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真
実
の
宗
教
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九
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報
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〈
開
式
挨
拶
　
佐
々
木
玄
吾
護
持
会
会
長
〉

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
程
一
時
間
前
に
、
こ
こ
で
役
員
会
が
あ
り
ま
し
て
、
お
世
話
の
者
が
集
ま
り
ま
し

た
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
本
日
は
七
十
三
名
の
ご
参
加
を
賜
る
と
の
こ
と
で
し
て
、
報
恩
講
と
し
て
は
初
め
て
の

こ
と
で
、
光
照
寺
の
本
当
の
繁
栄
を
皆
さ
ん
と
共
に
歓
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
御
住
職
を
先
頭

と
し
て
、
御
寺
族
の
ご
精
進
、
そ
し
て
、
護
持
会
の
方
々
の
御
協
力
の
賜
物
と
大
変
あ
り
が
た
く
、
う
れ
し
く
思

い
ま
す
。

蓮
如
上
人
は
、「
一
宗
の
繁
昌
と
申
す
は
、
人
の
多
く
あ
つ
ま
り
、
威
の
大
な
る
事
に
て
は
な
く
候
う
。
一
人

な
り
と
も
、
人
の
、
信
を
取
る
が
、
一
宗
の
繁
昌
に
候
う
。」（『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
八
七
七
頁
）
と
言

わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
本
日
の
講
師
の
櫟
暁
先
生
は
、
本
当
の
報
恩
と
い
う
の
は
、
信
心
の
人
に
な
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ど
う
し
た
ら
信
心
の
人
に
な
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
こ
の
光
照
寺
の
や
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
聞
法
、
御
法
を
聞
く
と
い
う
年
間
計
画
を
立
て
て
、
着
々
と
し
て
歩
む
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

光
照
寺
の
二
十
一
年
間
の
歩
み
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
と
共
に
、
本
日
も
し
っ
か
り
聞
法

し
て
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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〈
住
職
挨
拶
〉

皆
様
、
よ
う
こ
そ
こ
の
報
恩
講
に
御
参
詣
下
さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
挨
拶
と
櫟
暁
先
生
の

ご
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

去
年
は
、
報
恩
講
二
十
回
目
の
記
念
す
べ
き
報
恩
講
を
迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
年
は
、
二
十
一
回

目
の
報
恩
講
と
い
う
こ
と
で
、
ま
た
心
を
新
た
に
し
て
重
い
伝
統
の
中
に
歩
ま
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
決
意
を

持
っ
て
今
日
望
ん
で
お
り
ま
す
。
ひ
と
え
に
一
回
、
二
回
と
回
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
こ
と
も
皆
様
の
ご
支
援
と
、

そ
れ
か
ら
法
縁
の
支
え
が
あ
っ
て
、
歩
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
は
、
副

住
職
が
ご
案
内
し
た
文
章
の
中
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
報
恩
講
教
団
と
云
わ
れ
る
教
団
で
あ
り
ま
し
て
、
親
鸞
聖

人
の
祥
月
命
日
を
機
縁
と
し
て
、
本
山
で
は
十
一
月
二
十
八
日
を
御
満
座
と
し
て
一
週
間
前
か
ら
勤
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
本
山
の
報
恩
講
に
参
り
ま
す
と
、
坂
東
節
と
い
う
身
体
を
揺
す
っ
て
大
き

な
声
で
勤
ま
る
坂
東
節
が
有
名
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
光
照
寺
は
十
月
に
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
し
て
、
本
山
で
は
来

月
の
十
一
月
二
十
八
日
が
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
契
機
に
一
週
間
前
か
ら
執
り
行
わ
れ
る
わ
け

で
す
。
是
非
、
御
満
座
に
勤
ま
る
坂
東
節
を
ひ
と
つ
聞
い
て
頂
く
と
、
本
当
に
感
動
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
は
七
百
五
十
回
御
遠
忌
の
御
正
当
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
御
正
当
と
い
う
の
は
五
十
年
、
五
十
回
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忌
ご
と
に
勤
ま
る
ご
法
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
七
百
五
十
回
、
前
回
は
七
百
回
御
遠
忌
と
い
う
こ
と
で
、

五
十
年
経
ち
ま
し
て
、
今
年
が
御
正
当
忌
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
是
非
、
本
山
に
上
っ
て
い
た
だ
く
と
あ
り
が
た

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
伝
統
は
、
ま
ず
ご
家
庭
で
報
恩
講
を
勤
め
、
そ
れ
か
ら
お
手
次
寺
で
報
恩
講
を
勤
め
、
そ
れ
か
ら

本
山
に
参
っ
て
い
く
と
い
う
、
云
っ
て
み
れ
ば
赤
尾
の
道
宗
が
手
本
だ
と
、
こ
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。

光
照
寺
は
、
新
し
い
こ
う
い
う
小
さ
な
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ
う
い
う
重
い
七
百
五
十
回
忌
を
迎

え
る
七
百
五
十
年
の
法
灯
、
伝
統
、
そ
れ
か
ら
伝
承
の
中
に
新
し
く
寺
と
し
て
誕
生
し
た
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
の
伝
統
を
本
当
に
汲
ん
で
勤
め
て
い
き
た
い
と
い
う
、
初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
、
い
つ
も
私
自

身
が
緊
張
し
て
力
が
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
常
な
の
で
す
が
、
今
日
も
力
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
何
と
か
抜

こ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
申
し
て
、
記
念
す
べ
き
二
十
一
回
目
の
光
照
寺
の

報
恩
講
は
勤
ま
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

櫟
先
生
の
ご
紹
介
を
し
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
前
回
二
十
回
目
な
の
で
、
結
構
長
く
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。

皆
様
の
お
手
元
に
、
今
日
お
上
げ
し
た
去
年
の
報
恩
講
の
テ
ー
プ
起
こ
し
が
非
常
に
厚
く
で
き
て
お
り
ま
す
。
そ

の
中
に
も
、
櫟
先
生
の
ご
紹
介
を
含
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
重
な
ら
な
い
で
ど
う
ご
紹
介
で
き
る
か
が
、

今
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
私
の
辛
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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そ
れ
で
ま
ず
、
櫟
先
生
は
今
年
、
米
寿
八
十
八
歳
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
お
元
気
で
あ
り
ま
す
。
た

だ
、
耳
が
遠
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
詳
し
く
は
聞
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
ち
ら
っ
と
聞
い
た
か
な
と

思
う
の
で
す
が
、
戦
争
に
行
か
れ
て
、
私
が
想
像
す
る
に
は
、
銃
弾
か
何
か
で
耳
が
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
勝
手
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
で
き
た
ら
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
先
生
に
お
尋
ね
し
て
み
る
と
よ
ろ
し
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
益
々
こ
の
と
こ
ろ
不
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
っ
か
り
と

し
た
近
代
兵
器
の
マ
イ
ク
を
お
使
い
に
な
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
先
生
は
一
言
も
漏
ら
さ
ず
聞
か
れ
る
方
で
す

し
、
一
言
も
間
違
え
な
い
で
話
さ
れ
る
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
何
な
り
と
お
聞
き
し
て
い
た
だ
く
と
よ
ろ
し

い
か
と
思
い
ま
す
。

八
十
八
と
い
う
米
寿
を
迎
え
ら
れ
た
先
生
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
お
元
気
で
す
。
櫟
先
生
の
先
生
は
曽
我
量
深
先

生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
櫟
先
生
は
、
八
十
歳
に
な
っ
て
「
我
々
青
年
は
」
と
云
っ
た
曽
我
先
生
を
先
生
と
し
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、　

精
神
世
界
は
八
十
八
歳
に
な
っ
て
「
我
々
青
年
の
」
と
こ
ろ
に
櫟
暁
先
生
は
お
ら
れ
る
と
私

は
勝
手
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
精
神
世
界
は
若
い
と
思
い
ま
す
が
、
肉
体
の
老
化
は
こ
れ
は
止
む
を
得
な
い
。
私

も
、
精
神
世
界
は
先
生
に
負
け
ず
に
青
年
よ
り
か
、
も
っ
と
童
心
よ
り
か
、
も
っ
と
赤
心
、
幼
心
ま
で
本
当
に
い

っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
余
計
な
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。

ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
櫟
先
生
は
元
教
学
研
究
所
の
所
長
、
本
山
の
教
学
研
究
所
の
所
長
を
お
勤
め
に
な

り
、
そ
れ
が
一
つ
の
機
縁
と
な
り
な
が
ら
、
東
京
教
区
教
化
の
教
導
を
お
勤
め
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
東
京
に
出
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て
く
る
前
に
、
浅
草
の
ほ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
生
の
お
話
を
聞
い
た
の
で
す
ね
。
前
回
も
ち
ょ
っ
と
お
話
し

し
ま
し
た
が
、
柳
川
さ
ん
が
、
そ
の
時
の
テ
ー
プ
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
の
テ
ー
プ
を
録

っ
た
の
は
、
白
川
さ
ん
と
い
う
、
東
京
教
区
の
ご
門
徒
さ
ん
で
、
そ
れ
を
テ
ー
プ
起
こ
し
し
た
も
の
を
、
去
年
皆

さ
ん
に
お
渡
し
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
も
懐
か
し
く
、
櫟
先
生
に
初
め
て
会
っ
た
の
が
、
そ
の
去
年
お

渡
し
し
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
非
常
に
懐
か
し
く
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
機
縁
で
、
長
川
一
雄
先
生
と
、
私
も
ご
縁
の
あ
っ
た
先
生
で
す
が
、
行
徳
庵
と
い
う
聞
法
道
場
を
住
ま

い
に
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
所
に
も
櫟
先
生
が
来
ら
れ
て
、
私
は
そ
こ
で
は
質
問
も
し
た
り
し
た
の
で
す
が
、

私
が
丁
度
、
坊
主
の
学
校
を
昭
和
六
十
年
に
卒
業
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
、
私
が
不
思
議
と
九
州
の
先
生
方

に
ご
縁
が
あ
っ
た
の
で
、
卒
業
を
機
縁
に
、
九
州
の
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
方
を
巡
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
も
、

櫟
先
生
の
鹿
児
島
の
法
泉
寺
さ
ん
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。
大
変
ご
馳
走
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
時
の
様
子
を
愚
庵
落
慶
、
愚
庵
と
い
う
聞
法
道
場
を
創
っ
た
の
が
機
縁
で
す
が
、
そ
の
時
の
落
慶
の
櫟
先

生
の
ご
挨
拶
が
、「
池
田
さ
ん
が
卒
業
記
念
の
旅
行
で
我
が
寺
に
訪
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。」
と
云
わ
れ
ま
し
た

の
で
す
が
、
私
は
卒
業
記
念
旅
行
と
い
う
思
い
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
挨
拶
を
さ
れ
た
こ
と
が
私

の
耳
の
底
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
現
在
こ
の
一
回
、
二
回
は
、
細
川
巌
先
生
に
報
恩
講
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

ご
病
気
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
後
ず
っ
と
櫟
先
生
に
月
々
の
聞
法
会
「
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会
」
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と
、
そ
れ
か
ら
こ
の
報
恩
講
を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
、
ご
教
化
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
生
の
お
話
を
本
当
に
一
緒
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
報
恩
講
の
報
恩
の
真

　
ま
こ
と  

を
い
た
だ
く
、
先
ほ
ど
の
『
御
俗
鈔
』
で
は
な
い
で
す
が
、
こ
の
報
恩
講
の
み
ぎ
ん
（
砌
み
ぎ
り
）
に
い
た
っ
て
信
心
を

得
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
に
『
御
俗
鈔
』
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
是
非
、
そ
う
い
う
機
会
に
な
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

先
生
は
三
重
県
の
生
ま
れ
で
、
ご
長
男
が
三
重
県
の
お
寺
を
担
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
櫟
先
生
は
、
鹿
児
島
の
荒

れ
寺
と
い
っ
た
ら
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
無
住
と
い
っ
て
も
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

の
鹿
児
島
の
寂
び
寂
び
と
し
た
お
寺
を
再
建
さ
れ
て
、
住
職
を
務
め
ら
れ
、
そ
し
て
、
次
男
さ
ん
に
そ
の
鹿
児
島

の
お
寺
の
住
職
を
譲
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
今
、
前
住
職
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
、
鹿
児
島
、

光
照
寺
で
も
旅
行
に
行
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
隠
れ
念
仏
と
い
う
こ
と
で
、
島
津
藩
で
は
念
仏
を
停ち

ょ
う
じ止
し
て
お
り

ま
し
て
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
隠
れ
て
い
た
念
仏
が
、
一
挙
に
大
地
に
躍
り
出
て
く
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
鹿

児
島
は
非
常
に
念
仏
が
盛
ん
な
の
で
す
。
私
も
光
照
寺
の
旅
行
で
知
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
隠
れ
念
仏
を
訪
ね
る
と

い
う
旅
を
し
た
の
で
す
が
、
お
寺
に
住
職
が
い
な
い
と
い
う
の
が
本
来
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
、
輪
番

と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
ま
わ
っ
て
歩
く
よ
う
な
か
た
ち
が
、
明
治
の
本
願
寺
の
歴
史
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
よ
う

で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
櫟
先
生
は
そ
う
い
う
お
寺
の
中
で
住
職
と
し
て
再
建
さ
れ
、
自
ら
そ
こ
に
身
を
据
え
て
、
命
が
け
の
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再
建
を
し
て
、
次
の
次
男
さ
ん
に
鹿
児
島
の
お
寺
、
法
泉
寺
を
譲
り
、
自
分
の
生
ま
れ
た
三
重
県
は
ご
長
男
に
譲

