あ
僧そう
祇ぎ
劫
で
す
。「
百
大
」

と
い
う
字
が
入
っ
て
い
る
場
合
と
な
い
場
合
と
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
三
阿
僧
祇
劫
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
阿
僧
祇
の
原
語

は
「
ア
サ
ン
キ
ヤ
」、
そ
れ
を
阿
僧
祇
と
中
国
人
が
音
訳
い
た
し
ま
し
た
。

日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
六
百
兆
円
に
す
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
で
き
る
わ
け
が
な
い
と
か
い
う
と
き
の
「
兆
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
兆
の
上
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
次
の
数
の
位
を
ご
存
じ
で
す
か
。
そ
う
、「
京けい
」
で
す
ね
。
あ
ま
り
私
た
ち
の
生
活
に
は
関
係

あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
頃
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
話
で
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
、
十
、
百
、
千
、
万
、
十
万
、

百
万
、
千
万
、
一
億
、
十
億
…
…
、
一
兆
、
十
兆
…
…
、
一
京
、
十
京
…
…
…
…
と
、
指
を
折
っ
て
桁
を
数
え
て
い
っ
て
、
六
十
番
目
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に
出
て
く
る
桁
が
、
阿
僧
祇
（
ア
サ
ン
キ
ヤ
）
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
ん
な
も
の
を
考
え
る
と
頭
が
痛
く
な
り
そ
う
で
す
が
、
仏
教
の

辞
書
に
は
、
六
十
番
目
の
桁
を
「
阿
僧
祇
」
と
い
う
と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
十
の
五
十
九
乗
倍
の
数
で
す
。

こ
の
十
の
五
十
九
乗
倍
の
数
の
劫
が
「
阿
僧
祇
劫
」
で
す
。
四
十
里
四
方
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
、
鳥
が
羽
を
休
め
た
り
飛
び
あ
が
っ

た
り
し
て
、
摩
擦
し
て
消
え
て
な
く
な
る
時
間
が
劫
で
し
た
。
こ
の
劫
の
十
の
五
十
九
乗
倍
の
時
間
が
阿
僧
祇
劫
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を

三
倍
し
た
の
が
三
阿
僧
祇
劫
で
す
。
想
像
を
絶
す
る
長
い
な
が
い
時
間
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
し
た
ね
。

こ
う
い
う
長
い
年
月
の
間
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
、
生
ま
れ
て
は
死
に
死
ん
で
は
生
ま
れ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
つ
つ
、

仏
道
修
行
を
続
け
て
煩
悩
を
断
じ
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
仏
の
さ
と
り
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
私
な
ら
、
そ
れ
で
は
仏
の
さ
と
り

な
ど
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
と
結
論
づ
け
る
の
で
す
が
、
イ
ン
ド
人
の
頭
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
の
年
数
を
修
行

し
て
ゆ
け
ば
さ
と
り
が
得
ら
れ
る
、
そ
こ
に
素
晴
ら
し
い
さ
と
り
の
境
地
が
開
か
れ
る
と
語
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

ま
っ
た
く
す
ご
い
時
間
観
念
で
す
ね
。
こ
う
し
た
観
念
の
下
で
仏
教
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

ｃ

の
項
目
を
見
て
く
だ
さ
い
。
今
度
は
、
空
間
的
な
観
念
で
「
須しゆ
弥み
山せん
世
界
（
閻えん
浮ぶ
提だい
）
と
三
千
大
千
世
界
」
で
す
。「
三
千
大

千
世
界
」
は
、
皆
さ
ん
も
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
経
典
が
あ
り
、
手

頃
な
長
さ
な
の
で
、
法
事
等
に
よ
く
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
三
千
大
千
世
界
と
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
出
て
き
ま
す
ね
。
こ
れ

が
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

イ
ン
ド
人
の
考
え
た
天
体
で
「
須
弥
山
世
界
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
須
弥
は
、「
ス
メ
ー
ル
」
と
い
う
原
語
を
、
た
だ
漢
字

に
写
し
た
も
の
で
、「
ス
」
は
「
素
晴
ら
し
い
、
非
常
に
す
ご
い
」、「
メ
ー
ル
」
は
「
山
」
で
す
。
訳
せ
ば
、「
妙
高
」
と
な
り
ま
す
。

日
本
で
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
、
妙
高
山
と
よ
ば
れ
る
高
い
山
は
、
こ
こ
か
ら
来
て
い
ま
す
。

奈
良
県
辺
り
で
は
、「
弥み
山せん
」
と
い
う
山
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
は
山
伏
さ
ん
の
修
行
の
道
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場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
山
伏
に
ま
じ
っ
て
修
行
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
弥
山
と
い
う
山
名
に
喜
ん
で
、「
阿
弥
陀
如
来
が

祭
ら
れ
て
い
る
の
か
、
変
な
山
や
な
」
と
口
走
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、「
お
ま
え
は
ア
ホ
か
。
須
弥
山
の

須

を

略
し
て
い
る
も
の
で
、
阿
弥
陀
の
弥
で
は
な
い
わ
い
」
と
叱
ら
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

地
球
と
い
う
か
、
天
体
の
一
番
中
心
に
高
く
そ
び
え
て
い
る
四
角
柱
の
山
が
須
弥
山
で
す
。
そ
れ
を
何
重
に
も
山
脈
が
囲
ん
で
い
て
、

さ
ら
に
そ
の
外
を
大
海
が
囲
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
外
海
中
の
四
方
に
「
四し
大だい
洲しゆう」
と
よ
ば
れ
る
大
陸
が
あ
っ
て
、
南
側
に
、
イ
ン
ド

の
大
陸
を
か
た
ど
っ
た
よ
う
な
大
陸
が
あ
り
、「
南なんせん
部ぶ
洲しゆう
（
ジ
ャ
ン
ブ
ー
・
ド
ヴ
ィ
ー
パ
）」、
ま
た
は
、「

部
洲
・
閻
浮
提
」
と

い
い
ま
す
。

あ
と
の
説
明
を
都
合
で
省
略
し
ま
す
が
、
こ
う
し
た
須
弥
山
を
中
心
と
し
た
全
体
の
天
体
を
一
つ
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

が
仏
教
の
世
界
観
の
単
位
で
、「
一
小
世
界
」
と
い
う
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
一
須
弥
山
世
界
で
す
が
、
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
い
た

だ
い
て
話
を
続
け
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
須
弥
山
世
界
が
世
界
観
の
一
つ
の
単
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。
サ
イ
ズ
の
話
は
、
今
は
や
め
て
お
き
ま
す
が
、
こ

の
天
体
の
真
ん
中
に
そ
び
え
立
つ
須
弥
山
と
い
う
山
の
中
腹
を
、
太
陽
も
月
も
回
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
太
陽
が
こ
ち
ら
側
に
来
て

い
る
と
き
に
は
裏
側
に
月
が
行
き
、
月
が
こ
ち
ら
に
来
て
い
る
と
き
に
は
反
対
側
に
太
陽
が
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
世
界
で

は
、
西
の
空
に
太
陽
も
月
も
見
え
る
と
き
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
き
は
ど
う
説
明
す
る
の
か
、
少
し
曖
昧
で
す
ね
。
こ
う
い

う
ア
バ
ウ
ト
な
部
分
が
あ
る
の
で
す
が
、
太
陽
も
月
も
含
め
て
、
須
弥
山
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
少
し
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
京
都
大
学
の
梶
山
雄
一
と
い
う
有
名
な
仏
教
の
先
生
は
、「
太
陽
と
月

が
回
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
須
弥
山
世
界
は
、
太
陽
系
全
部
に
あ
た
る
」
と
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
非
常
に
話
が
大
き

く
な
り
ま
す
が
、
私
は
、
一
桁
ラ
ン
ク
を
下
げ
て
、
地
球
一
つ
程
度
の
天
体
を
「
一
須
弥
山
世
界
」
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
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す
。須

弥
山
世
界
、
そ
れ
を
千
倍
し
た
の
が
小
千
世
界
で
、
そ
れ
を
ま
た
千
倍
に
し
た
の
が
二
千
世
界
、
ま
た
は
中
千
世
界
で
す
。
こ
の

中
千
世
界
（
二
千
世
界
）
は
、
千
倍
し
た
も
の
の
千
倍
で
す
か
ら
、
二
千
世
界
と
は
あ
り
ま
し
て
も
、
須
弥
山
世
界
の
二
千
倍
で
は
な

く
、
千
の
二
乗
倍
個
の
大
き
さ
、
広
さ
で
す
か
ら
誤
解
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
千
×
千＝

百
万
」
で
、
須
弥
山
世
界
百
万
個
分
で
す
。

三
千
大
千
世
界
と
は
、
三
千
世
界
と
い
い
ま
た
大
千
世
界
と
い
う
も
の
を
ま
と
め
た
表
現
で
、
中
千
世
界
を
千
倍
し
た
も
の
、
す
な
わ

ち
小
世
界
を
千
の
三
乗
倍
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
十
億
個
分
に
あ
た
り
ま
す
。

例
え
ば
、
須
弥
山
世
界
（
一
小
世
界
）
を
私
の
よ
う
に
地
球
一
つ
と
考
え
れ
ば
、
小
千
世
界
は
太
陽
系
全
体
ぐ
ら
い
に
あ
た
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
中
千
世
界
は
、
銀
河
系
宇
宙
ぐ
ら
い
に
相
当
し
ま
す
。
三
千
大
千
世
界
は
、
で
す
か
ら
、
宇
宙
の
全
体
を
指
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
広
大
な
世
界
、
三
千
大
千
世
界
を
い
く
つ
も
考
え
て
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
三
千
大
千
世
界
が
一
仏
（
如
来
）
の
教
化
す

る
範
囲
と
考
え
る
の
が
仏
教
で
す
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
、
広
大
極
ま
り
な
い
世
界
観
で
あ
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
、
亡
く
な
っ
た
ら
浄
土
に
ゆ
く
予
定
で
す
か
、
地
獄
に
ゆ
く
予
定
で
す
か
。
こ
こ
に
お
見
え
の
方
は
、
大
抵
浄
土
へ
生
ま
れ

て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
。
浄
土
に
生
ま
れ
れ
ば
阿
弥
陀
仏
に
会
え
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
浄
土
で
あ
る
、
と
考
え
て
そ
れ
で
十
分
な
の

で
す
が
、
こ
の
話
の
続
き
で
い
い
ま
す
と
、
で
は
、
浄
土
の
広
さ
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
浄
土
は
、
こ

こ
に
生
ま
れ
て
く
る
人
が
ど
れ
ほ
ど
居
て
も
、
決
し
て
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
、
無
限
の
広
さ
を
持
っ
た
世
界
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
る
の
が
三
千
大
千
世
界
で
す
ね
。

仏
の
世
界
は
、
西
方
に
は
極
楽
世
界
が
あ
り
、
東
の
方
に
は
、
薬
師
如
来
の
浄じよう瑠る
璃り
と
い
う
世
界
が
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
、
阿あ
しゆく

如
来
の
妙
喜
世
界
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
い
ろ
ん
な
仏
の
世
界
が
三
千
大
千
世
界
一
つ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
。
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要
す
る
に
、
時
間
観
念
も
空
間
観
念
も
、
仏
教
の
考
え
方
は
私
た
ち
の
も
の
と
は
だ
い
ぶ
開
き
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
日
常
の
狭

い
次
元
で
も
の
ご
と
を
考
え
る
と
、
話
が
だ
ん
だ
ん
合
わ
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
上
を
前
書
き
に
し
て
、
そ
れ
で
は
、