っ
た
と
い
う
凄
い
生
き
ざ
ま
を
お
持
ち
で
あ
り
ま
す
。

戦
争
が
終
わ
っ
た
後
、
本
当
に
何
を
依
り
処
に
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
、
そ
ん
な
中
で
曽
我
量
深
先

生
に
出
会
い
、
真
宗
ま
こ
と
と
い
う
中
に
宗
教
体
験
を
経
て
、
今
日
、
非
常
に
深
く
教
学
を
研
鑚
さ
れ
な
が
ら
、

信
心
を
顕
か
に
し
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
顕
か
に
し
て
お
っ
て
く
だ
さ
る
、
非
常
に
稀
有
な
る
、
貴
重
な
る
先
生

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ひ
と
つ
聴
聞
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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〈
資
料
一
〉

　
　

無
碍
光
（
聖
典
抄
出
・
報
恩
講
法
話
資
料
）

仏
説
無
量
寿
経
巻
上　

三
○
―
Ｌ
十
一

こ
の
ゆ
え
に
無
量
寿
仏
を
、
無
量
光
仏
・
無
辺
光
仏
・
★
無
碍
光
仏
・
無
対
光
仏
・
焔
王
光
仏
・
清
浄
光
仏
・

歓
喜
光
仏
・
智
慧
光
仏
・
不
断
光
仏
・
難
思
光
仏
・
無
称
光
仏
・
超
日
月
光
仏
と
号
す
。
そ
れ
衆
生
あ
り
て
、

こ
の
光
に
遇
え
ば
、
三
垢
消
滅
し
、
身
意
柔
軟
に
し
て
、
歓
喜
踊
躍
し
善
心
を
焉
に
生
ず
。
も
し
三
塗
・
勤
苦

の
処
に
あ
り
て
こ
の
光
明
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
み
な
休
息
す
る
こ
と
を
得
て
、
ま
た
苦
脳
な
け
ん
。
寿
終
わ

り
て
後
、
み
な
解
脱
を
蒙
る
。

教
行
信
証
（
行
）　

一
五
七
―
Ｌ
二

謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
★
無
碍
光
如
来
の
名
を

称
す
る
な
り
。
こ
の
行
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速

円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
大
行
と
名
づ
く
。
し
か
る
に
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願

よ
り
出
で
た
り
。

教
行
信
証
（
行
）　

一
六
八
―
Ｌ
十
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「
我
一
心
」
は
、
天
親
菩
薩
の
自
督
の
詞
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
★
無
碍
光
如
来
を
念
じ
て
安
楽
に
生
ま
れ

ん
と
願
ず
。
心
心
相
続
し
て
他
想
間
雑
な
し
。
乃
至　
「
帰
命
尽
十
方
★
無
碍
光
如
来
」
は
、「
帰
命
」
は
す
な

わ
ち
こ
れ
礼
拝
門
な
り
、「
尽
十
方
★
無
碍
光
如
来
」は
す
な
わ
ち
こ
れ
讃
嘆
門
な
り
。
何
を
も
っ
て
か
知
ら
ん
、

帰
命
は
こ
れ
礼
拝
な
り
と
は
。
龍
樹
菩
薩
、
阿
弥
陀
如
来
の
讃
を
造
れ
る
中
に
、
あ
る
い
は
「
稽
首
礼
」
と
言

い
、
あ
る
い
は
「
我
帰
命
」
と
言
い
、
あ
る
い
は
「
帰
命
礼
」
と
言
え
り
。
こ
の
『
論
』
の
長
行
の
中
に
、
ま

た
「
五
念
門
を
修
す
」
と
言
え
り
。
五
念
門
の
中
に
、礼
拝
は
こ
れ
一
な
り
。
天
親
菩
薩
す
で
に
往
生
を
願
ず
。

あ
に
礼
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
か
る
が
ゆ
え
に
知
り
ぬ
、
帰
命
は
す
な
わ
ち
こ
れ
礼
拝
な
り
と
。
し
か
る
に
礼
拝

は
た
だ
こ
れ
恭
敬
に
し
て
、
必
ず
し
も
帰
命
な
ら
ず
。
帰
命
は
（
必
ず
）
こ
れ
礼
拝
な
り
。
も
し
こ
れ
を
も
っ

て
推
す
る
に
、帰
命
は
重
と
す
。
偈
は
己
心
を
申
ぶ
。
宜
し
く
帰
命
と
言
う
べ
し
。『
論
』に
偈
義
を
解
す
る
に
、

ひ
ろ
く
礼
拝
を
談
ず
。
彼
・
此
あ
い
成
ず
、
義
に
お
い
て
い
よ
い
よ
顕
れ
た
り
。

教
行
信
証
（
行
）　

二
○
六
―
Ｌ
一

天
親
菩
薩
、
論
を
造
り
て
説
か
く
、
★
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
修
多
羅
に
依
っ
て
真
実
を
顕
し

て
、
横
超
の
大
誓
願
を
光
闡
す
。
広
く
本
願
力
の
回
向
に
由
っ
て
、
群
生
を
度
せ
ん
が
た
め
に
、
一
心
を
彰
す
。

教
行
信
証
（
信
）　

二
一
三
―
Ｌ
十
四

「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
と
は
、
か
の
★
無
碍
光
如
来
の
名
号
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
す
、
よ

く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
、
し
か
る
に
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
、
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
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る
は
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
実
の
ご
と
く
修
行
せ
ざ
る
と
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
由
る
な
り
。

尊
号
銘
文　

五
一
八
―
Ｌ
三

「
帰
命
尽
十
方
★
無
碍
光
如
来
」
と
も
う
す
は
、
帰
命
は
南
無
な
り
。
ま
た
帰
命
と
も
う
す
は
、
如
来
の
勅
命

に
し
た
が
う
こ
こ
ろ
な
り
。
尽
十
方
★
無
碍
光
如
来
と
も
う
す
は
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
な
り
。
こ
の
如
来

は
光
明
な
り
。
尽
十
方
と
い
う
は
、
尽
は
つ
く
す
と
い
う
、
こ
と
ご
と
く
と
い
う
。
十
方
世
界
を
つ
く
し
て
、

こ
と
ご
と
く
み
ち
た
ま
え
る
な
り
。
★
無
碍
と
い
う
は
、
さ
わ
る
こ
と
な
し
と
な
り
。
さ
わ
る
こ
と
な
し
と
も

う
す
は
、
衆
生
の
煩
悩
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
な
り
。
光
如
来
と
も
う
す
は
、
阿
弥
陀
仏
な
り
。
こ
の
如
来
は

す
な
わ
ち
不
可
思
議
光
仏
と
も
う
す
。
こ
の
如
来
は
智
慧
の
か
た
ち
な
り
。
十
方
微
塵
刹
土
に
み
ち
た
ま
え
る

な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。「
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
は
、
世
親
菩
薩
か
の
★
無
碍
光
仏
を
称
念
し
、
信
じ
て

安
楽
国
に
う
ま
れ
ん
と
ね
が
い
た
ま
え
る
な
り
。

尊
号
銘
文　

五
一
八
―
Ｌ
十

「
我
依
修
多
羅　

真
実
功
徳
相
」
と
い
う
は
、
我
は
天
親
論
主
の
わ
れ
と
な
の
り
た
ま
え
る
御
こ
と
ば
な
り
。

依
は
よ
る
と
い
う
、
修
多
羅
に
よ
る
と
な
り
。
修
多
羅
は
天
竺
の
こ
と
ば
、
仏
の
経
典
を
も
う
す
な
り
。
仏
教

に
大
乗
あ
り
、
ま
た
小
乗
あ
り
。
み
な
修
多
羅
と
も
う
す
。
い
ま
修
多
羅
と
も
う
す
は
大
乗
な
り
。
小
乗
に
は

あ
ら
ず
。
い
ま
の
三
部
の
経
典
は
大
乗
修
多
羅
な
り
。
こ
の
三
部
大
乗
に
よ
る
と
な
り
。
真
実
功
徳
相
と
い
う

は
、
真
実
功
徳
は
誓
願
の
尊
号
な
り
。
相
は
か
た
ち
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。「
説
願
偈
総
持
」
と
い
う
は
、
本
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願
の
こ
と
ば
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
を
偈
と
い
う
な
り
。
総
持
と
い
う
は
智
慧
な
り
。
★
無
碍
光
の
智
慧
を
総
持

と
も
う
す
な
り
。「
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
は
、
こ
の
『
浄
土
論
』
の
こ
こ
ろ
は
、
釈
尊
の
教
勅
、
弥
陀
の
誓

願
に
あ
い
か
な
え
り
と
な
り
。

尊
号
銘
文　

五
二
三
―
Ｌ
一

「
言
護
念
増
上
縁
者
」
と
い
う
は
、
ま
こ
と
の
心
を
え
た
る
人
を
こ
の
よ
に
て
つ
ね
に
ま
も
り
た
ま
う
と
も
う

す
こ
と
ば
な
り
。「
但
有
専
念　

阿
弥
陀
仏
衆
生
」
と
い
う
は
、
ひ
と
す
じ
に
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
弥
陀
仏
を
念

じ
た
て
ま
つ
る
と
も
う
す
な
り
。「
彼
仏
心
光　

常
照
是
人
」
と
い
う
は
、
彼
は
か
の
と
い
う
、
仏
心
光
は
★

無
碍
光
仏
の
御
こ
こ
ろ
と
も
う
す
な
り
。
常
照
は
、
つ
ね
に
て
ら
す
と
も
う
す
。
つ
ね
と
い
う
は
、
と
き
を
き

ら
わ
ず
、
日
を
へ
だ
て
ず
、
と
こ
ろ
を
わ
か
ず
、
ま
こ
と
の
信
心
あ
る
人
を
ば
つ
ね
に
て
ら
し
た
ま
う
と
な
り
。

て
ら
す
と
い
う
は
、
か
の
仏
心
の
お
さ
め
と
り
た
ま
う
と
な
り
。
仏
心
光
は
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
御
こ
こ

ろ
に
お
さ
め
た
ま
う
と
し
る
べ
し
。
是
人
は
、信
心
を
え
た
る
人
な
り
。
つ
ね
に
ま
も
り
た
ま
う
と
も
う
す
は
、

天
魔
波
旬
に
や
ぶ
ら
れ
ず
、
悪
鬼
悪
神
に
み
だ
ら
れ
ず
、
摂
護
不
捨
し
た
ま
う
ゆ
え
な
り
。

一
念
多
念
文
意　

五
四
五
―
Ｌ
一

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね

た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
と
、
水

火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
ら
、
願
力
の
白
道
を
一
分
二
分
、
よ
う
よ
う
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ず
つ
あ
ゆ
み
ゆ
け
ば
、
★
無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
の
御
こ
こ
ろ
に
お
さ
め
と
り
た
ま
う
が
ゆ
え
に
、
か
な
ら
ず
安

楽
浄
土
に
い
た
れ
ば
、
弥
陀
如
来
と
お
な
じ
く
、
か
の
正
覚
の
は
な
に
化
生
し
て
、
大
般
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ

ら
か
し
む
る
を
む
ね
と
せ
し
む
べ
し
と
な
り
。
こ
れ
を
致
使
凡
夫
念
即
生
と
も
う
す
な
り
。
二
河
の
た
と
え
に
、

一
分
二
分
ゆ
く
と
い
う
は
、
一
年
二
年
す
ぎ
ゆ
く
に
た
と
え
た
る
な
り
。
諸
仏
出
世
の
直
説
、
如
来
成
道
の
素

懐
は
、
凡
夫
は
弥
陀
の
本
願
を
念
ぜ
し
め
て
、
即
生
す
る
を
む
ね
と
す
べ
し
と
な
り
。

唯
信
鈔
文
意　

五
四
七
―
Ｌ
八

「
如
来
尊
号
甚
分
明
」、こ
の
こ
こ
ろ
は
、「
如
来
」
と
も
う
す
は
、★
無
碍
光
如
来
な
り
。「
尊
号
」
と
も
う
す
は
、

南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。「
尊
」
は
、
と
う
と
く
す
ぐ
れ
た
る
と
な
り
。「
号
」
は
、
仏
に
な
り
た
ま
う
て
の
ち
の

御
な
を
も
う
す
。「
名
」は
、い
ま
だ
仏
に
な
り
た
ま
わ
ぬ
と
き
の
御
な
を
も
う
す
な
り
。
こ
の
如
来
の
尊
号
は
、

不
可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議
に
ま
し
ま
し
て
、
一
切
衆
生
を
し
て
無
上
大
般
涅
槃
に
い
た
ら
し
め
た
ま
う
、

大
慈
大
悲
の
ち
か
い
の
御
な
な
り
。
こ
の
仏
の
御
な
は
、
よ
ろ
ず
の
如
来
の
名
号
に
す
ぐ
れ
た
ま
え
り
。
こ
れ

す
な
わ
ち
誓
願
な
る
が
ゆ
え
な
り
。

唯
信
鈔
文
意　

五
四
八
―
Ｌ
二

「
十
方
世
界
普
流
行
」
と
い
う
は
、「
普
」
は
、
あ
ま
ね
く
、
ひ
ろ
く
、
き
わ
な
し
と
い
う
。「
流
行
」
は
、
十

方
微
塵
世
界
に
あ
ま
ね
く
ひ
ろ
ま
り
て
、
す
す
め
、
行
ぜ
し
め
た
ま
う
な
り
。
し
か
れ
ば
、
大
小
の
聖
人
、
善

悪
の
凡
夫
、
み
な
と
も
に
、
自
力
の
智
慧
を
も
っ
て
は
、
大
涅
槃
に
い
た
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
★
無
碍
光
仏
の
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御
か
た
ち
は
、
智
慧
の
ひ
か
り
に
て
ま
し
ま
す
ゆ
え
に
、
こ
の
仏
の
智
願
海
に
す
す
め
い
れ
た
ま
う
な
り
。
一

切
諸
仏
の
智
慧
を
あ
つ
め
た
ま
え
る
御
か
た
ち
な
り
。
光
明
は
智
慧
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。

　
　

無
碍
の
一
道

歎
異
抄　

六
二
九
―
Ｌ
四

七　

念
仏
者
は
、
★
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も

敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と

な
き
ゆ
え
に
、
★
無
碍
の
一
道
な
り
と
云
々
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〈
資
料
二
〉

　
　

光
如
来

尊
号
銘
文　

五
一
八
―
Ｌ
三

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
も
う
す
は
、
帰
命
は
南
無
な
り
。
ま
た
帰
命
と
も
う
す
は
、
如
来
の
勅
命
に

し
た
が
う
こ
こ
ろ
な
り
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
も
う
す
は
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
は
光

明
な
り
。
尽
十
方
と
い
う
は
、
尽
は
つ
く
す
と
い
う
、
こ
と
ご
と
く
と
い
う
。
十
方
世
界
を
つ
く
し
て
、
こ
と

ご
と
く
み
ち
た
ま
え
る
な
り
。
無
碍
と
い
う
は
、さ
わ
る
こ
と
な
し
と
な
り
。
さ
わ
る
こ
と
な
し
と
も
う
す
は
、

衆
生
の
煩
悩
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
な
り
。
★
光
如
来
と
も
う
す
は
、
阿
弥
陀
仏
な
り
。
こ
の
如
来
は
す
な
わ

ち
不
可
思
議
光
仏
と
も
う
す
。
こ
の
如
来
は
智
慧
の
か
た
ち
な
り
。
十
方
微
塵
刹
土
に
み
ち
た
ま
え
る
な
り
と

し
る
べ
し
と
な
り
。「
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
は
、
世
親
菩
薩
か
の
無
碍
光
仏
を
称
念
し
、
信
じ
て
安
楽
国
に

う
ま
れ
ん
と
ね
が
い
た
ま
え
る
な
り
。
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〈
資
料
三
〉

　
　

佛
様
と
は

一
、
仏
様
と
は
ど
ん
な
人
か

　
　

答　

仏
様
は
、
わ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
も
の
で
あ
る
と
名
の
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

二
、
そ
の
仏
様
は
ど
こ
に
居
ら
れ
る
か
。

　
　

わ
れ
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
じ
称
え
る
人
の
直
前
に
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

三
、
そ
ん
な
ら
そ
の
仏
を
私
達
が
念
ず
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
り
ま
す
か
。

　
　

 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
、
一
念
疑
い
な
く
自
力
の
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
静
か
な
る
心
を
も
っ
て
、
仏
願
わ
く
は

こ
の
罪
深
き
私
を
た
す
け
ま
し
ま
せ
と
念
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

 

こ
れ
は
だ
れ
で
も
、
ど
こ
に
い
て
も
、
い
つ
で
も
、
か
な
し
い
場
合
で
も
、
う
れ
し
い
場
合
で
も
た
や
す
く

自
由
に
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
　

 

こ
の
念
が
現
前
す
る
時
い
か
な
る
煩
悩
妄
念
が
襲
い
来
っ
て
も
内
心
の
平
和
は
絶
対
に
や
ぶ
れ
ま
せ
ん
。
是

を
真
の
救
済
と
申
し
ま
す
。
以
上

日
本
国
昭
和
三
十
一
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

於
米
国
羅
府　

東
本
願
寺　

曽
我
量
深　

誌
之
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⑧
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」（
東
本
願
寺
蔵
）

　
　
　
　
　

※
⑤
と
⑧
を
抜
い
た
六
種
類
が
完
成
さ
れ
た
も
の
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〈
法
　
話
〉

ご
住
職
様
か
ら
ご
丁
寧
な
ご
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
、
鹿
児
島
教
区
法
泉
寺
前
住
職
の
櫟
暁
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何

回
も
こ
う
し
て
報
恩
講
の
法
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
て
、
あ
り
が
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。
本
年
も
ま
た
わ
ず
か

一
時
間
半
く
ら
い
の
時
間
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
聞
い
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
程
の
『
正
信
偈
』
の
お
勤
め
の
後
に
拝
読
さ
れ
ま
し
た
の
が
、
蓮
如
上
人
の
書
か
れ
た
『
御
俗
姓
』
と
申
し

ま
す
。『
御
俗
姓
』
と
申
し
ま
す
の
は
、
親
鸞
聖
人
の
姓
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
『
御
俗
姓
』

と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
『
御
俗
姓
』
を
お
作
り
に
な
っ
た
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
私
た

ち
が
報
恩
講
を
お
勤
め
す
る
本
当
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
『
御
俗
姓
』
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
時
は
、
蓮
如
上
人
が
河
内
の
国
で
す
ね
、
大
阪
府
の
出
口
と

い
う
所
に
お
ら
れ
ま
し
て
、
急
に
思
い
出
し
て
、
こ
の
『
御
俗
姓
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。『
御

俗
姓
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
時
は
、
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
二
〇
〇
年
経
っ
た
時
で
す
。『
御
俗
姓
』
の
中

に
は
、
文
章
の
あ
や
で
「
一
百
余
歳
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
年
表
を
見
ま
す
と
、
丁
度
二
〇
〇
年
経
っ
た
時

で
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
年
も
経
ち
ま
す
と
、
報
恩
講
を
お
勤
め
す
る
本
当
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
習
俗

化
し
て
し
ま
っ
た
。
習
俗
化
と
い
う
の
は
、
去
年
も
お
勤
め
し
た
か
ら
今
年
も
お
勤
め
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
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い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
の
お
勤
め
を
す
る
行
事
だ
け
が
続
い
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ

で
は
い
け
な
い
と
蓮
如
上
人
が
仰
い
ま
し
て
、
な
ぜ
報
恩
講
を
お
勤
め
す
る
の
か
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
頂
い
て

い
る
本
願
の
御
恩
と
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
御
恩
と
い
う
も
の
は
何
よ
り
も
高
い
も
の
で
あ
る
、
ま
た
、
深
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
難
し
い
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。『
聖
典
』
を
持
っ
て
い
る
方
は
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
八
五
一
頁
で
す
。
こ
の
八
五
一
頁
後
ろ
か
ら
四
行
目
、

 「
か
の
御ご

お

ん恩
徳ど

く

の
ふ
か
き
こ
と
は
、
迷め

い

ろ慮
八
万
の
頂

い
た
だ
き、
蒼そ

う
め
い瞑
三
千
の
底そ

こ

に
こ
え
す
ぎ
た
り
。」（『
聖
典
』八
五
一
頁
）

難
し
い
言
葉
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
た
く
云
え
ば
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
の
よ
う
な
高
い
山
よ
り
も
ま
だ
高

く
、
こ
の
世
界
中
で
一
番
深
い
海
よ
り
も
ま
だ
深
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
私
た
ち
は
、
深
く
広
く

高
い
御
恩
を
頂
き
な
が
ら
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
毎
年
毎
年
、
親
鸞
聖
人
の
御
命

日
に
報
恩
講
を
お
勤
め
し
て
、
そ
の
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
頂
い
て
、
私
た
ち
が
報
謝
す
る
。
報
謝
と
は
御
恩
に
報

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
恵
み
に
お
報
い
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
が
お
報
い
す
る
こ
と
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
他
で
は
な
い
、
親
鸞
聖
人
と
同

質
の
信
心
を
私
た
ち
は
会
得
す
る
こ
と
が
報
謝
に
な
る
。
特
別
の
こ
と
を
し
て
特
別
の
何
か
お
祭
り
の
よ
う
な
こ

と
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
報
恩
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
信
心
が
親
鸞
聖
人
の
一
生
涯
か
か
っ
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て
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
信
心
と
質
の
違
う
信
心
で
生
き
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
報
謝
に
な
ら
な
い
。
親
鸞
聖
人

と
同
質
の
信
心
を
我
々
が
会
得
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
報
謝
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
私
は

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
此こ

の
七し

ち

か
日に

ち

報ほ
う
お
ん
こ
う

恩
講
の
砌み

ぎ
り

に
あ
た
り
て
、
門も

ん

葉よ
う

の
た
ぐ
い
国
郡
よ
り
来ら

い
し
ゅ
う集
、
い
ま
に
お
い
て
其そ

の
退た

い
て
ん転
な
し
。

し
か
り
と
い
え
ど
も
、
未み

あ

ん

じ

ん

安
心
の
行ぎ

ょ
う
じ
ゃ者
に
い
た
り
て
は
、
争い

か

で
か
報ほ

う
お
ん
し
ゃ

恩
謝
徳と

く

の
義ぎ

こ
れ
あ
ら
ん
や
。」（『
御
俗
姓
』

八
五
一
頁
～
八
五
二
頁
）

自
分
の
信
心
が
親
鸞
聖
人
と
質
の
違
う
信
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
報
恩
謝
徳
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
と
問

題
提
起
を
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
話
を
現
代
に
移
し
ま
し
て
、
皆
さ
ん
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日

曜
の
朝
五
時
か
ら
六
時
ま
で
の
「
心
の
時
代
」、
こ
れ
は
宗
教
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
体
宗
教
の

お
奨
め
の
番
組
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
そ
れ
以
外
に
毎
日
ニ
ュ
ー
ス
と
か
解
説
番
組
に
出
て

く
る
宗
教
は
、
ほ
と
ん
ど
が
祈
り
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
で
あ
ろ
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
ろ
う
が
、
神
道
で

あ
ろ
う
が
、
お
参
り
し
て
い
る
姿
を
合
掌
し
た
り
拍
手
を
し
た
り
し
て
い
る
姿
を
写
真
に
出
し
て
、
今
、
お
祈
り

を
し
て
お
り
ま
す
、
と
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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そ
れ
で
、
私
は
祈
り
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
先
生
が
、
宗
教
と
い
う
の
は
祈
り
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
宗
教
は
成
り
立
た
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
云
わ
れ
た
。
真
宗
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
祈
り
な
の

だ
と
云
わ
れ
た
。
そ
れ
に
私
は
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
祈
り
は
祈
り
で
あ
っ
て
も
、
こ

れ
は
我
々
の
小
さ
な
祈
り
で
は
な
く
し
て
、
如
来
の
祈
り
だ
。
如
来
と
は
、
仏
が
我
々
に
ど
う
か
た
す
か
っ
て
く

だ
さ
い
と
。
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
お
ら
れ
よ
う
と
、
間
違
い
な
く
た
す
か
る
道
を
聞
き
開
い
て
く
だ
さ
い
。
そ

う
し
な
け
れ
ば
私
は
仏
に
な
り
ま
せ
ん
と
い
う
、
そ
う
い
う
深
い
祈
り
を
仏
が
我
々
に
か
け
て
お
ら
れ
る
。
本
願

と
い
う
こ
と
を
こ
う
い
う
具
合
に
頂
い
た
ら
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
が
、
ど
う
か
病
気
を
治
し
て
く
だ
さ
い
、
ど
う
か
志
望
校
に
入
学
さ
せ
て
く
だ
さ
い
、
ど
う
か
長
命
に

な
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
よ
う
な
、
自
分
の
個
人
の
祈
り
と
か
、
会
社
の
こ
と
を
祈
る
と
か
い
う
、
私

利
私
欲
で
祈
る
と
い
う
祈
り
の
こ
と
を
、
一
般
に
は
祈
り
と
云
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
祈
り
は
、
浄
土
真

宗
の
教
え
か
ら
云
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
煩
悩
が
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
如
来
の
祈
り
は
同
じ
字
を

使
い
ま
し
て
も
、
質
の
ち
が
う
如
来
の
祈
り
と
い
う
こ
と
で
す
。

如
来
の
祈
り
と
い
う
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
我
々
を
救
い
尽
く
そ
う
と
い
う
仏
の
祈

り
で
す
。
そ
の
祈
り
を
私
た
ち
が
素
直
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
頂
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
す
。
如
来
の
祈
り
が
頂
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
小
さ
な
私
の
煩
悩
の
変
形
し
た
よ
う
な
祈
り
と

い
う
も
の
に
引
っ
か
か
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
う
い
う
祈
り
の
対
象
と
し
て
い
る
絶
対
者
に
引
っ
か
か
ら
な
い
。
そ
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う
い
う
世
界
を
会
得
さ
せ
て
頂
く
。
私
は
そ
れ
が
非
常
に
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
浄
土
真
宗
に
は
『
教
行
信
証
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
沢
山
の
親
鸞
聖
人
の
御
著
作
が
こ
の
『
聖
典
』

に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
だ
け
で
な
く
、
歴
代
の
門
主
の
『
御
消
息
』
な
ど
も
沢
山
ご
ざ
い
ま
す
。

『
御
消
息
』
と
い
う
の
は
お
手
紙
で
す
。
そ
の
中
の
代
表
的
な
も
の
が
、先
程
お
話
し
し
ま
し
た
蓮
如
上
人
の
『
御