講
演
の
本
論
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

二
、
仏
教
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
「
さ
と
り
」

最
初
は
、
ａ

の
「
煩
悩
を
断
じ
つ
く
し
て
仏ぶつ
陀だ
と
な
る
（
迷
い
を
転
じ
て
さ
と
り＝

成
仏
を
め
ざ
す
）」
と
い
う
項
目
で
す
。

仏
教
は
、
お
金
が
た
ま
る
、
一
億
円
の
宝
く
じ
が
当
た
る
と
か
、
私
の
ガ
ン
が
治
る
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
息
子
が
何
と
か
出
世
す

る
と
い
う
よ
う
な
、
現
実
的
な
願
い
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
と
り
を
め
ざ
す
の
が
仏
教
で
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
さ
と
り
が
簡
単
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
は
煩
悩
と
い
う
さ
と
り
を
妨
げ
る
心
持
ち

が
具
わ
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
「
八
万
四
千
の
煩
悩
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
非
常
に
数
多
く
あ
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
方
で
、
煩
悩
が
ほ

と
ん
ど
な
い
と
い
う
人
は
居
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
仏
さ
ま
に
近
い
存
在
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
う

は
ま
い
り
ま
せ
ん
ね
。

つ
い
最
近
、
東
日
本
大
震
災
と
い
う
大
地
震
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
が
、
話
は
こ
れ
に
つ
い
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
二
十
年
以
上

に
な
り
ま
し
ょ
う
か
、
こ
こ
関
西
で
、
阪
神
大
震
災
と
い
う
大
災
害
が
あ
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
私
は
、
あ
の
と
き
に
大
山
崎
町
の

隣
、
大
阪
府
の
島
本
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
自
身
は
直
接
の
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
被
害
を
受
け
た
人

が
周
り
に
大
勢
居
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
と
き
に
経
験
し
た
、
義
捐
金
拠
出
に
関
わ
っ
て
の
話
で
す
。

ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
出
し
得
た
の
は
五
万
円
で
し
た
。
五
万
円
で
は
足
り
な
い
と
思
い
ま
し
た
か
ら
、
目
の
前
に
い
た
、
家
内
・
上
の
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娘
・
下
の
娘
の
三
人
に
い
い
ま
し
た
。「
お
年
玉
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
や
ろ
う
。
ど
う
や
、
三
人
で
五
万
円
出
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
。

Ｏ
Ｋ
が
出
ま
し
た
。
三
人
の
五
万
円
と
私
の
五
万
円
で
、
合
わ
せ
て
十
万
円
で
す
。
住
宅
の
下
の
方
の
田
ん
ぼ
の
中
を
下
り
て
ゆ
き
ま

す
と
郵
便
局
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
早
速
に
郵
便
局
へ
ゆ
き
、
義
捐
金
を
十
万
円
出
し
て
、
は
ん
こ
を
「
ボ
ン
」
と
も
ら
っ
て
帰
っ
て
き

ま
し
た
。

い
い
こ
と
を
し
た
つ
も
り
で
お
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
日
本
赤
十
字
社
か
ら
は
何
の
挨
拶
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
た
り
ま

え
で
す
ね
。
で
も
、
そ
う
い
う
状
態
で
一
週
間
ほ
ど
経
ち
ま
す
と
、
私
に
、「
義
捐
金
を
十
万
円
も
出
し
た
の
に
、
頂
き
ま
し
た
と
か
、

あ
り
が
と
う
と
か
、
電
話
の
一
つ
も
な
け
れ
ば
葉
書
も
な
い
。
日
本
赤
十
字
社
も
水
く
さ
い
な
」
と
い
う
よ
う
な
心
が
持
ち
あ
が
っ
て

き
ま
し
た
。
自
分
は
義
捐
金
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、「
そ
れ
が
人
の
た
め
に
使
っ
て
も
ら
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
と
て
も
よ
い
こ
と

だ
」
と
は
素
直
に
思
え
な
い
の
で
す
。「
赤
十
字
社
は
水
く
さ
い
な
」
な
ど
と
い
う
ケ
チ
く
さ
い
心
が
な
く
な
ら
な
い
の
で
す
。

私
は
、
人
の
前
で
仏
教
学
の
講
義
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
、「
布
施
」
と
い
う
行
を
説
明
し
て
、
本
来
の
意
味
は
「
捨
て

る
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
自
分
が
出
し
た
も
の
に
対
し
て
、「
使
い
か
た
が
悪
い
」
と
か
「
与
え
た
も
の
を
有
意
義
に
使
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
な
ど
と
、
布
施
者
が
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
る
権
利
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
布
施
は
、「
私
が
、
あ
の
人
に
こ
れ
を
あ
げ
た
」

と
、
手
柄
顔
に
思
う
よ
う
な
も
の
は
本
当
の
布
施
で
は
な
く
、「
三
輪
清
浄
の
布
施
」
と
い
っ
て
、
施
者
と
受
者
と
施
物
と
の
三
種
に

執しゆう
着じやくし
な
い
の
が
本
物
だ
、
な
ど
と
教
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
た
か
が
十
万
円
。「
た
か
が
」
と
い
う
の
は
、
失
礼
な
言

い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
私
の
命
が
な
く
な
る
よ
う
な
切
実
な
お
金
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
て
、
そ
う
い
う
人
間
が
、
十
万
円
の
義
捐
金
で
、
他
か
ら
感
謝
さ
れ
た
い
と
思
う
心
は
お
粗
末
で
す
よ

ね
。
ま
っ
た
く
情
け
な
い
と
痛
切
に
反
省
い
た
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
真
実
の
反
省
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
当
時
は
、
半
分
は
西
本
願
寺
の
職
員
と
い
う
身
分
で
も
あ
り
、
本
願
寺
の
内
部
で
の
義
捐
金
募
集
が
何
度
も
あ
っ
て
、
そ
の
都
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度
千
円
と
か
二
千
円
く
ら
い
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
き
、『
本
願
寺
新
報
』（
本
願
寺
出
版
社
）
に
こ
ん
な
記
事
が
載
っ
た

の
で
す
。「
尊
い
お
志
、
二
万
円
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
方
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
寄
付
者
の
名
前
が
羅
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
の
号

を
見
る
と
、
今
度
は
「
尊
い
お
志
、
三
万
円
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
方
」
と
、
前
号
よ
り
少
し
大
き
な
字
で
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
次
は
と
い
う
と
、「
尊
い
お
志
五
万
円
」
と
し
て
、
も
っ
と
大
き
な
活
字
で
出
て
い
た
の
で
す
。
近
頃
は
、
こ
う
い
う
形
の
記
事

は
あ
ま
り
見
か
け
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
こ
う
い
う
記
事
が
実
際
に
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
「
五
万
円
」
を
見
た
途
端
に
、
私
は
、「
し
ま
っ
た
。
俺
は
、
赤
十
字
社
に
金
を
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
本
願
寺
に
出
す

べ
き
で
あ
っ
た
。
本
願
寺
な
ら
五
万
円
で
こ
れ
だ
け
の
大
き
さ
で
名
前
を
書
い
て
く
れ
る
。
私
は
十
万
円
だ
か
ら
…
…
…
」
と
、
こ
の

あ
た
り
ま
で
思
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
何
と
浅
は
か
な
心
だ
、
強
く
反
省
し
た
は
ず
で

は
な
か
っ
た
の
か
。
あ
の
反
省
は
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
捨
て
る
と
い
う
意
味
の
布
施
だ
か
ら
手
柄
顔
に
い
う
の
と
は
違
う

の
だ
な
ど
と
、
自
分
で
は
分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
は
い
て
も
、
こ
う
し
た
み
っ
と
も
な
い
心
が
な
く
な
ら
な
い
の
が
私
た
ち
な
の
だ
、

と
。い

か
が
で
す
か
。
こ
ん
な
ク
ダ
ラ
ナ
イ
心
と
は
無
縁
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
私
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
心
の
方
が
強
い

で
す
か
。
煩
悩
は
、
一
回
な
く
し
得
た
と
思
っ
て
も
、
そ
う
簡
単
に
断
じ
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
最

大
限
に
数
え
て
、「
八
万
四
千
の
煩
悩
」
と
い
っ
た
り
、「
三
阿
僧
祇
百
大
劫
」
も
の
長
い
な
が
い
年
月
を
か
け
な
い
と
断
じ
つ
く
す
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

二
番
ｂ

は
、
そ
の
三
阿
僧
祇
劫
と
い
う
長
い
年
月
に
わ
た
る
修
行
の
段
階
を
示
し
た
も
の
で
す
。
詳
し
い
説
明
は
省
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
が
、
四
十
一
位
と
か
五
十
二
位
と
か
い
う
、
ま
こ
と
に
長
大
な
修
行
段
階
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
ゴ

ー
ル
、
最
終
的
に
獲
得
す
る
境
地
が
さ
と
り
で
、
大
乗
仏
教
で
は
「
阿あ
褥のく
多た
羅ら
三さん
みやく

三さん
菩ぼ
提だい
」
と
申
し
ま
す
。
何
の
こ
と
や
ら
さ
っ
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ぱ
り
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
漢
語
に
訳
し
ま
す
と
、「
無
上
正
等
覚
」「
無
上
等
正
覚
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
上
な
い
、
す
な
わ
ち
最
高
の

仏
の
正
し
い
さ
と
り
、
と
い
っ
た
意
味
で
す
。
原
語
は
、「
ア
ヌ
ッ
タ
ラ
サ
ン
ミ
ャ
ク
サ
ン
ボ
ー
デ
ィ
」
と
い
う
の
で
、
こ
の
よ
う
に

音
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
寺
の
長
男
坊
に
生
ま
れ
た
私
は
、
寒
か
ろ
う
と
暑
か
ろ
う
と
、
本
堂
で
父
親
の
後
ろ
に
正
座
さ
せ
ら
れ
て
、

内
容
が
理
解
で
き
な
い
お
経
を
唱
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。「
阿
褥
多
羅
三

三
菩
提
」
と
何
回
も
繰
り
返
し
て
、『
阿
弥
陀
経
』
は
終
に

な
り
ま
す
。
意
味
が
分
か
ら
な
い
な
が
ら
、
こ
れ
が
来
る
と
、
あ
あ
そ
ろ
そ
ろ
終
だ
と
喜
ん
だ
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
、
大
学
院
に
入

っ
て
梵
語
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
、
や
っ
と
そ
の
意
味
が
理
解
で
き
ま
し
た
。

少
し
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
煩
悩
を
断
じ
つ
く
す
に
は
ま
こ
と
に
長
い
年
月
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
間
が
修
行
期

間
と
い
う
わ
け
で
、
三
阿
僧
祇
百
大
劫
も
か
か
る
。
そ
の
長
大
な
修
行
の
階
位
を
、
あ
る
い
は
四
十
一
位
で
い
う
場
合
と
五
十
二
位
で

語
っ
た
り
す
る
。
そ
の
修
行
の
完
成
が
仏
教
の
目
的
と
す
る
さ
と
り
で
、
阿
褥
多
羅
三

三
菩
提
と
称
す
る
の
で
す
。
獲
得
が
極
め
て

困
難
な
ゴ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
、
修
行
年
月
の
長
さ
に
よ
っ
て
思
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
が
、
ｃ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
は
そ
れ
と
逆
の
よ
う
な
言
葉
、
観
念
・
考
え
方
を
示
し
て
い
ま
す
。「
煩
悩
即
菩

提
」、「
生
死
即
涅
槃
」、「
娑
婆
即
浄
土
」、
似
た
よ
う
な
意
味
合
い
の
三
つ
の
表
現
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
た
。

煩
悩
が
す
な
わ
ち
菩
提
、
さ
と
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
生しよう死じ
」
と
い
う
の
は
迷
い
の
命
の
こ
と
で
す
。
生
死
、
迷
い
の
世
界
が
す

な
わ
ち
涅ね
槃はん
、
さ
と
り
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
娑しや
婆ば
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
私
た
ち
の
苦
し
み
の
世
界
で
す
。
娑
婆
世
界
は
、

「
サ
ハ
ー
」
と
い
う
原
語
を
漢
字
に
写
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
語
は
非
常
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。『
広
辞
苑
』（
岩
波
書

店
）
で
娑
婆
世
界
を
引
く
と
、「
こ
の
現
実
の
苦
し
み
の
世
界
」
と
い
う
説
明
は
も
ち
ろ
ん
出
て
い
ま
す
が
、
二
番
目
か
三
番
目
に
、

ま
る
き
り
逆
の
「
自
由
な
世
界
」
と
い
う
意
味
で
も
出
て
い
ま
す
。
自
由
な
世
界
と
は
、
お
分
か
り
で
す
ね
、
刑
務
所
や
軍
隊
等
に
入

れ
ら
れ
て
い
て
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
人
か
ら
見
れ
ば
、
娑
婆
世
界
が
自
由
な
世
界
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
娑
婆
と
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い
う
の
は
あ
ま
り
い
い
意
味
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
し
ゃ
ば
に
出
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
自
由
に
な
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
そ
う
見
え
る
だ
け
の
こ
と
。
あ
く
ま
で
間
違
っ
た
使
い
方
で
す
。
私
た
ち
の
世
界
は
、
本
当
は
自
由
で
も
何

で
も
な
く
て
、
苦
し
み
に
堪
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
（
こ
れ
が
正
し
い
娑
婆
の
意
味
で
、
堪かん
忍にん
土ど
と
い
う
の
が
正
し
い
翻
訳
語
で

す
）
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

煩
悩
を
持
っ
た
、
皆
さ
ん
や
私
が
生
き
て
い
る
世
界
で
す
か
ら
、
毎
日
の
新
聞
を
見
る
と
、
面
白
く
な
い
記
事
ば
か
り
で
す
。
人
を

殺
し
た
と
か
だ
ま
し
た
と
い
う
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
の
世
界
で
も
あ
り
ま

す
。と

こ
ろ
が
、
煩
悩
が
す
な
わ
ち
さ
と
り
、
菩
提
で
あ
る
。
迷
い
の
世
界
、
生
死
が
す
な
わ
ち
さ
と
り
の
世
界
、
涅
槃
で
あ
る
。
娑
婆
、

こ
の
苦
し
み
の
世
界
こ
そ
が
浄
土
で
あ
る
。
先
の
「
即
」
の
字
で
結
ば
れ
た
三
つ
の
表
現
は
、
こ
う
し
た
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
っ
た

く
の
矛
盾
概
念
が
結
局
は
同
じ
も
の
だ
と
い
う
意
味
は
、
い
か
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

高
校
生
か
大
学
生
の
時
代
に
読
ん
だ
Ｓ
Ｆ
の
話
で
す
。
今
日
の
出
だ
し
の
、
時
間
や
空
間
の
観
念
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
光
の

ス
ピ
ー
ド
で
何
万
年
も
進
ん
で
も
到
達
で
き
な
い
よ
う
な
遠
大
な
距
離
に
あ
る
天
体
に
む
か
っ
て
い
ま
す
。
通
常
で
は
、
夫
婦
で
ロ
ケ

ッ
ト
に
乗
っ
て
い
る
と
し
て
、
彼
ら
が
生
き
て
い
る
間
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で
、
ロ
ケ
ッ
ト
の
飛
行
中
に
子
孫
を
産
み
育
て
、
そ
の

子
孫
同
士
が
ま
た
結
婚
し
て
、
さ
ら
に
子
孫
を
育
て
て
、
生
ま
れ
て
は
死
に
、
死
ん
で
は
産
み
を
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
て
、
や
っ

と
目
的
地
に
到
達
す
る
よ
う
な
距
離
で
す
。
が
、
Ｓ
Ｆ
小
説
は
、
そ
う
い
う
宇
宙
を
舞
台
に
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
の
「
時
間
や
空
間

を
折
り
曲
げ
る
」
こ
と
で
、
少
し
の
時
間
で
巨
大
な
距
離
を
飛
行
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
宇
宙
空
間
を
折
り
曲
げ
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
表
現
は
簡
単
で
す
が
、
で
も
意
味
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
宇
宙
空
間
を
折
り
曲
げ
て
、
何
万
光
年
か
あ
る
と
い
う
こ

ち
ら
の
端
か
ら
向
こ
う
側
に
瞬
時
に
移
動
す
る
。
今
日
の
私
の
話
で
は
、
三
阿
僧
祇
劫
か
か
る
と
こ
ろ
を
、
空
間
を
折
り
曲
げ
る
よ
う
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に
し
て
、
即
座
に
そ
こ
へ
到
達
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
多
分
う
そ
の
た
ぐ
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
ん
な
Ｓ
Ｆ
小
説
が

あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
高
尚
な
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
娑
婆
即
浄
土
、
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
い
う
の

が
、
大
乗
仏
教
の
発
達
し
た
観
念
で
す
。
最
初
は
、
八
万
四
千
の
煩
悩
を
断
ず
る
非
常
に
難
し
い
修
行
を
重
ね
て
さ
と
り
を
得
る
も
の

と
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
特
別
の
理
論
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
簡
単
に
達
成
で
き
る
よ
う
な
教
理
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
う
し
た
論
理
構
造
の
必
然
性
を
、
皆
さ
ん
に
分
か
る
次
元
の
表
現
を
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、

こ
う
い
う
観
念
が
出
て
き
た
こ
と
を
紹
介
す
る
の
み
な
の
で
す
が
、
即
の
論
理
と
い
い
ま
す
か
、
矛
盾
概
念
の
同
一
視
と
い
い
ま
す
か
、

こ
う
し
た
観
念
が
大
乗
仏
教
の
後
期
に
は
展
開
し
て
き
た
、
そ
ん
な
こ
と
を
少
し
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

三
、
大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
観
念
と
し
て
の
縁
起
説

そ
れ
で
は
三
番
目
の
項
目
に
入
り
ま
す
。
ａ

と
し
て
「
龍
樹
の
無む
自じ
性しよう・
空くう
・
縁えん
起ぎ
説
」
と
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
大
乗
仏
教
は
、

「
縁
起
」
と
い
う
教
説
を
大
事
な
思
想
と
し
て
強
調
し
ま
し
た
。
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
の
編
集
に
関
わ
る
実
践
運
動
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
『
ご
え
ん
』、
こ
の
小
冊
子
を
見
る
と
、
縁
起
が
、
丁
寧
に
分
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
大
乗
仏
教
の
流
れ
の

中
に
あ
る
浄
土
真
宗
の
教
え
に
お
い
て
も
、
当
然
に
、
基
本
的
な
観
念
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。縁

起
の
意
味
を
、
皆
さ
ん
、
お
分
か
り
で
す
か
。
今
朝
、
出
が
け
に
犬
の
ふ
ん
を
踏
ん
づ
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
縁
起
が
悪
い
と
か
、

こ
の
と
こ
ろ
、
ど
う
い
う
わ
け
か
続
け
て
蛇
の
夢
を
見
た
か
ら
縁
起
が
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
正
し

80



い
使
用
法
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
に
示
し
て
い
ま
す
と
お
り
、
龍
樹
菩
薩
の
教
え
た
縁
起
説
は
、「
無
自
性
・
空
・
縁

起
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。

無
自
性
と
い
う
の
は
、
も
の
に
は
決
ま
っ
た
本
性
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
人
間
を
つ
か
ま
え
て
、
親
切
な
人
だ
と
い
い
、

あ
る
い
は
意
地
の
悪
い
人
だ
と
い
う
。
あ
る
女
性
を
見
て
、
美
人
だ
と
か
不
美
人
だ
と
か
い
う
。
金
に
汚
い
で
も
い
い
し
、
頭
が
悪
い

と
か
で
も
い
い
し
、
人
間
の
性
格
を
い
ろ
い
ろ
と
決
め
つ
け
て
断
言
し
て
考
え
が
ち
で
す
が
、
本
当
は
、
も
の
は
そ
う
い
う
よ
う
に
固

定
的
な
本
性
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
相
対
的
に
、
他
と
比
較
し
た
う
え
で
、
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
一
応
決
ま
っ
て
く

る
だ
け
な
の
で
す
。
あ
る
一
定
の
長
さ
の
線
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
自
体
が
長
い
と
か
短
い
と
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ほ
か

と
比
較
し
て
、
こ
れ
よ
り
長
い
も
の
を
横
に
持
っ
て
く
る
と
「
短
い
」
と
な
る
し
、
こ
れ
よ
り
短
い
も
の
を
持
っ
て
く
れ
ば
長
く
も
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
く
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
一
人
の
人
間
が
、
夫
に
な
っ
た
り
父
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
兄
や
弟
に
な

っ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
が
無
自
性
（
固
定
的
な
本
性
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
言
い
か
え
て
、「
空
」
と
い
い
ま
す
。
空
っ
ぽ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
先
の
無
自
性
と
い
う
意
味
で
、
決
ま
っ
た
実

体
・
本
性
が
な
い
か
ら
、
条
件
次
第
で
ど
う
に
で
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
空
と
い
い
、
ま
た
縁
起
と
い
う
の
で
す
。

ａ

の
項
目
に
示
し
ま
し
た
漢
文
の
句
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
右
の
「
無
自
性
・
空
・
縁
起
」
を
教
え
て
龍
樹
は
げ

に
詠
っ
て
い
ま
す
。

因
縁
所
生
法

我
説
即
是
空

亦
為
是
仮
名

亦
是
中
道
義

因いん
縁ねん
所
生
の
法
を
、
我
、
す
な
は
ち
是
空
と
説
く
。
ま
た
是
を
仮け
名みようと
為
す
。
ま
た
是
中ちゆう
道どう
の
義
な
り
。

こ
れ
は
、
龍
樹
の
著
作
と
し
て
有
名
な
『
中
論
』
の
第
二
十
四
章
「
観かん
四し
諦たい
品ぼん
」
の
第
十
八
番
目
の

で
す
。『
中
論
』
を
読
ん
だ

こ
と
の
あ
る
人
は
こ
こ
に
は
あ
ま
り
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
句
を
読
ん
で
理
解
し
た
ら
、
人
の
前
で
大
き
な
顔
を

し
て
、
私
は
『
中
論
』
を
読
ん
だ
、
と
い
っ
て
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ほ
ど
『
中
論
』
の
名
所
中
の
名
所
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
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こ
こ
に
「
中
道
の
義
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
中
道
の
義
を
取
っ
て
、『
中
論
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

の
「
中
道
」
と
い
う
語
は
、
こ
こ
に
た
っ
た
一
度
だ
け
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
す
か
ら
。

因
縁
所
生
の
法
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
精
神
的
な
も
の
も
物
質
的
な
も
の
も
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
て
い
る
原
因
や
条
件
、
す
な
わ
ち

因
縁
が
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
の
は
因
縁
次
第
で
変
化
す
る
も
の
で
、
固
定
的
な
実
体
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、

そ
れ
を
、
空
と
説
く
の
だ
と
い
う
。
空
は
空
っ
ぽ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
ん
な
原
因
や
条
件
次
第
で
ど
の
よ
う
に
も
変
化
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
今
ま
で
ど
ん
な
人
生
を
送
っ
て
来
た
に
し
て
も
、
仮
に
、
私
の
講
演
を
聞
い
て
人
間
が
入
れ
替
わ
っ
た
と
い
う
人
が
お

れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
の
話
、
こ
こ
の
礼
拝
堂
と
い
う
場
所
、
あ
る
い
は
こ
う
い
う
講
演
会
に
誘
っ
て
く
れ
た
友
人
の
存
在
、
こ
う
い
う

い
ろ
ん
な
条
件
下
で
の
覚
醒
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が
因
縁
所
生
と
か
衆
縁
所
生
と
か
い
う
内
容
で
す
が
、
こ
う
し
て
も
の
が
諸
条

件
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
く
る
の
を
空
と
い
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
「
仮
名
」
と
も
い
う
の
で
す
。
仮
名
と
は
、
仮
の
名
前
と
い
う
意

味
で
す
が
、
諸
条
件
下
で
仮
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
も
の
の
本
質
を
指
し
示
し
た
名
で
は
な
い
と
い
う
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
あ
り
方
に
あ
る
こ
と
を
「
中
道
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

公
明
党
と
い
う
政
党
は
、
こ
の
頃
は
あ
ま
り
用
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
以
前
は
「
中
道
政
党
」
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
は
ど
う

い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
共
産
党
の
よ
う
に
左
寄
り
の
考
え
で
も
な
い
し
、
右
側
の
自
民
党
や
右
翼
の
考
え
で
も
な
い
、
多
分
、
中
間
の

と
い
う
意
味
で
名
乗
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
で
も
、
私
は
こ
の
中
道
の
本
来
の
意
味
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
は

な
い
と
少
し
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
中
道
は
、
右
で
も
な
い
左
で
も
な
い
真
ん
中
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
因
縁
所

生
・
空
・
仮
名
と
い
う
意
味
と
同
意
で
あ
る
こ
と
、
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。
も
の
は
他
と
の
比
較
、
条
件
次
第
で
変
わ
る

と
い
う
こ
と
を
、
空
と
い
い
縁
起
と
い
い
、
ま
た
仮
名
と
い
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
。

笑
い
話
を
少
し
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。
私
の
名
前
、
相
馬
一
意
は
、
親
が
つ
け
た
名
前
の
発
音
で
「
そ
う
ま
か
ず
い
」
と
申
し
ま
す
。
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で
も
、
本
願
寺
で
僧
侶
の
資
格
を
取
る
と
法
名
を
音
読
み
に
し
ま
す
か
ら
、
釈しやく
一いち
意い
と
称
し
ま
す
。
こ
の
つ
い
で
に
、「
そ
う
ま
い
ち

い
」
と
も
読
み
、
そ
の
よ
う
に
ル
ビ
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。『
中
論
』
を
読
ん
で
か
ら
、
名
前
は
所
詮
は
仮
名
だ
か
ら
と
考
え
た
た

め
で
す
。「
先
生
の
本
当
の
名
前
は
ど
っ
ち
で
す
か
」
と
私
を
問
い
詰
め
る
人
も
お
り
ま
し
た
が
、
名
前
な
ど
仮
名
で
す
か
ら
、
ど
ち

ら
で
も
お
好
き
な
方
を
ど
う
ぞ
、
な
ど
と
得
意
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
、
こ
の
間
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
お
叱
り
を
受
け
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
著
作
に
は
二
つ
の
ル
ビ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
多
分
同
一
人
物
だ
と
は
思
う
が
、
ば
ら
ば
ら
で
は
混
乱
が
生
じ
る
か
ら
、
ど

ち
ら
か
に
統
一
せ
よ
」
と
。
そ
れ
で
こ
の
頃
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
た
し
ま
し
た
。「
相
馬
」
と
姓
を
つ
け
た
と
き
は
、
俗
名
と
い
う
こ

と
で
「
か
ず
い
」
と
発
音
し
、
僧
侶
名
で
「
釈
」
を
つ
け
た
と
き
は
「
い
ち
い
」
と
音
読
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
。

も
う
一
つ
名
前
の
話
で
す
。
下
の
娘
が
高
校
生
の
三
年
生
の
と
き
、
同
学
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
一
年
間
受
け

入
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
女
の
子
の
名
前
は
、
デ
ィ
ア
ン
・
マ
リ
ー
・
イ
ン
タ
ン
サ
リ
と
い
い
ま
し
た
。
彼
女
を
連
れ
て
市

役
所
に
外
国
人
登
録
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
」、「
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
」、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
」
と
書

き
い
れ
る
欄
が
あ
っ
て
、
黙
っ
て
見
て
い
た
ら
、
順
に
、「
デ
ィ
ア
ン
」「
マ
リ
ー
」「
イ
ン
タ
ン
サ
リ
」
と
記
入
し
て
い
ま
し
た
。
で
、

何
と
な
く
彼
女
の
姓
は
イ
ン
タ
ン
サ
リ
と
い
う
の
だ
と
思
い
込
ん
で
お
り
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
お
父
さ
ん
の
名
前
は

、
お
母
さ
ん

の
名
前
は

、
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
ど
う
も
こ
の
三
人
に
共
通
の
語
、
私
が
姓
と
思
っ
た
も
の
が
な
い
の
で
、
私
が
問
い
詰
め
ま
し

た
。「
お
前
ナ
、
登
録
の
と
き
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
欄
に

デ
ィ
ア
ン

と
書
き
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
欄
に

イ
ン
タ
ン
サ
リ

と
入
れ
た
ろ
う
。
あ
れ
が
姓
で
は
な
い
の
か
」と
。
そ
し
た
ら
即
座
に
デ
ィ
ア
ン
が
反
論
し
て
き
ま
し
た
。「
日
本
人
は
、
日
本
人
の
名

が
あ
た
り
ま
え
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
誰
で
も
姓
と
名
前
と
に
分
か
れ
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
に
、
ま
た
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
を

持
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
私
は
、

デ
ィ
ア
ン
・
マ
リ
ー
・
イ
ン
タ
ン
サ
リ

と
三
つ
に
切
っ
て
発
音
し
て
い
る
け

ど
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
一
つ
の
名
前
で
個
人
を
称
す
る
の
で
、
名
前
と
姓
と
い
う
区
別
は
な
い
。
日
本
人
は
、
姓
と
名
前
と
を
分
け
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た
が
る
し
、
役
所
も
そ
う
い
う
書
類
形
式
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
私
の
名
は
う
ま
い
具
合
に
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
上

か
ら
順
に
書
い
た
だ
け
だ
」
と
。
面
白
い
話
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
名
は
体
を
表
す
、
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
先
の
『
中

論
』
か
ら
す
れ
ば
、
名
前
は
所
詮
は
仮
名
、

正まさ
義よし
」
と
い
う
名
の
人
物
が
正
義
の
使
者
で
あ
る
わ
け
も
な
く
、「
真ま
理り
」
さ
ん
と
い
う

名
の
女
性
が
す
べ
て
真
理
を
体
現
し
て
い
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

何
や
ら
横
道
に
そ
れ
た
気
も
い
た
し
ま
す
が
、
仮
名
と
い
う
こ
と
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
り
、
日
本
人
の
名
前
に
対
す
る
こ
だ

わ
り
の
よ
う
な
も
の
に
思
い
を
は
せ
た
経
験
が
あ
る
、
と
い
う
た
わ
い
な
い
話
で
す
。

予
定
の
時
間
が
来
た
よ
う
で
す
。
話
は
途
中
で
切
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
小
休
止
と
い
た
し
ま
す
。

四
、
菩
薩
と
い
う
存
在
（
大
乗
仏
教
の
修
行
者
）

第
二
部
の
話
に
進
む
前
に
、
第
一
部
の
予
定
項
目
の
う
ち
、
レ
ジ
ュ
メ
の
４
と
５
に
つ
い
て
、
少
し
ば
か
り
お
話
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
大
乗
仏
教
の
修
行
者
を
「
菩
薩
」
と
よ
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
。
修
行
者
が
、
い
わ
ゆ
る
初
期
仏
教
の

声しよう
聞もん
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
と
は
異
な
っ
て
、
菩
薩
と
い
う
名
前
で
語
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
も
長
い
修
行
期
間
が
あ
り
ま
す
の
で
、

入
門
し
た
て
の
も
の
か
ら
、
も
う
仏
陀
に
近
い
存
在
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
菩
薩
に
関
す
る
観
念
を
、
ｂ

ｃ

ｄ

と
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
語
句
だ
け
横
目
で
に
ら
ん
で
お
い
て
く
だ
さ
い
。

ｅ

に
つ
い
て
だ
け
少
し
解
説
い
た
し
ま
す
。
菩
薩
と
い
う
修
行
者
は
、
次
の
項
目
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
六ろつ
波ぱ
羅ら
蜜みつ
行
を
実
践
し

て
さ
と
り
を
め
ざ
し
て
い
る
存
在
で
す
が
、
そ
の
菩ぼ
提だい
薩さつ
埵た
と
音
訳
さ
れ
る
原
語
「
ボ
ー
デ
ィ
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
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二
通
り
の
説
が
あ
り
ま
す
。「
ボ
ー
デ
ィ
」
と
い
う
の
は
、「
さ
と
り
の
智
慧
」
と
い
う
意
味
で
す
。
菩
提
は
す
で
に
私
の
話
の
中
に
出

て
き
て
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
、「
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
」
と
い
う
の
は
、
普
通
は
、「
衆しゆ
生じよう」
と
訳
さ
れ
、
命
あ
る
者
と
い
う
言
葉
で
す
の
で
、

「
さ
と
り
の
智
慧
を
め
ざ
し
て
修
行
し
て
い
る
、
頑
張
っ
て
い
る
命
あ
る
者
」
と
い
う
の
が
、
菩
薩
の
意
義
第
一
説
で
す
。

し
か
し
、
い
つ
で
も
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
」
と
い
う
単
語
は
、

「
勇
気
」
と
か
、「
決
し
て
ひ
る
ま
な
い
心
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
さ
と
り
に
向
か
っ
て
修
行
し
て
い

て
、
ど
れ
ほ
ど
長
か
ろ
う
と
、
い
か
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
、
決
し
て
ひ
る
ま
な
い
心
を
持
っ
て
励
ん
で
い
る
者
」
と
い
う
意
味
に
な

り
ま
す
。
辞
書
を
引
く
と
、「
さ
と
り
を
め
ざ
し
て
頑
張
っ
て
い
る
衆
生
」
と
い
う
方
の
意
味
は
必
ず
出
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
方

は
、
あ
ま
り
示
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
こ
ち
ら
も
非
常
に
重
要
で
、
無
視
で
き
な
い
解
釈
で
す
の
で
、
こ
こ
で
念
を
押
し
て

い
る
の
で
す
。

曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
を
見
ま
す
と
、

仏
道
を
求
む
る
衆
生
、
勇ゆう
猛みようの
健ごん
志し
有
る
が
故
に
菩
提
薩
埵
と
名
づ
く
。

と
、
明
ら
か
に
後
者
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
で
、
こ
の
菩
薩
を
訳
し
て
「
チ
ャ
ン
チ
ュ
ブ
・
セ
ン
パ
ー
」
と
い

い
ま
す
が
、「
チ
ャ
ン
チ
ュ
ブ
」
と
い
う
の
は
菩
提
に
あ
た
り
、
さ
と
り
の
智
慧
と
訳
し
て
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、「
セ
ン
パ
ー
」
は
、

「
勇
気
」
と
か
「
勇
猛
心
」
と
か
に
あ
た
る
言
葉
で
す
か
ら
、
こ
れ
ま
た
、
菩
薩
の
意
義
第
二
説
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
は
こ
の
頃
口
癖
の
よ
う
に
申
し
て
い
ま
す
。
菩
薩
を
解
釈
し
て
、
ナ
ン
ト
カ
の
一
つ
覚
え
で
、
す
ぐ
「
さ
と
り
を
め