文
』
で
す
。
大
谷
派
の
方
で
は
『
御
文
』
と
申
し
ま
す
。
本
願
寺
派
で
は
『
御
文
章
』
と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
お
手
紙
で
す
。
蓮
如
上
人
が
、
北
陸
で
ず
っ
と
教
え
を
伝
え
て
い
る
時
に
、
身
は
一
つ

で
す
か
ら
あ
ち
ら
に
も
行
き
、
こ
ち
ら
に
も
行
く
よ
う
な
こ
と
は
同
じ
日
に
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
自
分
の
仰
り
た

い
こ
と
を
弟
子
に
渡
し
て
こ
れ
を
伝
え
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、『
御
文
』
が
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
お
手
紙
で
す
。
そ
の
お
手
紙
の
模
範
に
な
る
の
が
、
親
鸞
聖
人
の
『
御
消
息
』
で
す
。『
御

消
息
』
と
い
う
の
は
、
京
都
か
ら
こ
の
関
東
の
門
弟
の
い
ろ
い
ろ
な
質
問
に
答
え
て
お
ら
れ
る
お
手
紙
が
沢
山
残

っ
て
お
り
ま
す
。
一
生
涯
、
亡
く
な
る
二
年
前
ま
で
克
明
に
こ
の
お
手
紙
を
書
い
て
関
東
に
送
っ
て
お
ら
れ
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
上
の
お
手
紙
で
す
。
普
通
の
手
紙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
仰
上
の
手
紙
が
沢

山
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
一
切
ま
と
め
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聞
く
た
め
に
『
真
宗
聖
典
』
の

中
の
『
御
消
息
集
』
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

徳
川
時
代
ま
で
は
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
を
中
心
に
し
て
寺
院
の
教
化
が
な
さ
れ
て
き
た
。『
御
文
』
の
お
説

教
で
す
。
報
恩
講
に
私
が
鹿
児
島
教
区
の
別
院
で
勤
ま
っ
て
お
る
の
に
参
加
し
ま
し
て
、
御
文
説
教
と
い
う
の
が
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あ
り
ま
す
。
御
文
説
教
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
僧
侶
が
一
人
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
自
分
の
安

心
の
あ
り
が
た
い
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
、肝
要
は
『
御
文
』
に
と
云
う
わ
け
で
す
。
肝
要
と
は
、大
事
な
こ
と
は
『
御

文
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
拝
読
し
ま
す
と
云
っ
て
、
法
話
が
終
わ
っ
て
か
ら
『
御
文
』
を
読
ま
れ

る
。
そ
う
い
う
御
文
説
教
と
い
う
よ
う
な
形
式
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
徳
川
時
代
は
蓮
如
上
人
の『
御

文
』
を
中
心
に
し
て
教
化
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
明
治
に
な
り
ま
し
て
、
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
だ
け
で
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
深
く
伝
え
る
と
い
う
こ

と
は
ち
ょ
っ
と
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
い
て　

親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
頂
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
聖
人

の
お
言
葉
を
頂
く
の
に
一
番
手
っ
取
り
早
い
の
は
、
お
弟
子
の
唯
円
大
徳
が
自
分
で
親
鸞
聖
人
か
ら
直
接
聞
か
れ

た
『
歎
異
抄
』
を
読
む
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
、
清
沢
満
之
先
生
が
お
感
じ
に
な
ら
れ
て
、
今
ま
で
普
通

の
人
が
読
ん
で
は
い
け
な
い
と
云
わ
れ
、
読
む
こ
と
を
留
め
置
か
れ
た
『
歎
異
抄
』
を
、
明
治
以
後
ず
っ
と
一
般

の
人
に
読
め
る
よ
う
な
き
っ
か
け
を
作
っ
て
頂
い
た
わ
け
で
す
。

今
日
も
真
宗
と
云
え
ば
『
歎
異
抄
』、
親
鸞
聖
人
と
云
え
ば
『
歎
異
抄
』、
と
こ
う
い
う
具
合
に
『
歎
異
抄
』
が

普
及
し
ま
し
て
、
多
く
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
『
歎
異
抄
』
の
心
を
述
べ
て
い
る
解
説
書
が
無
数
に
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
私
も
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
『
歎
異
抄
』
を
読
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

私
は
先
程
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
三
重
県
の
鈴
鹿
市
の
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の
生
ま
れ
た
寺
で
長

い
こ
と
お
説
教
を
障
子
垣
越
し
に
聞
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
昔
の
説
教
は
、
お
念
仏
を
し
た
者
は
、
親
鸞
聖
人
の
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教
え
を
聞
い
て
お
念
仏
し
た
者
は
、
命
終
わ
っ
た
ら
お
浄
土
に
迎
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
だ

と
歓
ば
せ
て
も
ら
う
。
お
前
を
捨
て
な
い
ぞ
と
お
浄
土
に
迎
え
摂
っ
て
い
た
だ
く
あ
り
が
た
い
も
の
だ
と
い
う
、

そ
う
い
う
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
念
仏
し
な
さ
い
、
御
念
仏
す
る
こ
と
が
御
恩
報
謝
に
な
る
。
そ
し
て
、
大
体
お

説
教
は
、
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
お
た
す
け
と
い
う
こ
と
は
、
み
な
死
後
の
問
題
と
し
て
説
か
れ
て
き
た
わ
け
で

す
。と

こ
ろ
が
、
清
沢
満
之
先
生
の
お
力
で
、
往
生
と
い
う
こ
と
は
死
後
の
問
題
で
は
な
く
て
、
我
々
苦
し
ん
で
い

る
も
の
が
生
き
て
い
る
間
に
、
苦
悩
か
ら
完
全
に
開
放
さ
れ
る
精
神
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
が
、
往
生
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
清
沢
満
之
先
生
が
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
っ
き
り
と
教
え

て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
他
力
の
救
済
。「
我
は
現
に
救
済
さ
れ
つ
つ
あ
る
を
感
ず
。」
と
い
う
お
言
葉
が
非
常

に
印
象
的
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
も
し
私
が
頂
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
、「
迷
乱
と
悶
絶
を
免
れ
ざ
れ

し
な
る
べ
し
」。
迷
乱
と
は
頭
が
混
乱
し
て
し
ま
う
。
悶
絶
と
は
悩
み
苦
し
ん
で
、
も
う
ど
う
生
き
て
い
い
の
か

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
状
態
。
生
き
る
こ
と
も
で
き
ず
、
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
真
っ
暗
闇
の
暮
ら
し
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
が
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
よ
っ
て
、

「
悟
達
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
。
我
は
実
に
此
の
念
に
よ
り
て
、
現
に
救
済
さ
れ
つ
つ
あ
る
を
感

ず
。」（『
他
力
の
救
済
』）



－ 24 －－ 25 －

こ
う
い
う
愚
か
な
私
が
救
わ
れ
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
亡
く
な
る
二
ケ
月
前
に
仰
っ
て
い
る
。
清
沢
満

之
先
生
は
、
肺
結
核
で
痰
壺
を
い
つ
も
使
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
方
で
、
今
日
の
癌
よ
り
も
も
っ
と
恐
ろ
し
い
結

核
で
あ
ら
れ
た
方
が
、
そ
う
い
う
状
態
の
中
で
、「
我
は
現
に
救
済
さ
れ
つ
つ
あ
る
を
感
ず
。」
と
い
う
非
常
に
深

い
歓
び
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
私
は
そ
の
こ
と
を
暁
烏
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
、
小
さ
い
時
に
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
ち
ょ
っ
と
は
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
程
も
ご
紹
介
の
中
で
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
丁
度
私

の
青
年
時
代
は
軍
国
主
義
の
時
代
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
西
暦
一
九
二
三
年
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
丁
度
昭
和

十
八
年
で
満
二
十
歳
、
兵
隊
に
と
ら
れ
ま
し
て
、
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
殺
し
の
世
界
に
入
ら
せ
ら
れ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

と
に
か
く
自
分
が
殺
さ
れ
な
い
前
に
人
を
殺
せ
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
戦
争
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
罪
の
深

い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
最
後
は
白
兵
戦
と
い
っ
て
、
銃
の
先
に
剣
を
付
け
て
、「
ヤ
ー
ッ
、
ヤ
ー
ッ
」
と
敵
を

突
き
殺
す
。
こ
ん
な
練
習
ば
か
り
や
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
戦
争
が
末
期
に
な
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
白
兵
戦
で

は
だ
め
だ
、
戦
車
が
や
っ
て
き
た
ら
銃
の
先
に
剣
を
付
け
た
ぐ
ら
い
で
防
げ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
皆
一
人
一

人
、
二
十
セ
ン
チ
立
方
の
箱
に
黄
色
い
火
薬
を
い
っ
ぱ
い
入
れ
て
、
そ
れ
を
抱
い
て
戦
車
の
下
に
潜
り
込
ん
で
、

導
火
線
を
引
い
て
、
我
が
身
も
ろ
と
も
に
爆
破
す
る
こ
と
で
戦
車
を
倒
さ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
、
そ
う
い
う
訓
練

ば
っ
か
り
。
命
一
つ
に
戦
車
一
台
。
そ
れ
は
飛
行
機
の
方
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
私
は
航
空
隊
で
は
あ



－ 26 －－ 27 －

り
ま
せ
ん
の
で
、
戦
車
を
倒
す
訓
練
ば
か
り
受
け
て
お
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
浅
ま
し
い
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
戦
後
悩
み
ま
し
て
、
こ
う
い
う
青
年
時
代
を
送
っ
た
私
は
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
た
ら
い
い
の
か
と
い
う

こ
と
が
、一
番
の
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
親
は
怪
我
せ
ず
に
帰
っ
て
き
て
よ
か
っ
た
と
云
っ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、

私
自
身
が
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
態
で
悩
み
続
け
ま
し
て
、
自
殺
を
思
い
ま

し
て
、
や
り
か
け
た
の
で
す
が
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
。
生
き
る
こ
と
も
で
き
ず
、
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う

な
状
態
の
時
に
、
九
州
の
福
岡
県
の
糸
田
町
か
ら
京
都
に
出
て
こ
ら
れ
た
藤
代
聰
麿
先
生
と
い
う
先
生
が
お
ら
れ

て
、「
お
前
は
曽
我
先
生
の
教
え
を
聞
か
な
け
れ
ば
た
す
か
ら
な
い
。」
と
云
わ
れ
ま
し
て
、
曽
我
先
生
の
教
え
に

遇
わ
せ
て
頂
い
て
、
ま
ず
第
一
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、『
歎
異
抄
』
の
第
一
章
な
の
で
す
。

弥み

だ陀
の
誓せ

い
が
ん願
不ふ

し

ぎ

思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も

い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂せ

っ

し

ゅ

ふ

し

ゃ

取
不
捨
の
利り

や

く益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。
弥み

だ陀
の
本
願
に

は
老ろ

う
し
ょ
う少
善ぜ

ん
あ
く悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
信
心
を
要よ

う

と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深じ

ん
じ
ゅ
う重
煩ぼ

ん
の
う悩
熾し

盛じ
ょ
う

の
衆し

ゅ
じ
ょ
う生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願が

ん

に
て
ま
し
ま
す
。（『
聖
典
』
六
二
六
頁
）

こ
う
い
う
お
言
葉
で
す
か
ら
ね
え
。
私
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
世
界
が
あ
る
の
か
と
。
以
前
に
国

語
の
教
科
書
と
し
て
『
歎
異
抄
』
を
学
習
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
深
い
内
容
と
い
う
も
の
は
全
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く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
曽
我
先
生
の
教
え
を
聞
か
せ
て
頂
い
て
、「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ

ま
い
ら
せ
て
、」
と
い
う
こ
の
最
初
の
言
葉
、
そ
れ
は
、
あ
な
た
を
救
済
し
な
け
れ
ば
私
は
仏
に
な
ら
ん
と
誓
っ

て
お
ら
れ
る
如
来
の
祈
り
に
触
れ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
っ
ぽ
け
な
自
分
で
自
分
の
心
を
ど
う
か
し
よ
う
と
い

う
よ
う
な
は
か
ら
い
を
捨
て
て
、
如
来
の
大
き
な
祈
り
に
触
れ
よ
と
い
う
大
き
な
叫
び
で
す
。
曽
我
先
生
は
、『
歎

異
抄
』
の
第
一
章
は
、『
教
行
信
証
』
で
は
『
教
巻
』
に
あ
た
る
。『
教
巻
』
は
、『
大
無
量
寿
経
』
が
真
実
教
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
お
ら
れ
る
一
巻
で
す
。
一
番
短
い
。
最
初
の
『
教
巻
』
に
あ
た
る
の
が
、『
歎

異
抄
』
の
第
一
章
で
、
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
全
体
が
こ
こ
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
か

せ
て
頂
き
ま
し
て
、
私
は
初
め
て
救
済
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
如
来
の
大
き
な
祈
り
の
中
に
目
覚
め
て
生
か
し

て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
救
済
な
の
だ
と
。
救
済
と
い
う
の
は
、
迷
っ
た
も
の
を
大
丈
夫
だ
と
仏
の
世
界
に
連

れ
て
い
っ
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
利
己
的
な
救
い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
を
た
す
け
な
け

れ
ば
私
は
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
誓
願
不
思
議
で
す
。
誓
願
不
思
議
と
い
う
の
は
、
我
々
が
頭
で
考
え
た
っ
て
考

え
及
ば
な
い
よ
う
な
、
大
き
な
深
い
如
来
の
お
慈
悲
で
す
。
お
祈
り
で
す
。
深
い
祈
り
で
す
。
そ
の
お
心
に
気
が

付
か
せ
て
頂
い
て
、
一
生
涯
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
の
深
い
意
味
を
聞
き
開
か
せ
て
頂
く
こ
と
が
自

分
自
身
の
生
き
る
道
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
頂
い
た
の
で
す
。

そ
れ
で
私
は
今
日
、
皆
様
方
に
聞
い
て
頂
く
為
に
資
料
を
作
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
御
面
倒
を
お
か
け
し
ま
し

て
た
く
さ
ん
の
印
刷
物
を
コ
ピ
ー
し
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
最
初
に
こ
れ
を
見
て
く
だ
さ
い
。
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こ
れ
は
曽
我
先
生
が
、
昭
和
三
十
一
年
、
西
暦
で
申
し
ま
す
と
一
九
五
六
年
の
一
月
二
十
一
日
に
、
ア
メ
リ
カ

の
西
海
岸
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
日
本
語
で
は
羅
府
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
別
院
で
お
書
き
に

な
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
ご
縁
で
お
書
き
に
な
っ
た
か
と
云
い
ま
す
と
、
当
時
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別

院
の
輪
番
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
、「
私
は
僧
侶
の
妻
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
真
宗
の
教
え
を
深
く
聞
か
せ
て
頂

く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
私
は
、
浄
土
真
宗
と
い
う
教
え
は
ど
う
い
う
教
え
だ
か
と
い
う
こ
と

が
全
然
わ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
も
の
に
も
わ
か
る
よ
う
に
何
か
一
筆
お
書
き
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
曽
我
先
生
に
お
願
い
さ
れ
た
ら
、
曽
我
先
生
が
こ
れ
を
書
か
れ
た
。
読
ん
で
み
ま
す
と
、

　
　

佛
様
と
は

一
、
仏
様
と
は
ど
ん
な
人
か

答　

仏
様
は
、
わ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
も
の
で
あ
る
と
名
の
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

二
、
そ
の
仏
様
は
ど
こ
に
居
ら
れ
る
か
。

わ
れ
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
じ
称
え
る
人
の
直
前
に
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

三
、
そ
ん
な
ら
そ
の
仏
を
私
達
が
念
ず
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
り
ま
す
か
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
、
一
念
疑
い
な
く
自
力
の
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
静
か
な
る
心
を
も
っ
て
、
仏
願
わ

く
は
こ
の
罪
深
き
私
を
た
す
け
ま
し
ま
せ
と
念
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。



－ 28 －－ 29 －

こ
れ
は
だ
れ
で
も
、
ど
こ
に
い
て
も
、
い
つ
で
も
、
か
な
し
い
場
合
で
も
、
う
れ
し
い
場
合
で
も
た
や

す
く
自
由
に
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
念
が
現
前
す
る
時
い
か
な
る
煩
悩
妄
念
が
襲
い
来
っ
て
も
内
心
の
平
和
は
絶
対
に
や
ぶ
れ
ま
せ

ん
。

是
を
真
の
救
済
と
申
し
ま
す
。

　
　

以
上

　

日
本
国
昭
和
三
十
一
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

於
米
国
羅
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
本
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

曽
我
量
深　
　

誌
之

こ
れ
が
、
曽
我
先
生
の
教
え
の
中
で
、
一
番
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
書
か
れ
た
、
説
き

明
か
さ
れ
た
文
章
だ
と
、
私
は
頂
い
て
お
り
ま
す
。

法
然
上
人
が
亡
く
な
る
前
に
、『
一
枚
起
請
文
』
と
い
う
も
の
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
大
体
、
法
然
上
人

は
筆
を
と
っ
て
自
分
で
著
作
を
す
る
こ
と
を
な
さ
ら
な
か
っ
た
人
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、『
選
択
本
願
念

仏
集
』
も
口
述
さ
れ
た
も
の
を
弟
子
が
聞
き
書
き
し
て
文
章
を
整
え
た
。
と
こ
ろ
が
『
一
枚
起
請
文
』
は
、
亡
く
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な
る
前
に
自
ら
筆
を
と
っ
て
お
書
き
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
『
一
枚
起
請
文
』
は
、
こ
の
『
聖

典
』
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
最
後
の
方
で
す
。
九
六
二
頁
で
す
。

　

一い
ち
ま
い枚
起き

し
ょ
う
も
ん

請
文

源げ
ん
く
う
じ
ゅ
つ

空
述

も
ろ
こ
し
（
唐
）、
我
が
ち
ょ
う
（
朝
）
に
、
も
ろ
も
ろ
の
智
者
達
の
さ
た
（
沙
汰
）
し
申
さ
る
る
観
念

の
念
に
も
非あ

ら

ず
。
又
、
学
文
（
問
）
を
し
て
念
の
心
を
悟さ

と

り
て
申
す
念
仏
に
も
非
ず
。
た
だ
、
往
生
極
楽
の

た
め
に
は
、南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
、疑

う
た
が
い

な
く
往お

う
じ
ょ
う生
す
る
ぞ
と
思お

も
い

と
り
て
申
す
外ほ

か

に
は
、別
の
子し

さ
い
（
細
）

候そ
う
ら

わ
ず
。

（『
聖
典
』
九
六
二
頁
）

こ
れ
は
古
文
で
す
の
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
難
し
い
で
す
け
れ
ど
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
は
易
し
く
受
け
止
め

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
『
一
枚
起
請
文
』
の
御
真
筆
が
、京
都
の
岡
崎
別
院
の
裏
通
り
の
浄
土
宗
の
お
寺
（
金

戒
光
明
寺
）
に
残
っ
て
い
ま
す
。
曽
我
先
生
の
こ
の
文
は
、
こ
の
『
一
枚
起
請
文
』
に
あ
た
る
よ
う
な
こ
の
易
し

い
お
言
葉
で
も
っ
て
、
真
宗
の
深
い
意
味
を
述
べ
ら
れ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
私
は
こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
、
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こ
の
念
が
現
前
す
る
時
い
か
な
る
煩
悩
妄
念
が
襲
い
来
っ
て
も
内
心
の
平
和
は
絶
対
に
や
ぶ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
先
程
、
私
が
戦
争
の
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
我
々
の
内
心
の
平
和
で
す
。
こ
れ
を
ど
う
し
た
ら
保
て

る
か
。
ど
れ
だ
け
人
か
ら
非
難
さ
れ
て
も
、
ど
れ
だ
け
お
前
は
馬
鹿
だ
と
云
わ
れ
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
に
び
く
と

も
し
な
い
で
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
云
え
る
よ
う
な
人
間
に
自
分
が
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

平
た
く
云
え
ば
で
す
。
お
前
の
よ
う
な
や
つ
は
い
な
い
。
穀
潰
し
だ
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私

は
自
分
の
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
兵
隊
に
行
っ
て
貶
さ
れ
る
だ
け
貶
さ
れ
た
。
運
動
神
経
が
鈍
い
の
で
す
か
ら
。

そ
の
運
動
神
経
の
鈍
い
も
の
を
兵
隊
に
と
っ
て
馬
に
乗
る
稽
古
を
さ
せ
る
わ
け
で
す
。
私
は
馬
な
ん
か
近
寄
る
の

も
嫌
だ
っ
た
。
そ
の
馬
を
毎
日
、
蹄
を
洗
い
、
背
中
を
こ
す
っ
て
フ
ケ
を
取
り
、
餌
を
や
っ
て
、
そ
の
馬
を
一
生

懸
命
手
入
れ
し
て
、
そ
し
て
馬
に
乗
る
わ
け
で
す
が
、
怖
く
て
そ
ん
な
に
簡
単
に
馬
に
乗
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

馬
に
乗
っ
て
一
番
い
け
な
い
こ
と
は
落
ち
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
教
官
が
、
誰
が
降
り
ろ
と
云
っ
た
か
と
。

そ
う
云
わ
れ
る
と
腹
が
立
つ
の
で
す
。
腹
立
っ
た
っ
て
怒
っ
た
顔
す
ら
で
き
な
い
。
黙
っ
て
ま
た
馬
に
乗
る
よ
り

し
ょ
う
が
な
い
。
何
を
す
る
に
つ
け
て
も
叱
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
お
前
の
よ
う
な
も
の
が
兵
隊
に
来
た

か
ら
い
か
ん
の
だ
と
し
か
ら
れ
る
。
召
集
し
て
お
い
て
、お
前
の
よ
う
な
奴
が
兵
隊
に
来
た
か
ら
だ
と
云
わ
れ
る
。

自
分
の
意
志
で
兵
隊
に
入
っ
た
志
願
兵
の
よ
う
に
云
わ
れ
、
馬
鹿
ら
し
く
な
っ
て
殴
り
返
し
て
や
ろ
う
か
と
い
う

く
ら
い
の
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
時
に
、
内
心
の
平
和
と
い
う
も
の
が
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ど
う
し
た
ら
保
て
る
か
。

つ
ま
り
、
仏
教
の
専
門
語
で
云
う
な
ら
ば
、
貪
瞋
痴
の
三
毒
の
煩
悩
。
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
の
三
毒
の
煩
悩
を

い
か
に
超
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
大
事
に
し
て
も
ら
い
た
い
、
も
っ
と
自
分
を
認
め
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
欲
望
、
そ
れ
が
反
対
に
な
れ
ば
腹
が
立
つ
の
で
す
。
そ
れ
で
三
番
目
は
、
何
で
こ
ん
な
所
に
私

は
来
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
の
か
な
、
情
け
な
い
こ
と
だ
な
あ
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
、
い
つ
も
胸
の
中
に
起
こ

っ
て
き
て
、
夜
も
眠
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
内
心
の
平
和
が
破
れ
て
い
る
証
拠
な
の
で
す
。

私
が
今
ち
ょ
っ
と
思
い
つ
き
ま
し
た
が
、『
大
乗
起
信
論
』（
伝
馬め

み
ょ
う鳴
作
）
と
い
う
有
名
な
書
物
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
『
大
乗
起
信
論
』
の
中
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

忽こ

つ

ね

ん

ね

ん

き

然
念
起　

名み
ょ
う
い為
無む

み
ょ
う明

私
の
記
憶
が
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
漢
文
で
、「
忽
然
念
起　

名
為
無
明
」
と
い

う
こ
と
は
、
突
然
そ
の
思
い
が
起
こ
っ
て
く
る
。
今
さ
っ
き
の
話
の
よ
う
に
平
和
で
な
い
心
が
起
こ
っ
て
く

る
。
そ
れ
を
名
づ
け
て
無
明
と
為
す
。
無
明
と
は
、
人
間
全
体
の
暗
さ
で
す
。
無
明
の
闇
を
破
る
と
い
う

こ
と
が
、
仏
法
の
一
番
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
で
思
わ
な
く
て
も
突
然
、
寝
て
い
る
時
で
も
、
突

然
そ
の
思
い
が
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
我
々
が
無
明
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。 
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無む
み
ょ
う明
の
闇あ

ん

を
破は

す
る
ゆ
え

　

智ち

え

こ

う

ぶ

つ

慧
光
仏
と
な
づ
け
た
り

　

一
切
諸
仏
三さ

ん
じ
ょ
う乗
衆し

ゅ

　

と
も
に
嘆た

ん

よ誉
し
た
ま
え
り　
　
（『
浄
土
和
讃
』『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
︿
第
九
首
﹀　

四
七
九
頁
下
段
）

と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
無
明
の
闇
を
破
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
用
（
は
た
ら
）
き
が
、
南
無
阿

弥
陀
仏
。
つ
ま
り
、
言
葉
に
な
っ
た
如
来
。
私
は
曽
我
先
生
か
ら
非
常
に
大
き
な
こ
と
を
教
え
て
頂
い
た
。
そ
れ

は
、
釈
尊
は
人
間
の
姿
を
と
っ
て
、
今
か
ら
二
千
数
百
年
前
に
イ
ン
ド
で
、
八
十
歳
の
一
生
を
終
え
ら
れ
て
涅
槃

に
入
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
応
化
身
で
あ
る
。
我
々
を
救
う
た
め
に
、
こ
の
人
間
世
界
に
現
わ
れ
ら
れ
た
の
が
釈
尊

で
あ
る
。
一
般
に
は
、
仏
教
は
釈
尊
か
ら
始
ま
っ
て
お
る
の
だ
と
普
通
は
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な

い
と
曽
我
先
生
は
云
わ
れ
た
。
そ
れ
は
何
か
と
云
う
と
、
釈
尊
以
前
の
仏
教
だ
と
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を

云
わ
れ
る
の
か
と
私
は
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
釈
尊
は
こ
の
世
に
出
ら
れ
る
前
に
、
釈
尊
を
し
て

釈
尊
た
ら
し
め
る
、
お
釈
迦
様
を
し
て
お
釈
迦
様
た
ら
し
め
る
、
言
葉
に
な
っ
た
如
来
が
あ
る
。
そ
れ
が
南
無
阿

弥
陀
仏
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

『
親
鸞
の
仏
教
史
観
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
普
通
の
仏
教
史
と
い
う
の
は
、
釈
尊
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
仏

教
史
。
と
こ
ろ
が
、
曽
我
先
生
は
そ
う
い
う
こ
と
を
仰
ら
な
か
っ
た
。
普
通
の
仏
教
史
は
、
学
者
が
研
究
し
て
作
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っ
た
も
の
で
、
本
当
の
仏
教
史
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
の
仏
教
史
は
何
か
と
云
っ
た
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
言
葉
に
な
っ
た
仏
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
意
味
が
、
本
願
と
し
て
展
開
し
て
、
そ
の
中