ざ
し
て
修
行
し
て
い
る
衆
生
」
と
い
う
て
は
ア
カ
ン
。
曇
鸞
の
『
論
註
』
を
読
め
、
と
。
こ
う
し
て
、
何
が
あ
ろ
う
と
も
、「
俺
は
や

め
た
」
な
ど
と
、
め
げ
て
中
途
で
目
的
を
投
げ
出
す
心
な
く
し
て
、
最
終
的
な
目
的
の
達
成
ま
で
、
ど
ん
な
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
突
き

進
み
続
け
る
存
在
こ
そ
が
菩
薩
で
あ
る
、
と
強
調
し
て
い
ま
す
。
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五
、
菩
薩
の
基
本
理
念
・
根
本
精
神

菩
薩
の
六
波
羅
蜜
行
と
は
、「
布
施
」「
持
戒
」「
忍にん
辱にく
」「
精しよう
進じん
」「
禅
定
」「
智
慧
」
で
す
。
詳
し
い
説
明
は
省
き
ま
す
が
、
布
施

と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
、
相
手
の
望
む
も
の
を
何
で
も
与
え
て
、
惜
し
ん
で
自
分
の
と
こ
ろ
で
握
り
こ
む
こ
と
は
な
い

と
い
う
利
他
の
精
神
で
す
。
持
戒
と
は
、
戒
律
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
が
、
単
に
決
め
ら
れ
た
戒
律
を
保
つ
こ
と
ば
か
り
で
は
な

く
し
て
、「
摂しよう
善ぜん
法ぽう
戒
」
と
い
う
の
も
入
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
善
法
を
修
め
取
る
、
良
い
こ
と
は
必
ず
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

「
摂しよう
衆しゆ
生じよう
戒
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
命
あ
る
者
を
助
け
る
行
動
を
取
る
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
内
容
を
考
え
る
と
、
人
の

た
め
に
つ
く
す＝

利
他
と
い
う
精
神
が
こ
こ
に
も
入
っ
て
い
ま
す
。（
そ
の
他
の
項
目
は
説
明
省
略
、
興
味
の
あ
る
向
き
は
辞
書
を
お

引
き
く
だ
さ
い
）

こ
の
よ
う
な
実
践
項
目
を
通
じ
て
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
に
は
利
他
の
精
神
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ｂ

の
項
を
ご
覧
い

た
だ
き
ま
す
と
、「
自
利
利
他
円
満
」
と
出
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
利
益
、
さ
と
り
を
め
ざ
し
て
い
る
菩
薩
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

た
め
に
は
、
利
他
行
、
他
人
に
利
益
を
与
え
る
行
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
ま
た
、「
自
未
得
度
先
度
他
」
と
い
い
ま
す
。

「
自
ら
未
だ
度
を
得
ず
し
て
、
先
に
他
を
度
す
」
と
読
み
ま
す
。「
度
」
と
い
う
の
は
向
こ
う
岸
に
渡
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
さ
と
り
の

こ
と
。
自
己
の
さ
と
り
を
め
ざ
し
て
頑
張
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
身
の
さ
と
り
獲
得
を
後
回
し
に
し
て
、
他
を

さ
と
ら
せ
る
活
動
に
従
事
す
る
。
こ
の
「
自
利
利
他
円
満
」
と
か
「
自
未
得
度
先
度
他
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
利
他
行
が
強
調
さ
れ

て
い
て
、
こ
れ
が
菩
薩
の
基
本
理
念
・
根
本
精
神
で
あ
る
こ
と
を
深
く
心
に
い
い
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

大
乗
の
修
行
者
、
菩
薩
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
利
他
、
他
の
た
め
に
つ
く
す
と
き
に
、
自
己
の
積
ん
で
き
た
功
徳
を
、
他
に
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回
し
向
け
る
と
い
う
作
用
が
語
ら
れ
ま
す
。「
回え
向こう
（
パ
リ
ナ
ー
マ
）」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。「
願
以
此
功
徳

平
等
施
一
切

同
発

菩
提
心

往
生
安
楽
国
」
を
私
た
ち
は
回
向
句
と
よ
ん
で
い
ま
す
が
、「
此
の
功
徳
を
も
っ
て
平
等
に
一
切
に
施
し
」
と
訓
ず
る
部
分

を
注
視
し
て
く
だ
さ
い
。
自
分
が
苦
労
し
て
獲
得
し
た
功
徳
、
そ
れ
を
他
の
人
に
回
し
向
け
て
施
す
、
こ
れ
が
回
向
の
語
義
で
す
。

時
間
の
都
合
で
こ
の
辺
で
切
り
上
げ
ま
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
で
、
大
乗
の
修
行
者
、
菩
薩
の
大
き
な
特
徴
は
、
利
他
と
回
向
と
い

う
こ
と
で
す
。
第
二
部
へ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
ご
記
憶
願
い
ま
す
。

Ⅱ

浄
土
真
宗
の
受
け
止
め
方

二
枚
目
の
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
い
よ
い
よ
第
二
部
の
話
に
入
り
ま
す
。
残
り
四
十
五
分
で
す
か
、
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
１

〜
６

と
番
号
し
て
い
る
の
は
、
第
一
部
の
「
大
乗
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
の
番
号
と
対
応
し
て
い
ま
す
。
細

項
目
の
ａ

と
か
ｂ

と
か
い
う
の
は
、
単
に
順
番
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
対
応
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

第
一
は
、
時
間
論
、
空
間
論
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
浄
土
真
宗
で
も
、
あ
る
い
は
浄
土
教
の
経
典
で
も
、
大
乗
仏
教
で
す
の
で
、
先

ほ
ど
の
仏
教
の
時
間
論
、
空
間
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ａ

の
項
を
読
み
ま
す
。「
五ご
劫こう
思し
惟ゆい
」、「
十じつ
劫こう
正しよう
覚がく
」、「
無む
央おう
数しゆ
劫こう
」、「
兆ちよう
載さい
永よう
劫ごう
」。
み
な
『
大
経
』
に
出
る
「
劫
」
を
使
っ

た
語
で
す
。「
無
央
数
劫
」
や
「
兆
載
永
劫
」
を
現
代
語
に
訳
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
訳
に
関
わ
っ
た
若
い
者
か
ら
年
配
の
者
ま

で
全
員
で
議
論
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
議
論
は
決
着
し
ま
せ
ん
で
し
た
。「
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
長
い
年
月
」
と
で
も
訳
す
ほ
か
は
な
い

と
、
そ
の
く
ら
い
し
か
表
現
の
仕
様
が
な
い
と
笑
い
あ
っ
た
も
の
で
す
。「
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
長
い
年
月
」
で
は
少
し
下
品
で
す
の
で
、
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現
代
語
版
聖
典
を
見
て
み
ま
す
と
、「
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
長
い
年
月
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
上
品
な
訳
か
ど
う
か
よ
く
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

「
五
劫
思
惟
」
と
は
、
分
か
り
ま
す
よ
ね
、
法
蔵
菩
薩
（
阿
弥
陀
仏
の
修
行
者
時
代
の
名
）
が
四
十
八
願
を
た
て
る
前
に
、
私
た
ち

凡
夫
を
間
違
い
な
く
救
う
に
は
、
い
か
な
る
願
を
お
こ
す
べ
き
か
と
、
考
え
に
考
え
を
深
め
て
検
討
し
た
年
月
を
い
う
も
の
で
す
。
そ

れ
を
「
五
劫
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。「
十
劫
正
覚
」
と
い
う
の
は
、「
現
に
ま
し
ま
す
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
存
在
が
、
さ
と
り
を
得
て
阿

弥
陀
如
来
と
い
う
仏
に
な
り
た
も
う
た
の
は
、
今
か
ら
十
劫
の
昔
で
あ
る
」
と
語
る
と
き
に
出
て
き
ま
す
。
そ
の
次
の
「
無
央
数
劫
」

は
、
前
に
説
明
し
ま
し
た
「
阿
僧
祇
劫
」
を
翻
訳
し
た
も
の
で
す
。

最
後
の
「
兆
載
永
劫
」
と
は
、
法
蔵
菩
薩
が
修
行
を
重
ね
た
時
間
を
い
う
も
の
で
す
。「
兆
」
も
「
載
」
も
数
の
単
位
で
あ
り
ま
し

て
、「
兆
載
」
と
い
う
の
は
、
兆
と
載
を
、
足
す
の
で
は
な
く
、
か
け
あ
わ
す
こ
と
で
、
兆
×
載
と
い
う
無
限
大
に
近
い
ほ
ど
の
数
が

で
き
ま
す
が
、
そ
れ
に
、
例
の
「
劫
（
カ
ル
パ
）」
を
か
け
た
年
月
が
兆
載
永
劫
で
す
。
マ
ァ
、
半
永
久
的
に
長
い
年
月
と
い
え
ま
し

ょ
う
か
ら
、
先
ほ
ど
の
よ
う
に
、「
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
長
い
年
月
」
と
で
も
訳
す
ほ
か
は
な
い
で
し
ょ
う
。

と
い
う
こ
と
で
、
真
宗
や
浄
土
教
に
お
い
て
も
、
大
乗
仏
教
の
時
間
観
念
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

こ
ん
ど
は
ｂ

の
空
間
論
。「
三
千
大
千
世
界
」
と
い
う
語
は
『
大
経
』
や
『
小
経
』
に
数
多
く
出
て
い
ま
す
。「
二
百
一
十
億
の
諸

仏
の
刹せつ
土ど
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
経
典
を
読
む
と
、
朝
食
前
の
わ
ず
か
な
時
間
に
、
諸
仏
の
国
土
に
ゆ
き
そ
の
諸
仏
を
供
養
し
て

帰
っ
て
く
る
、
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
浄
土
に
あ
る
も
の
に
は
、
そ
う
し
た
他
の
国
土
・
仏
土
と
の
間
で
瞬
間
的
に
移
動
で

き
る
能
力
が
具
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

他
方
の
仏
土
、
別
の
世
界
の
仏
土
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
が
、
他
の
別
の
三
千
大
千
世
界
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
先
ほ
ど
説

明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
三
千
大
千
世
界
は
、
大
宇
宙
一
つ
に
あ
た
り
ま
す
か
ら
、
こ
っ
ち
の
大
宇
宙
か
ら
別
の
大
宇
宙
ま
で
朝
食
前
に
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飛
行
す
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
記
述
を
み
ま
す
と
、
時
間
論
も
空
間
論
も
、
大
乗
仏
教
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
で
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

第
二
の
項
目
で
す
。
煩
悩
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
煩
悩
を
断
じ
つ
つ
さ
と
り
を
め
ざ
す
の
が
仏
教
だ
と
語
り
ま
し
た
。
煩
悩

は
八
万
四
千
も
あ
っ
て
、
三
阿
僧
祇
劫
と
い
う
、
数
え
ら
れ
な
い
、
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
ほ
ど
長
い
年
限
を
か
け
て
や
っ
と
断
ず
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
。
こ
う
教
え
な
が
ら
、「
煩
悩
即
菩
提
」
と
い
っ
た
観
念
が
、
大
乗
仏
教
の
後
期
に
は
出
て
く
る
の
だ
、
と
も
申
し

ま
し
た
。

で
は
、
浄
土
真
宗
で
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
、
親
鸞
聖
人
の
書
か
れ
た
「
正
信

」
を
見
ま
す
と
、「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
あ
り
ま
す
。「
煩
悩
を
断
じ
て
涅
槃
を
得
る
」
で
は
な
く
し
て
、「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て

涅
槃
を
得
る
」
と
い
う
表
現
で
す
ね
。
煩
悩
が
あ
る
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
さ
と
り
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
、
こ
の
観
念
で
浄
土
教
は

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
大
乗
仏
教
の
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
理
を
真
宗
も
受
け
つ
い
で
い
る
よ
う
で
す
。

『
高
僧
和
讃
』
の
一
首
も
示
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
本
願
円えん
頓どん
一
乗
は

逆ぎやく
悪あく
摂せつ
す
と
信
知
し
て

煩
悩
・
菩
提
体
無む
二に
と

す

み
や
か
に
と
く
さ
と
ら
し
む
」（『
註
釈
版
聖
典
』
五
八
四
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
煩
悩
と
菩
提
と
は
、
体
は
無
二
（
同
体
）
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
存
在
の
根
本
に
あ
る
、
決
し
て
変
わ
ら
な
い
本
質
と
い
う
か
さ
と
り
の
中
心
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
て
み

る
と
、
表
面
が
ど
ん
な
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
す
べ
て
外
側
の
飾
り
を
取
り
去
っ
て
本
体
を
見
つ
め
直
し
て
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
共
通
す
る
本
体
（
こ
れ
を
法ほつ
性しようと
い
う
の
で
す
が
）
が
あ
る
と
い
う
捉
え
方
で
す
。
煩
悩
の
人
間
も
、
仏
も
、
そ
の
本
質
は
一
緒

だ
と
い
う
理
解
で
す
。
煩
悩
と
菩
提
と
体
は
無
二
、
二
つ
で
は
な
い
、
同
じ
も
の
だ
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
受
け
取
る
こ
と
が
、
和
讃
に

説
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、「
罪ざい
障しよう功
徳
の
体
と
な
る

こ
ほ
り
と
み
づ
の
ご
と
く
に
て

こ
ほ
り
お
ほ
き
に
み
づ
お
ほ
し

さ
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は
り
お
ほ
き
に
徳
お
ほ
し
」（
同
五
八
五
頁
）
と
も
あ
り
ま
す
。
一
歩
進
め
て
、
煩
悩
の
多
い
こ
と
が
功
徳
の
多
さ
に
つ
な
が
る
、
煩

悩
の
多
い
こ
と
は
さ
と
り
の
妨
げ
に
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
す
み
や
か
な
る
さ
と
り
の
獲
得
に
つ
な
が
る
、
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。大

学
生
に
な
る
ま
で
、
お
寺
な
ん
か
絶
対
に
継
ぐ
も
の
か
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
が
、「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
う
の
は
何
と

な
く
性
に
合
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
所
懸
命
努
力
し
て
立
派
に
な
る
と
い
う
観
念
は
、
ど
う
も
私
に
は
つ
い
て
ゆ
け
な
い
な
、
と
も

考
え
て
い
ま
し
た
。
蓮
は
、
汚
れ
た
泥
の
田
ん
ぼ
の
中
に
き
れ
い
な
華
を
咲
か
す
、
と
い
う
よ
う
な
観
念
が
頭
に
染
み
込
ん
で
い
た
よ

う
で
す
。「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
え
ば
、
す
ぐ
理
解
で
き
る
。「
さ
は
り
お
ほ
き
に
徳
お
ほ
し
」
と
い
う
の
は
、
勝
手
な
自
己
流
の

解
釈
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
か
素
直
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
浄
土
真
宗
は
、
煩
悩
が
沢
山
あ
り
捨
て
ら
れ
な
い
の
が
人
間
で
、「
だ
か
ら
駄
目
だ
」
で
は
な
く
し
て
、
そ
う

い
う
劣
っ
た
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
さ
と
り
は
す
ぐ
近
く
に
あ
る
、
あ
る
い
は
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
が
確
実
に
恵
ま
れ
る
の
で
あ
る

と
考
え
る
わ
け
で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
乗
仏
教
の
教
え
が
生
き
て
受
け
つ
が
れ
て
い
ま
す
。

三
番
目
は
、
縁
起
説
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
因
縁
を
考
え
て
ゆ
く
と
い
う
仏
教
の
捉
え
方
で
す
。

先
ほ
ど
紹
介
い
た
し
ま
し
た
本
願
寺
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
ご
え
ん
』
の
縁
起
に
つ
い
て
の
表
現
を
、
ど
う
ぞ
お
読
み
く
だ
さ
い
。
ま

た
ｂ

に
は
ご
本
典
の
「
総
序
」
の
文
を
出
し
て
い
ま
す
が
、「
業ごう
縁えん
」、「
縁
」、「
因
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
因
果
の
道
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ

る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
第
一
三
条
の
言
葉
も
示
し
て
お
き
ま
し
た
。

人
間
と
い
う
も
の
は
、
立
派
な
人
、
煩
悩
が
多
く
て
駄
目
な
人
な
ど
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
う
い
う
縁
（
条
件
）
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が
あ
れ
ば
、「
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
」
き
も
の
で
す
。
お
金
に
困
っ
て
、
人
の
命
を
取
る
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
が
、
時
々
流
れ
ま

す
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
「
あ
ん
な
こ
と
を
し
て
、
何
と
ひ
ど
い
」
と
思
い
が
ち
で
す
け
れ
ど
、
自
分
だ
っ
て
、
状
況
が
そ
う
な
れ

ば
人
の
命
を
奪
わ
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
話
し
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
う
に
、「
絶
対
こ
の
人
は
善
い
人
」、「
悪
い
人
」
と
決
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
状
況
次
第
で
は
、
誰
で
も
が
そ
う
な
る
、
そ
う
し
た
行
動
を
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

も
う
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
の
友
達
で
、
皆
さ
ん
も
よ
く
知
っ
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
そ
の
友
人
と
二
人
で
、
こ
ん

な
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
生
態
で
の
臓
器
移
植
は
、
臓
器
の
提
供
者
と
受
け
る
人
が
い
て
、
提
供
者
の
名
前
は
、
一
応
、
表
面

上
は
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
の
頃
、
ど
こ
で
移
植
を
受
け
た
か
を
調
べ
れ
ば
、
誰
か
ら
臓
器
を
提
供
さ
れ
た
か
、
誰
に
与

え
た
か
は
見
当
が
つ
き
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
と
二
・
三
年
の
寿
命
の
人
が
、
心
臓
移
植
で
新
し
い
命
を
得
た
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に

は
、
か
け
替
え
の
な
い
命
を
い
た
だ
い
て
、
そ
の
命
を
無
駄
に
し
な
い
人
生
を
生
き
た
い
と
決
心
す
る
は
ず
で
す
。
け
れ
ど
も
、
人
生

は
長
い
。
人
間
は
、
罪ざい
悪あく
深じん
重じゆうの
凡
夫
、
煩
悩
具ぐ
足そく
の
存
在
で
す
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
決
心
が
続
く
保
証
は
な
い
の
で
す
。「
世

の
中
、
社
会
の
た
め
に
命
を
捧
げ
て
生
き
た
い
」
と
決
心
し
た
人
も
、
何
十
年
か
経
っ
て
、
状
況
次
第
で
は
人
の
命
を
奪
う
こ
と
も
あ

り
得
る
。
そ
う
い
う
場
合
、
今
申
し
た
よ
う
に
提
供
者
も
受
け
る
人
の
氏
名
も
判
明
し
て
い
た
と
し
て
、「
お
前
は
、
俺
の
大
事
な
息

子
、
脳
死
し
た
息
子
の
命
を
受
け
な
が
ら
、
他
人
の
命
を
奪
う
と
は
何
事
だ
。
こ
ん
な
ア
ホ
な
人
間
に
心
臓
を
与
え
た
覚
え
は
な
い
か

ら
、
返
せ
」
と
、
そ
う
い
う
請
求
が
提
供
者
の
父
か
ら
な
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
は
起
こ
り
得
る
と
い
う
話
で
す
。

私
た
ち
が
こ
う
し
た
話
を
す
る
と
き
は
大
抵
飲
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、「
煩
悩
の
人
間
が
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
で
仏
さ
ん
に
な
る
わ

け
じ
ゃ
な
し
、
生
き
て
り
ゃ
人
の
命
も
奪
う
し
、
他
人
の
財
産
も
奪
う
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
命
を
返
せ
っ
て
い
わ
れ
た
っ
て
返
せ
る

わ
け
は
な
い
よ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
で
話
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
が
い
く
ら
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
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『
歎
異
抄
』
な
ら
、
こ
れ
を
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
偶
然
で

そ
う
な
る
と
か
で
は
な
く
し
て
、
状
況
が
そ
う
な
っ
た
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
性
と
し
て
あ
る
こ
と
が
ら
が
決

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
教
え
が
こ
こ
に
も
う
か
が
え
る
の
で
す
が
、『
歎
異
抄
』
第
一
三
条
に
は
ま
た
、「
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ

く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
大
岡
昇
平
と
い
う
作
家
が
『
俘
虜
記
』
と
い
う
作
品
に
書
い
て
い
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
さ
ま
よ
っ
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
兵
士
と
出
会
っ
た
と
き
、
ど
う
し
て
鉄
砲
を
撃
た
な
か
っ
た
の
か
。

敵
の
兵
士
だ
っ
て
、
日
本
兵
の
姿
を
見
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
ダ
ダ
ダ
ダ
っ
と
自
動
小
銃
を
発
砲
し
て
く
る
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
引
き
金
を

引
か
な
か
っ
た
の
か
。「
人
の
命
を
奪
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
人
間
の
命
は
地
球
よ
り
も
重
い
と
考
え
た
か
ら
、
撃
た
な
か
っ
た
の
か
」
と
、

大
岡
昇
平
は
考
え
、
ま
た
、「
そ
ん
な
心
は
な
か
っ
た
。
で
も
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
敵
兵
を
殺
さ
な
か
っ
た
の
か
」
と
思
考
し
て
ゆ

く
の
で
す
。

そ
し
て
、
結
論
的
に
ゆ
き
着
い
た
と
こ
ろ
が
、
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
状
況
が
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
や
ら
な
い
し
、
条
件
さ
え
あ
れ
ば
、
人
殺
し
で
も
強
盗
で
も
す
る
、
こ
れ
が
人
間
の
本

質
で
、
無
自
性
・
空
・
縁
起
で
成
り
立
っ
て
い
る
人
間
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

次
の
細
項
目
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
名みよう
号ごう
正しよう
定じよう
業ごう
」「
信
心
正しよう
因いん
」
と
い
う
句
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
と
も
に
真
宗
の
大
事
な

教
え
を
語
る
言
葉
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
の
は
た
ら
き
が
、
そ
の
ま
ま
お
名
号
に
な
っ
て
私
に
与
え
ら
れ
る
。
お
名
号
の
「
必

ず
た
す
け
る
。
わ
が
名
を
称とな
え
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
を
信
じ
て
、
ご
本
願
そ
の
ま
ま
を
受
納
し
た
と
こ
ろ
が
信
心
で
す
。
す
な
わ
ち
、

「
我
を
信
じ
よ
。
必
ず
た
す
け
る
」
と
い
う
弥
陀
の
お
心
・
功
徳
が
、
名
号
（
南な
無も
阿
弥
陀
仏
）
の
形
で
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
て
、「
必
ず
た
す
か
る
、
お
ま
か
せ
し
ま
す
」
と
、
疑
い
な
く
信
じ
て
本
願
に
ま
か
せ
る
心
が
開
け
き
っ
た
状
態
を
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
名
号
が
、
浄
土
往
生
の
た
め
の
正まさ
し
き
業
因
（
正
定
業
）
で
あ
る
、
こ
の
信
心
こ
そ
、
私
の
往
生
を
決
定
せ
し
め
る
た
だ
一
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つ
の
正
し
い
因
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
先
の
二
句
の
意
味
で
、
同
一
の
内
容
を
示
し
て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
と
い
う
特
別
な
概
念
が
入
っ
て
き
て
は
い
ま
す
が
、「
名
号
正
定
業
」「
信
心
正
因
」、「
業
縁
」
な
ど
と
い
う