か
ら
釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
た
。
そ
う
云
わ
れ
る
け
れ
ど
、
普
通
の
学
者
は
そ
れ
を
肯
定
し
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
曽
我
量
深
師
の
勝
手
な
云
い
方
だ
と
い
う
具
合
に
思
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
大
谷
派
の
出
版
部

か
ら
『
親
鸞
の
仏
教
史
観
』
と
い
う
書
物
が
出
て
お
り
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
、
読
ん
で
み
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

私
は
そ
の
こ
と
を
聞
き
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
『
御
和
讃
』
に
、「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
」
と
い
う
和
讃
が

二
首
あ
る
の
で
す
。
最
初
は
皆
さ
ん
一
緒
に
い
つ
も
称
え
て
い
ま
す
、

弥み

だ陀
成じ

ょ
う
ぶ
つ仏
の
こ
の
か
た
は

　

い
ま
に
十じ

っ
こ
う劫
を
へ
た
ま
え
り

　

法ほ
っ

身し
ん

の
光
輪
き
わ
も
な
く

　

世せ

の
盲も

う
み
ょ
う冥
を
て
ら
す
な
り　
　
（『
浄
土
和
讃
』『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
︿
第
一
首
﹀　

四
七
九
頁
上
段
）

と
い
う
、
ど
な
た
で
も
ご
承
知
の
『
浄
土
和
讃
』
の
最
初
の
和
讃
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
も
う
一
首
あ
る
の
で
す
。

弥み

だ陀
成じ

ょ
う
ぶ
つ仏
の
こ
の
か
た
は
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い
ま
に
十じ

っ
こ
う劫
と
と
き
た
れ
ど

　

塵じ

ん

で

ん

く

お

ん

ご

う

点
久
遠
劫
よ
り
も

　

ひ
さ
し
き
仏ぶ

つ

と
み
え
た
ま
う　
　
　
　
　
　
（『
浄
土
和
讃
』『
大
経
意
』
︿
第
五
首
﹀　

四
八
三
頁
下
段
）

と
い
う
和
讃
な
の
で
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
私
は
曽
我
先
生
の
教
え
を
聞
か
せ
て
頂
い
て
、
一
般
教
学
の
方
で
仏
教
史
を
ど
う
こ
う
云
う
と
い

う
よ
り
も
、
我
々
の
信
心
の
上
か
ら
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
か
ら
仏
法
は
始
ま
っ
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ

の
和
讃
が
表
し
て
い
る
の
だ
と
気
が
付
き
ま
し
た
。「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は　

い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど

塵
点
久
遠
劫
よ
り
も　

ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
ま
う
」
と
い
う
の
は
、
塵
点
と
い
う
の
は
、
塵
の
よ
う
な
見
え
る

か
見
え
な
い
よ
う
な
こ
と
で
す
か
ら
、
我
々
が
想
像
を
絶
し
た
昔
か
ら
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
を
私
が
現
代
語

に
翻
訳
し
ま
す
と
、
人
間
が
言
葉
を
使
っ
て
、
社
会
生
活
を
始
め
た
頃
か
ら
と
私
は
了
解
し
て
お
り
ま
す
。
他
の

動
物
と
違
う
の
は
、
人
間
は
言
葉
を
使
う
。
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
社
会
生
活
を
始
め
た
の
は
何
億
年
前
か
私
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
頃
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
に
な
っ
た
如
来
が
、
我
々
の
根
本
的
な
救
済
の
用

は
た
ら 

き
を
し
て
お
ら
れ
る
仏
な
の
で
す
。
絶
対
者
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
言
葉
の
用
は
た
ら
き
と
し
て
、
一
人
一
人
の

う
ち
に
宿
っ
て
い
た
だ
く
如
来
が
、
塵
点
久
遠
劫
の
昔
か
ら
ず
ー
っ
と
我
々
の
上
に
用

は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
。
そ
の
如
来
の
用

は
た
ら
き
を
今
頂
い
て
、
私
が
煩
悩
の
障
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
世
界
を
会
得
さ
せ
て
頂
い
て
、
あ
り
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が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、
深
く
感
謝
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
こ
と
を
今
か
ら
七
百
五
十
年
も
昔
に
親
鸞

聖
人
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

「
大
行
と
は
、す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名み

な

を
称
す
る
な
り
。」
と
『
行
巻
』（
一
五
七
頁
二
行
目
）
に
あ
り
ま
す
。

単
な
る
行
で
は
な
い
。
行
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
行
為
と
い
う
こ
と
で
す
。
単
な
る
聖
道
門
的
な
純
粋
行
為
で
は

な
い
。
大
行
と
い
う
行
は
、
人
間
が
作
り
出
し
た
自
分
で
努
力
し
て
こ
の
行
を
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
行
と
は

質
が
違
っ
て
、
一
切
の
衆
生
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
救
わ
れ
な
か
っ
た
ら
私
は
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
如

来
の
大
き
な
心
が
こ
の
言
葉
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
私
は
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。

私
は
自
分
で
自
分
の
心
の
平
和
が
保
て
な
い
生
活
ば
か
り
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
相
手
を
憎
む
と
い
う
こ

と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
人
か
ら
何
か
云
わ
れ
る
と
、
自
分
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
と
反
発
す
る
。
反
発

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
云
わ
れ
る
。
云
わ
れ
れ
ば
云
わ
れ
る
ほ
ど
腹
が
立
つ
。
そ
の
腹
立
ち
の
心
を
、
自
分
で
ど
う
し

た
ら
お
さ
ま
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
お
さ
ま
ら
な
い
の
で
酒
を
飲
む
。
酒
を
飲
む
と
い
う
の
も
、
酒

の
味
を
め
で
て
飲
む
の
な
ら
趣
味
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
平
和
で
は
な
い
心
を
ど
う
し
た
ら
一
時
的
に
ご
ま

か
せ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
、
こ
れ
は
本
当
に
情
け
な
い
お
酒
の
飲
み
方
で
す
。
こ
の
頃

は
飲
酒
運
転
と
い
う
こ
と
が
も
の
す
ご
い
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
車
に
乗
ら
れ
る
方
は
、
乗
る
前
に
お

酒
を
飲
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
家
で
酒
を
飲
む
と
い
う
の
も
、
酒
が
美
味
し
い
か
ら
好
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き
で
飲
む
と
い
う
の
な
ら
い
い
が
、
自
分
の
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
思
い
を
、
一
時
的
に
ご
ま
か
す
た
め
に

酒
を
飲
む
の
だ
っ
た
ら
悲
し
い
酒
で
す
。

内
心
の
平
和
が
絶
対
に
破
れ
ま
せ
ん
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
で
な
い
世
界
で
す
。
こ
れ
を
真
の
救
済
と

申
し
ま
す
。
自
分
の
心
が
ど
ん
な
に
暗
く
な
っ
て
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
せ
ば
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
煩
悩
で
す

よ
と
。
そ
れ
は
あ
な
た
の
煩
悩
の
用

は
た
ら
き
が
今
出
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
煩
悩
の
用
は
た
ら
き
が
出
て
く
る
よ
う
な
身
に
、

あ
な
た
は
昔
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
単
な
る
今
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
こ
と

を
一
瞬
に
し
て
知
ら
せ
て
く
だ
さ
る
。
こ
れ
は
他
人
が
悪
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
。
ま
た
、
社
会
が
悪
い
、
時

代
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
煩
悩
が
、
今
私
の
中
で
私
を
暗
く
し
て
い
る
。

無む
み
ょ
う明
煩ぼ

ん
の
う悩
し
げ
く
し
て

　

塵じ
ん
じ
ゅ数
の
ご
と
く
遍へ

ん

満ま
ん

す

　

愛あ
い
ぞ
う憎
違い

じ
ゅ
ん順
す
る
こ
と
は

　

高こ

う

ぶ峯
岳が

く
さ
ん山
に
こ
と
な
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
正
像
末
和
讃
』
︿
第
七
首
﹀　

五
○
一
頁
上
段
）

と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。「
無
明
煩
悩
し
げ
く
し
て　

塵
数
の
ご
と
く
遍
満
す
」
と
は
、
数
限
り
な
い
塵
芥

の
よ
う
に
私
の
中
に
煩
悩
を
内
蔵
し
て
い
る
。
今
ま
で
可
愛
い
な
と
思
っ
て
い
て
も
、
条
件
が
悪
く
な
る
と
憎
く
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な
る
。
今
ま
で
憎
ん
で
い
た
も
の
も
、
ち
ょ
っ
と
自
分
に
と
っ
て
条
件
が
よ
く
な
る
と
可
愛
く
な
る
。
愛
憎
違
順

と
い
う
。
そ
う
い
う
心
の
激
し
い
動
き
と
い
う
も
の
が
私
の
一
生
で
あ
る
。「
高
峯
岳
山
に
こ
と
な
ら
ず
」
と
は
、

高
い
山
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
具
合
に
私
の
心
を
平
和
で
な
く
し
て
い
る
。
そ
の
平
和
で
な
い
私
の
心
を
一
瞬
に
平

和
に
し
て
い
た
だ
く
用

は
た
ら
き
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
そ
れ
が
そ
の
時
だ
け
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
一
度
そ
の

こ
と
が
自
分
に
会
得
さ
れ
る
と
、
ど
う
い
う
心
が
動
い
た
時
で
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と

申
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
来
の
願
力
、
本
願
力
が
私
の
胸
に
沁
み
透
っ
て
く
だ
さ
る
。
私
の
胸
に
如
来
の
大
悲
が

沁
み
透
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
一
言
で
表
し
て
あ
る
の
が
、
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
で
す
。
障
り

の
な
い
光
を
無
碍
の
光
と
い
う
。

こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
資
料
を
作
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』

で
す
。
皆
さ
ん
、
あ
ち
ら
に
愚
庵
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
こ
の
本
堂
が
で
き
る
前
に
、
座
談
が
さ
れ
て
い
た
愚
庵
の

御
本
尊
は
「
帰
命
盡
十
方
無
碍
光
如
来
」。
そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
御
真
筆
の
名
号
が
八
種
類
あ
る
の
で
す
。
こ

の
表
で
は
、
そ
の
八
種
類
の
う
ち
、
一
つ
が
欠
け
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
七
種
類
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
欠

け
て
い
る
の
は
、
東
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
Ａ
４
紙
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
紙
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
た
だ
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人
の
御
真
筆
の
名
号
は
、
こ
れ
と
東
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
小
さ
な
御
名
号
と
八
種
類
あ
る
。
そ
の
八
種
の
中
で
、
讃
文
の
な
い
五
番
目
と
、
そ
れ
か
ら
東
本
願
寺
に
許
さ

れ
て
あ
る
小
さ
な
南
無
阿
弥
陀
仏
を
除
い
て
、
あ
と
六
種
類
が
完
成
さ
れ
た
名
号
だ
と
い
う
こ
と
を
、
藤
島
達
朗
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先
生
が
仰
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
の
御
真
筆
の
写
真
を
集
め
た
法
蔵
館
か
ら
出
て
い
る
本
の
中

に
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
一
番
親
鸞
聖
人
が
尊
く
頂
か
れ
た
の
が
、「
帰
命
盡
十
方
無
碍
光
如
来
」。
そ

の
意
味
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。『
聖
典
』
の
五
一
八
頁
の
三
行
目
か
ら
で
す
。

　
「
帰き

み

ょ

う

じ

ん

命
尽
十じ

っ
ぽ

う方
無む

げ

こ

う

碍
光
如に

ょ

ら
い来
」
と
も
う
す
は
、
帰
命
は
南
無
な
り
。
ま
た
帰
命
と
も
う
す
は
、
如
来
の

勅ち
ょ
く
め
い命
に
し
た
が
う
こ
こ
ろ
な
り
。
尽じ

ん

十じ
っ
ぽ
う方
無む

げ

こ

う

碍
光
如に

ょ
ら
い来
と
も
う
す
は
、
す
な
わ
ち
阿あ

み

だ

弥
陀
如に

ょ
ら
い来
な
り
。
こ
の

如
来
は
光
明
な
り
。
尽じ

ん

十じ
っ
ぽ
う方
と
い
う
は
、
尽じ

ん

は
つ
く
す
と
い
う
、
こ
と
ご
と
く
と
い
う
。
十
方
世
界
を
つ
く

し
て
、
こ
と
ご
と
く
み
ち
た
ま
え
る
な
り
。
無む

げ碍
と
い
う
は
、
さ
わ
る
こ
と
な
し
と
な
り
。
さ
わ
る
こ
と
な

し
と
も
う
す
は
、
衆
生
の
煩ぼ

ん
の
う悩
悪あ

く
ご
う業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
な
り
。
光
如
来
と
も
う
す
は
、
阿あ

み

だ

ぶ

つ

弥
陀
仏
な
り
。
こ

の
如
来
は
す
な
わ
ち
不ふ

か

し

ぎ

こ

う

ぶ

つ

可
思
議
光
仏
と
も
う
す
。
こ
の
如
来
は
智ち

え慧
の
か
た
ち
な
り
。
十じ

っ

ぽ

う

み

じ

ん

せ

つ

ど

方
微
塵
刹
土
に
み

ち
た
ま
え
る
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。「
願が

ん
し
ょ
う生
安あ

ん
ら
く楽
国こ

く

」と
い
う
は
、世せ

し

ん親
菩ぼ

さ

つ薩
か
の
無む

げ

こ

う

ぶ

つ

碍
光
仏
を
称
念
し
、

信
じ
て
安
楽
国
に
う
ま
れ
ん
と
ね
が
い
た
ま
え
る
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
（『
尊
号
真
像
銘
文
』五
一
八
頁
）