言
葉
で
、
縁
起
と
い
う
観
念
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
で
は
、
偶
然
を
認
め
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
も
の
も
、
ひ
と
り
で
に
、
知
ら
な
い

と
き
に
勝
手
に
そ
う
な
っ
て
ゆ
く
な
ど
と
は
考
え
な
い
の
で
す
。
も
の
ご
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
原
因
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
し
、

そ
う
な
さ
し
め
る
条
件
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
思
想
を
採
用
す
る
の
が
仏
教
で
す
。
そ
れ
が
縁
起
説
で
あ
る
し
、
浄
土
真

宗
も
確
か
に
そ
れ
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
縁
起
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
真
宗
的
に
申
せ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
ば
か
り

は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
の
句
を
も
う
一
度
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
煩
悩
を
断
じ
た
か
ら
こ

そ
涅
槃
を
得
る
と
い
う
の
が
縁
起
説
の
考
え
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
」
と
あ
る
の
で
す
か
ら
、
常
識
で
あ
り

得
な
い
こ
と
が
生
じ
て
い
ま
す
。
煩
悩
の
障
害
な
ど
も
の
と
も
し
な
い
阿
弥
陀
仏
の
救
い
、
本
願
力
の
は
た
ら
き
を
い
う
の
が
浄
土
真

宗
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
す
。『
歎
異
抄
』
第
二
条
を
ご
覧
に
な
れ
ば
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た

き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一いち
定じようす
み
か
ぞ
か
し
」、
私
た
ち
は
み
な
、
ど
の
よ
う
な
修
行
・
実
践
も
で
き
る
身
で
は
な
く
し
て
、

煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
地
獄
こ
そ
が
行
く
べ
き
世
界
と
し
て
定
ま
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
ご
文
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
第
二
条
の
終
わ
り
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、「
ゆ
え
に
、
あ
な
た
方
は
地
獄
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
結
論

に
は
な
っ
て
い
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
、
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
お
浄
土
に
生
ま
れ

さ
せ
て
い
た
だ
け
る
、
と
あ
る
の
で
す
。
業
縁
を
超
越
す
る
阿
弥
陀
の
救
い
。
縁
起
で
成
り
立
つ
世
界
で
は
あ
る
が
、
縁
起
の
、
地
獄

に
堕
ち
る
べ
き
鎖
を
断
ち
切
っ
て
く
れ
る
作
用
、
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
が
考
え
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
教
的
に
分
か
り
や
す
く
、
力
ま
な
い
で
い
え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
で
は
「
自じ
業ごう
自じ
得とく
」
と
い
い
ま
す
。
自
分
が
し
た
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行
い
は
、
必
ず
私
に
報
い
が
あ
る
。
善
い
行
為
を
す
れ
ば
、
よ
い
果
報
が
あ
る
。
悪
行
に
は
苦
果
の
報
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
人
は
、「
積
善
の
家
に
は
必
ず
余よ
慶けい
あ
り
、
積
不
善
の
家
に
は
必
ず
余よ
おう

あ
り
」（
易
経
）
と
、
善
悪
の
果
報

を
家
単
位
で
考
え
て
い
ま
す
が
、
仏
教
に
は
そ
う
い
う
考
え
は
な
く
て
、
自
業
自
得
で
、
行
為
の
報
い
の
受
け
手
は
自
分
一
人
で
す
。

と
も
か
く
、
こ
う
し
て
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
る
私
た
ち
は
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
を
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
地
獄
し
か
行
く
べ

き
世
界
は
な
い
と
い
う
の
が
、『
歎
異
抄
』
第
二
条
前
半
の
意
見
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
に
ゆ
え
お
浄
土
に
行
け
る
か
と
い

え
ば
、
阿
弥
陀
如
来
に
そ
う
い
う
人
間
を
必
ず
助
け
る
と
い
う
ご
本
願
が
あ
っ
て
、
お
名
号
と
い
う
か
た
ち
で
私
に
は
た
ら
き
か
け
て

い
る
か
ら
で
す
。
地
獄
必
定
の
者
が
浄
土
に
生
ま
れ
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
、
縁
起
の
道
理
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が
断
ち
切
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
論
理
で
す
。
縁
起
説
を
受
け
つ
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
を
超
え
る
浄
土
真
宗
の
教
え
の
特
徴
を
銘
記
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
、
第
四
番
目
の
項
目
で
す
。
浄
土
真
宗
で
は
、「
正しよう
定じよう
聚じゆ
」「
不
退
転
」
と
い
う
、
決
し
て
さ
と
り
か
ら
後
戻
り
し
な
い

境
地
と
い
う
も
の
を
強
調
し
ま
す
。
そ
れ
で
、「
現げん
生しよう
正
定
聚
」
と
い
い
、
ま
た
「
平へい
生ぜい
業ごう
成じよう」
と
い
う
の
で
す
。
ゆ
っ
く
り
話
す

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
如
来
か
ら
信
心
を
た
ま
わ
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
に
す
べ
て
を
ま
か
せ
る
心
が
で
き
た
人
を
、
正
定
聚

（
正
し
く
浄
土
往
生
が
定
ま
っ
た
な
か
ま
）
と
称
し
ま
す
。
現
生
正
定
聚
と
い
う
の
は
、
信
心
を
得
た
瞬
間
に
、
今
こ
の
生
き
て
い
る

現
在
の
命
（
こ
れ
が
現
生
と
い
う
こ
と
）
に
あ
る
と
き
に
、
正
定
聚
の
位
に
就
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
生
と
い
う
の
は
、
普
段
の
と

き
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
信
心
を
得
た
、
そ
の
普
段
の
と
き
に
即
座
に
浄
土
往
生
す
べ
き
業
が
完
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
句
は
、
ま
る
き
り
同
じ
内
容
を
指
し
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
仏
教
で
は
、「
臨りん
終じゆう
業
成
」
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
普
段
の
と
き
で
は
な
く
し
て
、
臨
終
、
死
ぬ
瞬
間

に
な
れ
ば
、
そ
の
と
き
は
自
分
の
命
が
か
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
命
を
か
け
て
必
死
の
思
い
で
「
阿
弥
陀
如
来
、
ど
う
ぞ
お
浄
土
に
生
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ま
れ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
願
う
。
そ
の
命
の
か
か
っ
た
願
い
、
臨
終
の
強
い
思
い
こ
そ
が
大
切
で
、
こ
う
し
て
こ
そ
浄
土
往
生
の
業

が
定
ま
る
、
す
な
わ
ち
、
臨
終
こ
そ
が
業
因
の
定
ま
る
と
き
だ
と
す
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
亡
く
な
る
臨
終
の
と
き
に
は
、
五
色

の
糸
で
阿
弥
陀
如
来
の
像
と
死
に
ゆ
く
者
の
手
と
を
結
ん
で
、「
臨
終

正しよう
念ねん
」（
臨
終
に
阿
弥
陀
仏
に
往
生
を
願
う
正
し
い
心
を
保

つ
）
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
真
宗
は
、
い
つ
で
も
構
わ
ぬ
、
普
段
、
平
生
に
、
阿
弥
陀
如
来
か
ら
信
心

を
い
た
だ
い
た
と
き
、
往
生
の
業
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
現
生
正
定
聚
等
と
考
え
た
の
で
す
。

『
大
往
生
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
大
往
生
」
と
は
一
体
ど
ん
な
往
生
を
い
う
の
で
し
ょ
う
。
長
寿
を
保
っ

て
畳
の
上
で
安
ら
か
に
死
ね
た
ら
大
往
生
で
、
交
通
事
故
で
内
臓
が
飛
び
出
て
死
ん
だ
り
、
街
で
不
慮
の
事
件
に
遭
っ
た
り
し
て
若
く

し
て
亡
く
な
っ
た
ら
そ
う
は
い
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
臨
終
正
念
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
う
い
う
突
然
の
死
ば
か
り
で
な
く
、

認
知
症
に
よ
る
往
生
も
、
現
代
で
は
非
常
に
多
く
の
人
が
か
か
り
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
正
念
を
成
し
得
ま
せ
ん
か

ら
、
こ
れ
も
大
往
生
と
は
い
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

火
山
の
爆
発
、
交
通
事
故
、
地
震
災
害
や
水
害
。
私
た
ち
が
遭
遇
し
て
死
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、
長
生
き
し
て
も
、
認
知
症
を
患
っ
て
死
ぬ
可
能
性
は
と
て
も
高
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
臨
終
に
は
正
念
を
と
願
っ
て
も
、
そ

れ
が
か
な
わ
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
ま
し
た
ら
、
こ
の
「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
の

は
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
。
何
回
も
繰
り
返
し
説
明
し
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
う
に
、
三
阿
僧
祇
劫
と
い
う
と
て
つ
も
な
い
長
い
修
行
期

間
と
段
階
が
あ
っ
て
、
そ
の
三
分
の
二
ほ
ど
が
経
過
し
た
と
き
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
正
定
聚
。
そ
う
い
う
境
地
が
、
こ
の
現
生
で
普
段

の
中
で
獲
得
で
き
る
の
で
す
。
ま
さ
に
、
す
べ
て
の
衆
生
に
浄
土
往
生
と
い
う
救
い
を
与
え
た
い
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
教
え
の
成
果
で

あ
り
、
浄
土
真
宗
の
教
義
の
中
心
的
な
部
分
な
の
で
す
。

ｂ

の
細
目
に
、「
便べん
同どう
弥み
勒ろく
」
と
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
弥
勒
に
同
じ
、
と
訓
じ
ま
す
。「
次し
如によ
弥
勒
」
は
、
次
い
で
弥
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勒
の
ご
と
し
、
と
読
み
ま
す
。
弥
勒
菩
薩
は
、
お
釈
迦
さ
ん
の
後
継
者
と
い
う
べ
き
菩
薩
さ
ん
で
、
釈
迦
如
来
が
涅
槃
に
入
ら
れ
て
五

十
六
億
七
千
万
年
の
の
ち
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
登
場
し
て
き
て
さ
と
り
を
開
く
存
在
で
す
。
あ
と
一
度
だ
け
こ
の
人
間
世
界
に
生
を
受

け
た
ら
、
次
は
仏
陀
の
位
に
就
く
と
い
う
、
菩
薩
の
最
高
位
（
こ
れ
を
一いつ
生しよう補ふ
処しよ
と
い
い
ま
す
）
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
三
阿
僧
祇
劫

近
い
修
行
を
終
え
て
、
あ
と
は
仏
陀
の
さ
と
り
を
得
る
だ
け
と
い
う
存
在
の
弥
勒
菩
薩
、
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
う
の
が
「
便
同

弥
勒
」
と
か
「
次
如
弥
勒
」
と
い
う
こ
と
。
私
た
ち
浄
土
真
宗
の
信
者
が
、
阿
弥
陀
如
来
か
ら
回
向
さ
れ
た
信
心
を
い
た
だ
い
た
な
ら
、

た
ち
ど
こ
ろ
に
正
定
聚
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
弥
勒
に
ほ
と
ん
ど
等
し
い
と
い
う
の
で
す
。
信
心
を
得
た
人
は
、
ど
の
よ
う
な

死
に
方
を
し
よ
う
と
も
、
必
ず
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
う
い
う
の
で
す
が
、
浄
土
真
宗
の
驚
天
動
地
の
教
説
、

親
鸞
聖
人
が
示
し
た
大
乗
仏
教
の
菩
薩
思
想
の
究
極
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

何
と
か
第
五
項
目
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
菩
薩
の
基
本
理
念
と
し
て
、
本
日
後
半
の
初
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
利
他
の
精
神
、

利
他
行
の
実
践
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
私
た
ち
念
仏
の
行
者
の
側
に
は
、
あ
ま
り
菩
薩
の
自

覚
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
に
救
わ
れ
る
、
い
や
、
法
蔵
菩
薩
の
成
就
し
た
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
も
の
と

し
て
、
菩
薩
の
理
念
、
利
他
の
心
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
は
、
救
い
の
側
、
法
蔵
菩
薩
や
阿
弥
陀
如
来
の
方
に
多
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
ａ

の
項
目
に
示
し
ま
し
た
。

私
は
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
不
断
煩
悩
得
涅
槃
だ
と
か
、
煩
悩
具
足
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
と
い
う
考
え
方
を
、
嬉
し
く
真
実

を
示
す
も
の
と
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
口
で
は
偉
そ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
も
、
心
の
中
は
何
を
考
え
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
、
そ
れ
が

人
間
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
世
の
中
を
生
き
て
ゆ
く
の
に
、
自
分
中
心
の
考
え
だ
け
で
何
で
も
処
す
る
と
い
う
の
は
上

等
な
人
間
で
は
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
限
定
的
な
利
他
行
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
少
し
は
他
の
た
め
を
思
っ
て
生
き
る
の
が
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人
間
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

『
歎
異
抄
』
の
第
四
条
に
、
こ
う
い
う
言
葉
を
使
っ
て
解
説
し
て
い
ま
す
。「
聖しよう
道どう
の
慈じ
悲ひ
」
と
「
浄
土
の
慈
悲
」。
聖
道
門
と
い

わ
れ
る
自
力
で
修
行
し
さ
と
り
を
得
よ
う
と
す
る
法
門
の
慈
悲
と
、
阿
弥
陀
の
本
願
に
ま
か
せ
て
浄
土
往
生
を
願
う
浄
土
門
の
慈
悲
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
二
種
の
慈
悲
の
心
を
比
較
し
て
、
浄
土
の
慈
悲
の
方
が
圧
倒
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
聖
道
の

慈
悲
は
、「
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
べ
く
、「
い
か
に
い
と
ほ
し
不ふ
便びん
と
お
も
ふ
と

も
、
存ぞん
知じ
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
」
い
も
の
だ
と
い
う
。
確
か
に
こ
の
と
お
り
だ
と
私
も
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
人
が
困

っ
て
い
る
の
を
見
て
、
何
も
し
な
い
で
見
過
ご
す
と
い
う
の
は
、
人
間
の
正
し
い
生
き
方
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。

京
都
女
子
大
学
の
名
誉
教
授
で
も
あ
り
、
現
在
、
本
願
寺
派
の
勧
学
寮
頭
の
重
責
に
あ
る
徳
永
一
道
（
徳
永
道
雄
）
先
生
は
、
こ
う

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。「
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
阿
弥
陀
如
来
に
救
わ
れ
る
存
在
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
念
仏
者
と
し
て
救
い
を
喜
ぶ
身

に
な
れ
ば
、
や
は
り
、
完
全
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
他
人
の
た
め
に
つ
く
し
て
少
し
は
社
会
的
に
有
意

義
に
生
き
た
方
が
い
い
し
、
本
当
の
意
味
で
の
利
他
行
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
や
る
べ
き
だ
し
、
や
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い

か
」
と
。
や
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
浄
土
が
近
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
く
ら
義
捐
金
を
出
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
救

済
が
確
実
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
浄
土
願
生
者
と
し
て
完
全
無
欠
な
利
他
行
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
、
少
し
で

も
利
他
的
活
動
を
実
践
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
を
こ
め
て
、
ｂ

と
ｃ

の
文
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
丁
寧
に
解

説
す
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
帰
り
に
な
っ
て
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
。

そ
の
根
拠
と
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
で
す
（『
註
釈
版
聖
典
』
七
八
四
頁
）。「
わ
が
身
の
往
生
一
定
と
お

ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
」、
阿
弥
陀
如
来
よ
り
信
心
を
い
た
だ
い
て
自
分
の
往
生
が
定
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
は
、「
御おん
念ねん
仏ぶつ
こ
こ
ろ
に

い
れ
て
申
し
て
、
世
の
な
か
安あん
穏のん
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
」、
心
を
こ
め
て
念
仏
し
、
世
の
中
が
安
穏
で
あ
る
よ
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う
に
、
仏
法
が
広
ま
る
よ
う
に
と
思
え
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
の
句
に
、
念
仏
者
の
利
他

的
な
生
き
方
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
結
局
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
利
他
の
は
た
ら
き
に
救
わ
れ
る
以
外
に
は
、
浄
土
往
生

は
か
な
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
念
仏
者
と
し
て
生
き
る
と
き
に
は
、「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
」
と
思
い
つ
つ
生
き
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
や

は
り
、
東
日
本
大
震
災
が
あ
れ
ば
義
捐
金
の
少
し
く
ら
い
は
出
す
べ
き
で
あ
る
し
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
の
催
し
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
に
協
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

次
に
進
み
ま
す
。
極
楽
世
界
が
あ
る
の
は
、
西
の
方
、
十
万
億
の
国
土
を
過
ぎ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
が
極

楽
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
三
千
大
千
世
界
の
あ
り
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
観
が
さ
ら
に
広
が
っ
て
、
三
千
大
千
世
界
と
い
う
こ
と
で

は
な
し
に
、
広
大
無
辺
の
浄
土
と
い
う
の
が
考
え
ら
れ
て
き
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
っ
た
「
娑
婆
即
浄
土
」
と
い
う
句
と
、
第
二
部
第

六
項
の
ｃ

の
「
仏
土
の
所
在
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
く
だ
さ
い
。
極
楽
浄
土
は
、「
去
此
西
方
十
万
億
刹
」、
こ
こ
を
去
る
こ
と
十

万
億
刹
と
い
う
表
現
が
『
大
経
』
に
あ
る
か
と
思
う
と
、『
観
経
』
に
は
、「
去
此
不
遠
」、
こ
こ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
と
出
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
で
す
。
こ
こ
を
去
る
こ
と
十
万
億
刹
と
い
っ
た
ら
、
無
限
大
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
遠
い
で
す
。
一
方

で
、『
観
経
』
は
、
こ
こ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
と
逆
の
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。
煩
悩
即
菩
提
、
娑
婆
即
浄
土
と
い
っ
た
即
の
論
理

で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
遠
い
距
離
が
、
す
な
わ
ち
即
に
こ
こ
に
現
出
す
る
と
い
う
考
え
方
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

西
方
十
万
億
の
国
土
を
過
ぎ
て
と
い
っ
た
ら
、
先
ほ
ど
の
梶
山
雄
一
先
生
は
、「
西
の
方
へ
ず
ー
っ
と
行
っ
て
み
よ
。
地
球
の
上
で

西
の
方
へ
行
く
と
す
る
と
、
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
元
へ
戻
っ
て
く
る
。
ロ
ケ
ッ
ト
で
西
の
方
の
宇
宙
に
飛
び
出
す
と
す
る
な
ら
、
あ
る
か

ね
浄
土
が
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。「
だ
か
ら
、
お
浄
土
は
な
い
」
と
梶
山
先
生
が
い
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。
方
角
と
か
距
離
で
は
な
い
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
浄
土
は
方
角
と
か
距
離
で
は
な
い
と
い
う
と
き
に
、
遠
い
と
お

い
浄
土
に
阿
弥
陀
如
来
が
い
て
、「
お
ま
え
を
救
う
、
間
違
い
な
く
救
う
ぞ
」
と
、
ド
で
か
い
声
で
怒
鳴
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
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く
し
て
、
私
の
と
こ
ろ
に
ま
で
出
向
い
て
こ
ら
れ
て
、
こ
こ
で
現
に
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

私
が
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
が
そ
う
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
レ
ジ
ュ
メ
の
一
番
最
後
、
お
名
号
、「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
に
、
阿
弥
陀
仏
の
名
前
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
如
来
が
こ
の
私
に
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
言
葉
で
あ

る
。
如
来
の
あ
ら
ゆ
る
修
行
の
功
徳
、
菩
薩
時
代
の
功
徳
を
そ
れ
に
こ
め
て
、
こ
の
功
徳
を
回
し
向
け
つ
つ
、
現
に
は
た
ら
い
て
い
る

姿
で
あ
る
と
い
う
。
伝
統
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
訳
す
と
す
れ
ば
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
は
、「
阿
弥
陀
さ
ん
、
ど
う
ぞ
お
た
す
け

く
だ
さ
い
」
で
は
な
く
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
方
か
ら
、「
わ
れ
を
信
じ
、
わ
が
名
を
称
え
よ
。
必
ず
た
す
け
る
」
と
い
う
呼
び
声
で

あ
る
と
い
う
。
そ
う
呼
び
か
け
続
け
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
現
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
が
弥
陀
そ
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
解
釈
で
す
。

と
も
か
く
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
真
の
仏
の
利
他
の
活
動
も
あ
る
し
、
回
向
の
精
神
も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

し
、
真
宗
が
大
乗
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
間
違
い
な
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
ま
す
。

最
後
の
最
後
に
、「
還げん
相そう
の
菩
薩
」
と
い
う
項
目
で
す
。
浄
土
に
往
生
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
親
鸞
聖
人
は
こ
う
い
っ
て
い
ま
す
。

「
往
生
し
た
な
ら
、
即
座
に
さ
と
り
を
開
い
て
、
す
な
わ
ち
成
仏
し
て
、
仏
に
な
っ
た
途
端
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
戻
っ
て
き
て
、
人
々

の
た
め
に
つ
く
す
活
動
を
す
る
」
と
。
こ
の
、
浄
土
で
さ
と
っ
た
後
、
娑
婆
に
還
り
来
て
人
々
の
た
め
に
つ
く
す
菩
薩
が
、
還
相
の
菩

薩
で
す
。

い
い
で
す
ね
、「
げ
ん
そ
う
」
と
、
正
し
く
読
ん
で
く
だ
さ
い
よ
。
浄
土
は
極
楽
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
で
楽
し
み
に
ふ
け
る
と

こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
親
鸞
聖
人
の
思
想
に
は
そ
ん
な
考
え
は
み
じ
ん
も
な
い
。
さ
と
り
を
得
た
な
ら
、
苦
悩
の
娑

婆
世
界
に
立
ち
戻
っ
て
、
衆
生
の
救
済
活
動
に
従
事
す
る
。
こ
れ
が
成
仏
、
仏
と
し
て
の
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
る

と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
大
乗
仏
教
の
い
う
真
の
利
他
の
活
動
が
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
還
相
の
菩
薩
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
回
し
向
け
ら
れ
た
功
徳
で
あ
っ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
源
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
（
他た
力りき
）
に
あ
る
と
す
る
の
が
聖
人
の
考
え
で
す
。
こ
れ
を
「
還
相
回
向
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
あ

り
方
に
も
、
大
乗
仏
教
の
利
他
の
精
神
と
回
向
の
観
念
と
が
十
二
分
に
見
て
取
れ
ま
す
。

聞
き
取
り
に
く
い
散
漫
な
話
と
な
り
ま
し
た
。
が
、
私
と
し
ま
し
て
は
、
大
乗
仏
教
の
重
要
な
考
え
と
、
そ
れ
を
正
し
く
受
け
つ
い

だ
真
宗
教
義
と
い
う
内
容
で
、
予
定
し
て
い
た
こ
と
が
ら
は
ほ
ぼ
話
し
終
え
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
予
定
時
間
も
す
で
に
超
過
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
で
私
の
講
演
を
終
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。

ご
清
聴
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

阿
僧
祇
劫

煩
悩
即
菩
提

無
自
性

菩
提
薩
埵

利
他
行

100