こ
れ
を
読
ま
れ
た
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
我
が
身
の
中
で
ど
う
い
う
用

は
た
ら
き
を
し
て
く
だ
さ
る
か
一
遍
で
わ
か
り

ま
す
。『
教
行
信
証
』
の
言
葉
は
非
常
に
難
し
い
が
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
こ
の
お
言
葉
は
非
常
に
易
し
く
述
べ

ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
、
こ
の
八
種
類
の
名
号
を
作
ら
れ
た
中
で
、「
帰
命
盡
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
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い
う
の
が
四
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
号
の
上
と
下
に
本
願
の
文
と
か
、
あ
る
い
は
『
大
経
』
の
中
の
文
、
あ
る
い

は
世
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
の
最
初
の
お
言
葉
が
、
こ
の
上
下
に
書
か
れ
て
お
る
。
そ
れ
が
こ
れ
に
出
て
お
り
ま

す
か
ら
、
そ
れ
を
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
こ
の
「
帰
命
盡
十
方
無
碍
光
如
来
」

と
い
う
、
つ
ま
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
御
名
号
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
我
々
が
救
わ
れ
て
い
く
の
か
と
い

う
内
容
と
か
、
そ
の
道
理
が
上
と
下
に
述
べ
ら
れ
て
お
る
。
こ
れ
は
一
席
の
法
話
で
お
話
し
申
し
上
げ
る
の
は
と

て
も
難
し
い
こ
と
で
す
か
ら
、
ま
た
後
程
、
機
会
を
頂
い
た
時
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。「
帰
命
盡
十
方

無
碍
光
如
来
」
と
は
、
平
た
く
云
え
ば
、
障
り
が
あ
っ
た
も
の
が
全
く
障
り
で
な
く
な
る
精
神
生
活
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
用

は
た
ら
き
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。

そ
れ
で
私
は
、『
歎
異
抄
』
第
七
章
（
六
二
九
頁
）
の
お
言
葉
を
非
常
に
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。「
念

仏
者
は
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
「
念
仏
は
」
と
読
む
の
が
正
し
い
の
だ
と
い
わ
れ
る
説
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
国
文
学
者
が
云
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
別
に
そ
う
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書
い
て

あ
る
通
り
に
読
ん
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

一 　

念
仏
者
は
、
無む

げ碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天て

ん
じ
ん神
地じ

ぎ祇
も

敬き
ょ
う
ぶ
く伏
し
、
魔ま

界か
い

外げ

ど

う道
も
障し

ょ
う
げ碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
も
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ

こ
と
な
き
ゆ
え
に
、
無む

げ碍
の
一
道
な
り
と
云
々 

（『
聖
典
』　

六
二
九
頁
）
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つ
ま
り
、
念
仏
道
と
い
う
の
は
、
全
く
障
り
に
な
ら
な
い
生
き
方
が
で
き
る
道
で
あ
る
。
自
分
の
内
心
の
煩
悩

を
は
じ
め
と
し
て
、
外
か
ら
私
を
誘
惑
す
る
も
の
や
ら
、
私
を
引
き
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
や
ら
、
私
は
煩
悩
に

よ
る
祈
り
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
に
引
っ
か
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
こ

れ
は
、「
帰
命
盡
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
用

は
た
ら
き
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
あ
る
の
が
、『
歎
異
抄
』
の
第
七
章

で
す
。

し
ば
ら
く
休
憩
を
頂
き
ま
す
。
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〈
休
　
憩
〉

そ
れ
で
は
、
も
う
し
ば
ら
く
聞
い
て
頂
き
ま
す
。
先
程
、
無
碍
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
碍
と
い
う

の
は
障
り
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
障
り
も
色
々
あ
り
ま
し
て
、
自
分
の
内
側
の
煩
悩
の
障
り
と
い
う
の
が
、
一
番

こ
れ
が
問
題
な
の
で
す
。
煩
悩
障
と
申
し
ま
す
。
煩
悩
に
よ
っ
て
言
動
す
る
。
た
と
え
ば
、
人
に
お
世
辞
を
云
っ

た
り
、悪
口
を
云
っ
た
り
、そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
ず
知
ら
ず
し
て
い
る
。
そ
れ
を
業
障
と
申
し
ま
す
。
身
・

口
・
意
の
三
業
と
い
う
の
は
、
我
々
の
言
動
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
報
障
と
い
っ
て
、
業
の
報
い
に
障

り
が
出
て
来
る
。
煩
悩
障
・
業
障
・
報
障
と
い
う
こ
と
を
善
導
大
師
が
仰
ら
れ
る
の
で
す
が
、
と
に
か
く
、
障
り

が
い
っ
ぱ
い
あ
る
中
で
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
具
合
に
、
う
ま
い
具
合
に
処
理
し
て
、
我
々
が
明
る
く
生
き
る
か
と

い
つ
も
考
え
て
い
る
。
考
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
真
実
の
教
え
に
遇
わ
な
い
と
障
り
が
ほ
ど
け
る
時
が

な
い
。

蓮
如
上
人
は
、
仏
（
ほ
と
け
）
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
る
が
、
親
鸞
聖
人
は
仏
（
ほ
と
け
）
と
い
う
言
葉

を
お
使
い
に
な
ら
な
い
。
親
鸞
聖
人
は
仏
（
ぶ
つ
）
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、（
ほ
と
け
）

と
い
う
訓
は
（
ほ
と
お
り
け
）
と
い
う
疫
病
神
と
い
う
意
味
を
昔
も
っ
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
言
葉
は
使
わ
な

い
と
い
う
の
が
親
鸞
聖
人
の
お
心
の
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
時
代
が
変
わ
っ
て
、蓮
如
上
人
は
そ
う
い
う
こ
と
は
問
題
に
し
な
い
で
、仏
（
ほ
と
け
）
と
い
う
の
は
、
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ほ
ど
け
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
と
上
人
は
解
し
て
お
ら
れ
る
。
ほ
ど
け
る
と
は
、
障
り
に
な
っ
た
も
の
が
障

り
に
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
世
界
を
我
々
に
付
与
し
て
く
だ
さ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
我
々
の
信
心
と
な

っ
て
、
私
の
こ
の
愚
か
な
身
の
内
で
、
呼
び
覚
ま
す
用

は
た
ら
き
を
い
つ
も
起
こ
し
て
く
だ
さ
る
。
つ
ま
り
、
召
喚
の
勅

命
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
が
私
の
信
心
と
な
っ
て
、
私
に
浄
土
を
願
え
と
叫
ん
で

お
ら
れ
る
、
そ
れ
が
聞
こ
え
た
時
の
こ
と
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
こ
と
は
、
た
だ
発
声
す
る
と
か
、
発
音

す
る
と
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
を
馮
（
た
の
）
め
、我
を
依
り
処
に
し
て
浄
土
を
願
え
、そ
の
叫
び
が
、つ
ま
り
、

二
河
白
道
で
云
っ
た
ら
、
西
岸
上
の
声
が
私
の
内
側
に
用

は
た
ら
い
て
、
い
つ
も
自
分
の
障
り
が
解
け
て
い
く
。
そ
う
い

う
こ
と
を
蓮
如
上
人
は
ほ
ど
け
る
と
云
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、『
歎
異
抄
』
の
第

七
章
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
曽
我
先
生
か
ら
聞
か
せ
て
頂
い
た
話
な
の
で
す
が
、『
歎
異
抄
』
が
尊
い
と
こ
ろ
は
口
伝
だ
と
云
う
。

口
伝
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
仰
ら
れ
た
こ
と
を
弟
子
が
直
接
聞
か
せ
て
頂
い
た
。
そ
れ
が
耳
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
、

自
分
の
記
憶
の
中
に
留
ま
る
と
こ
ろ
を
書
い
た
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
は
人
を
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
こ
う

云
っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
計
ら
い
は
全
く
な
い
。
ぱ
っ
と
聞
か
せ
て
頂
い
た
大
事
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ

け
で
す
。
唯
円
大
徳
が
師
訓
十
ケ
章
を
前
に
だ
し
て
、
後
に
異
議
八
ケ
章
を
だ
し
、
最
後
の
後
序
の
中
に
ま
た
親

鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
入
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
師
訓
十
ケ
章
の
第
七
章
に
、
先
程
読
み
ま
し
た
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
。」、
そ
の
最
初
の
「
天
神
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地
祇
も
敬
伏
し
」
と
い
う
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
言
葉
が
難
し
く
て
わ
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
天
の
神
様
、
地
の

神
様
が
、
信
心
の
人
に
、
あ
な
た
は
結
構
な
精
神
を
会
得
せ
ら
れ
ま
し
た
と
、
神
様
の
方
が
頭
を
下
げ
て
我
々
を

敬
わ
れ
る
。
言
葉
通
り
に
云
っ
た
ら
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
徳
川
時
代
の
学
者
は
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
神

様
の
こ
と
だ
と
い
う
具
合
に
講
釈
し
て
い
る
方
も
い
る
わ
け
で
す
が
、
私
は
自
分
勝
手
な
解
釈
か
知
り
ま
せ
ん

が
、
民
族
信
仰
で
す
。
民
族
は
日
本
民
族
の
民
族
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
民
俗
は
、
民
と
い
う
字
の
下
に

世
俗
の
俗
を
書
い
て
、
蛇
を
信
じ
た
り
、
な
に
か
動
物
に
神
格
を
与
え
て
信
ず
る
よ
う
な
民
俗
信
仰
で
す
。
こ
の

両
方
の
信
仰
に
引
っ
か
か
ら
な
い
。
も
っ
と
具
体
的
に
云
え
ば
、
日
本
の
民
族
信
仰
は
、
神
社
の
信
仰
で
す
。
神

社
の
前
に
行
き
ま
す
と
、『
厄
払
い
』
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
交
通
事
故
が
な
い
よ
う
に
と
自
動
車

の
前
で
お
祓
い
を
し
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
神
様
に
特
別
の
力
が
あ
っ
て
、
祈
り
を
し
た
者
に
特
別
な
奇
跡
が
あ

る
と
い
う
よ
う
な
信
仰
で
す
。
要
す
る
に
奇
跡
信
仰
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
に
引
っ
か
か
ら
な
い
。「
天
神
地
祇

も
敬
伏
し
」
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
三
重
県
の
生
ま
れ
で
す
が
、
三
重
県
の
真
宗
門
徒
は
高
田
派
が
多
い
で
す
。
高
田
派
の
本
山
が
津
の
一
身

田
と
い
う
所
に
あ
り
ま
す
の
で
、
南
部
の
方
は
高
田
派
の
ご
門
徒
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
伊
勢
市
に
伊
勢

神
宮
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
の
方
の
民
族
信
仰
も
な
か
な
か
で
あ
り
ま
し
て
、
何
処
の
家
に
も
神
棚

が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
普
通
は
、
今
の
若
い
人
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
私
ぐ
ら
い
の
年
の
も
の
は
、
ま
ず

朝
起
き
た
ら
神
棚
の
と
こ
ろ
に
お
礼
を
し
て
、
二
礼
二
拍
し
て
、
そ
れ
で
仏
壇
は
自
分
の
お
内
仏
な
ん
だ
け
れ
ど
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も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ご
本
尊
と
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
で
、
自
分
の
ご
先
祖
が
お
ら
れ
る
と
こ
ろ

だ
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
し
て
お
参
り
を
す
る
と
い
う
の
が
、
大
体
普
通
の
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
私
は

大
き
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
寺
に
は
神
棚
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
の
家
に
は
必
ず
神
棚
が
あ
る
。
そ
れ

で
、
あ
る
僧
侶
が
神
棚
を
降
ろ
す
運
動
を
し
だ
し
た
ら
、
神
職
の
方
が
び
っ
く
り
し
て
、
仏
壇
の
横
に
ス
ペ
ー
ス

が
空
い
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
神
棚
を
安
置
す
る
運
動
を
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
な
か
な
か
民
族
信
仰
か
ら

解
放
さ
れ
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
神
棚
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
よ
り
も
、
な
に
か
奇
跡
信
仰
。
神
を
信
じ
て
奇

跡
を
願
う
と
い
う
信
仰
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
難
し
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
奇
跡
を
期

待
す
る
よ
う
な
我
々
の
心
は
煩
悩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
わ
か
ら
せ
て
頂
く
。
ま
た
、
他
の
宗
教
と
仏
教

と
違
う
と
こ
ろ
は
、
仏
教
は
絶
対
者
を
た
て
な
い
の
で
す
。
仏
教
の
言
葉
で
絶
対
者
の
こ
と
を
尊そ

ん
ゆ
う祐
と
云
う
が
、

そ
れ
を
た
て
な
い
。
絶
対
者
の
力
に
よ
っ
て
、
奇
跡
を
も
ら
う
よ
う
な
信
仰
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
な
ぜ
解
放
さ
れ

る
か
と
い
う
と
、
法
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
が
仏
法
の
根
本
で
あ
る
か
ら
で
す
。

法
と
い
う
の
は
、
ダ
ー
ル
マ
、
真
如
、
真
実
の
道
理
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
が
仏
教
の
中
心
で
あ
る
。
真
如
。
そ

の
真
如
と
い
う
こ
と
が
、
言
葉
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
我
々
に
真
如
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
考
え
て
、
そ
れ

に
ま
た
迷
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
真
如
が
言
葉
に
な
っ
た
の
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
、

誰
で
も
、
何
処
で
も
、
い
つ
で
も
、
ど
ん
な
心
で
も
、
称
え
ら
れ
る
言
葉
に
な
っ
て
、
真
実
の
道
理
が
私
を
呼
び

覚
ま
し
、
私
を
目
覚
ま
し
て
く
だ
さ
る
そ
の
用

は
た
ら
き
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
そ
の
用
は
た
ら
き
が
、
無
碍
と
い
う
こ
と



－ 46 －－ 47 －

で
す
。
障
り
が
な
く
な
る
。
障
り
が
翻
る
。
転
と
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
ご
承
知
で
し
ょ
う
。
転
と
い
う
の
は
、
自

転
車
の
転
で
す
。
上
に
あ
っ
た
も
の
が
下
に
く
る
。
下
に
あ
っ
た
も
の
が
上
に
く
る
。
つ
ま
り
、
翻
る
。
一
般
仏

教
で
云
っ
た
ら
、
転て

ん

ね依
と
い
う
。

平
た
く
例
え
て
申
し
ま
し
た
ら
、
今
丁
度
時
期
で
す
が
、
渋
柿
の
皮
を
剥
い
て
干
し
て
お
け
ば
、
い
つ
の
間
に

か
甘
く
な
る
。
渋
を
抜
い
て
甘
く
し
た
の
で
は
な
く
て
、
渋
そ
の
も
の
が
甘
く
変
わ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
を
転
と
い
う
。

我
々
の
煩
悩
が
菩
提
の
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
転
依
と
い
う
こ
と
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
用

は
た
ら
き

に
よ
っ
て
、
我
々
の
煩
悩
が
転
じ
て
さ
と
り
と
な
る
。
煩
悩
は
自
分
の
力
で
無
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
自
力

聖
道
門
の
教
え
で
す
。
と
こ
ろ
が
浄
土
真
宗
は
、
自
分
の
力
で
自
分
の
煩
悩
を
無
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
で
き
な
い
よ
う
な
私
た
ち
が
、南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
の
用

は
た
ら
き
を
頂
く
。
つ
ま
り
、

本
願
に
感
応
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
の
用

は
た
ら
き
を
頂
く
と
い
う
の
は
、
抽
象
的
で
わ
か
り

に
く
い
で
す
が
、
あ
な
た
を
た
す
け
ね
ば
私
が
仏
に
な
ら
な
い
と
誓
わ
れ
て
お
る
大
慈
悲
の
本
願
は
、
私
の
た
め

に
起
こ
さ
れ
た
本
願
だ
と
深
く
頂
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
ご
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
た
め
に

起
こ
さ
れ
た
本
願
で
あ
る
と
頂
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
時
が
来
て
、
師
匠
の
教
え
に
よ
っ
て
、
そ
の

こ
と
が
頷
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
煩
悩
が
そ
の
ま
ま
翻
っ
て
菩
提
の
資
糧
に
な
る
。

そ
こ
に
先
程
具
体
的
に
申
し
ま
し
た
、
情
け
な
い
心
や
ら
、
人
に
叱
ら
れ
た
り
、
悪
く
云
わ
れ
た
り
し
て
腹
が
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立
つ
そ
の
煩
悩
の
中
に
、「
貪
瞋
煩
悩
の
中
に
よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生
ず
る
」
と
善
導
大
師
が
云
わ
れ
ま
す
。

二
河
白
道
の
喩
の
中
に
、
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

貪
瞋
煩
悩
中　

能
生
清
浄
願
往
生
心

善
導
大
師
の
お
言
葉
で
す
。
一
般
の
読
み
は
、「
貪
瞋
煩
悩
の
中
に
、よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生
ず
る
に
喩
う
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
信
巻
』
の
最
初
の
方
で
す
。
二
二
〇
頁
の
後
ろ
か
ら
三
行
目
、

「
中
間
の
白

び
ゃ
く

道ど
う

四し

ご

す

ん

五
寸
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
衆し

ゅ
じ
ょ
う生
の
貪と

ん
じ
ん瞋
煩ぼ

ん
の
う悩
の
中
に
、
よ
く
清

し
ょ
う
じ
ょ
う浄
願が

ん

往お
う
じ
ょ
う生
の
心
を
生

ぜ
し
む
る
に
喩
う
る
な
り
。（『
教
行
信
証
』『
信
巻
』　

二
二
〇
頁
）

こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
で
す
。「
生
ず
る
に
喩
う
る
」
の
が
普
通
の
読
み
方
で
す
。「
生
ぜ
し
む
る
」
と
読

ま
れ
る
の
が
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
で
す
。「
能
」
と
い
う
字
は
大
変
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
『
聖
典
』

は
「
よ
く
」
と
仮
名
で
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
能
と
い
う
の
は
、
他
力
を
表
す
と
私
は
思
う
。「
能
生
清
浄
願
往

生
心
」。
人
間
の
で
き
な
い
こ
と
を
他
力
不
思
議
に
よ
っ
て
、
私
に
可
能
に
な
ら
せ
て
頂
く
。
そ
こ
で
す
。

「
他
力
不
思
議
に
い
り
ぬ
れ
ば　

義
な
き
を
義
と
す
と
信
知
せ
り
」（『
正
像
末
和
讃
』
︿
第
五
四
首
﹀
五
○
五
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頁
）
と
。
我
々
人
間
の
理
屈
は
立
て
る
必
要
は
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
一
言
申
せ
ば
、
我
々
の
障
り
が
全
て
転

じ
て
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
い
う
心
に
な
る
。
つ
ま
り
、
欲
生
我
国
と
い
う
こ
と
で
す
。「
至
心
信
楽

欲
生
我
国
」。
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
、
死
ん
で
か
ら
先
の
こ
と
に
し
て
い
る
よ
う
な
了
解
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

こ
れ
は
。「
現
に
救
済
さ
れ
つ
つ
あ
る
を
感
ず
。」
ど
う
い
う
煩
悩
が
生
じ
て
も
、
そ
の
煩
悩
を
転
じ
て
、
浄
土
を

願
う
心
に
な
ら
せ
て
頂
く
。
こ
う
い
う
世
界
で
す
。
私
は
こ
の
教
え
に
遇
わ
な
か
っ
た
な
ら
、
も
う
と
っ
く
の
昔

に
頭
が
お
か
し
く
な
っ
た
か
、
自
殺
し
て
お
っ
た
か
で
し
ょ
う
。　

そ
れ
で
最
初
に
申
し
ま
し
た
、「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り

と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め

た
ま
う
な
り
。」（
六
二
六
頁
五
行
目
）、
光
の
中
に
お
さ
め
と
ら
れ
て
い
る
私
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
闇
が

起
こ
る
た
び
ご
と
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
用

は
た
ら
い
て
、
私
が
今
、
如
来
の
光
明
の
中
に
お
さ
め
と
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
感
じ
と
ら
せ
て
頂
く
。
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
で
す
。
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り

と
。
ご
利
益
と
は
仏
教
語
で
す
け
れ
ど
、
普
通
は
利
益
（
り
え
き
）
と
は
、
お
金
が
儲
か
る
利
益
で
す
。
同
じ
字

を
使
っ
て
、
利
益
（
り
や
く
）
と
読
み
ま
す
。『
大
無
量
寿
経
』
の
最
後
の
方
（
八
六
頁
六
行
目
）
に
、
弥
勒
菩

薩
に
対
し
て
念
仏
を
称
え
る
と
大
利
を
得
る
と
教
え
て
あ
る
。
大
利
と
は
大
き
な
利
。
大
利
益
と
は
い
っ
た
い
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
、
煩
悩
が
転
じ
て
菩
提
の
資
糧
と
な
る
こ
と
が
大
利
益
で
す
。
今
さ
と
っ
た
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
が
、
自
分
は
さ
と
り
を
得
る
世
界
を
会
得
さ
せ
て
頂
い
た
。
現
生
不
退
と
い
う
こ
と
で
す
。
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現
に
救
済
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
無
碍
の
一
道
だ
と
い
う
こ
と
が
、
曽
我
先
生
の
教
え
に
遇
っ
て
か
ら
で
す
か
ら
、
六
〇
年
位
で
す
が
、

約
六
〇
年
か
か
っ
て
、
や
っ
と
わ
か
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
お
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
が
、
長
い
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
。
や
が
て
命
終
わ
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
無
量
寿
と
い
う
こ
と
は
、私
の
命
は
限
り
あ
る
け
れ
ど
も
、

本
願
の
大
き
な
用

は
た
ら
き
は
限
り
が
な
い
。
私
の
命
が
終
わ
っ
て
も
、
私
は
こ
の
は
か
り
知
れ
な
い
南
無
阿
弥
陀
仏
の

命
の
中
に
お
さ
め
と
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
頷
け
て
、
命
終
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

煩
悩
で
考
え
た
ら
死
ぬ
こ
と
が
一
番
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
今
動
い
て
い
た
身
体
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
焼

か
れ
て
し
ま
う
。
本
当
に
こ
ん
な
情
け
な
い
こ
と
は
な
い
。
一
生
何
の
た
め
に
生
き
て
き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

最
後
は
、
な
に
も
か
も
自
分
の
も
の
と
平
素
思
っ
て
い
て
も
、
自
分
か
ら
は
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
身
体
も
焼

か
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
思
う
と
、
こ
れ
ほ
ど
情
け
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
煩
悩
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
無
量
寿
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
中
で
頂
い
て
お
り
ま
す
と
、
帰
命
無
量
寿
如
来
、
無

量
寿
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
用

は
た
ら
き
が
は
か
り
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
寿
命
と
い
う
こ
と

は
、
我
々
が
云
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
寿
命
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
の
で
す
。
こ
れ
は
ね
。
子
供
が
生
き
て
い
る
カ

メ
を
買
っ
て
き
て
飼
っ
て
い
て
、
カ
メ
が
死
ん
だ
ら
、
電
池
が
切
れ
た
と
云
っ
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
で
す
。
我
々
の
身
体
の
命
は
有
限
な
る
も
の
で
、
い
つ
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
悲
し
み
悩
む
心

が
す
べ
て
翻
っ
て
、
そ
し
て
、
無
量
寿
と
い
う
世
界
は
、
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
命
。
本
願
の
大
き
な
お
用

は
た
ら
き
の
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中
に
、
私
は
帰
命
さ
せ
て
頂
く
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。

も
う
時
間
が
来
ま
し
た
。
三
時
で
終
わ
り
ま
す
。
三
○
分
間
、
質
疑
応
答
の
時
間
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
ま
だ
話
す
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
今
日
は
こ
れ
く
ら
い
で
終

わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
引
き
続
い
て
、
ご
質
疑
を
頂
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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〈
座
　
談
〉

（
司
会
）　

先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
質
疑
応
答
の
時
間
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
お
聞
き
に
な

り
た
い
こ
と
、
あ
る
い
は
今
日
の
お
話
だ
け
で
は
な
く
、
日
頃
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
も
結
構

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
手
を
挙
げ
て
お
訊
ね
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
い
か
が
で
す
か
。

（
淡
海
）　

い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に
こ
の
一
年
が
早
か
っ
た
と
い
う
思
い
が
し
て
お
り
ま
す
。

去
年
、
こ
の
席
で
先
生
の
お
話
を
報
恩
講
と
し
て
聞
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
私
に
と
っ
て
楽
し
み
で

あ
り
、
ま
た
、
今
年
こ
う
い
う
風
に
報
恩
講
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
お

り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
、
先
生
の
方
か
ら
曽
我
先
生
の
お
言
葉
の
コ
ピ
ー
を
頂
き
ま
し
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
私
に
は
こ
れ
が
一
番
分
か
り
や
す
い
も
の
だ
と
い
う
表
現
で
先
生
が
ご
説
明
く
だ
さ
っ
た
の
で
す

け
れ
ど
、
三
番
目
の
と
こ
ろ
に
、「
自
力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
」
と
い
う
文
章
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私

自
身
は
自
力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
で
、
ど
う
し
て
も
、
例
え
ば
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
い
う
時
に
も
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
は
か
ら
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
人
間
の
姿
で
す
よ
ね
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
こ
に
曽
我
先
生
が
、「
自

力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
の
が
、
ち
ょ
っ
と
不
思
議
に
思
っ
た
の
で
す
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が
。
阿
弥
陀
経
の
部
分
で
云
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
一
心
不
乱
に
念
仏
申
せ
と
い
う
所
の
部
分
で

申
さ
れ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
曽
我
先
生
の
言
葉
が
、
私
に
は
こ
こ
が
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
も

の
で
す
か
ら
、
い
か
が
か
と
思
い
ま
し
て
。

（
先
生
）　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
、
一
念
疑
い
な
く
自
力
の
は
か
ら
い
を
す
て
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
『
大

無
量
寿
経
』
の
後
の
方
に
『
顕
開
智
慧
段
』
と
い
う
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
で
我
々
が
善
悪

の
世
界
に
囚
わ
れ
て
、
自
分
の
心
を
善
く
し
て
念
仏
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
悪
い
心
で
念
仏
を
称
え

て
も
功
徳
が
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
妄
念
を
お
こ
す
。

と
こ
ろ
が
、
念
仏
は
ど
う
い
う
心
が
起
こ
っ
て
も
、
ど
ん
な
醜
い
心
が
お
こ
っ
て
も
、
そ
れ
が
ご
縁
で

南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
さ
せ
ら
れ
て
お
る
の
だ
と
気
が
付
か
せ
て
も
ら
う
の
で
す
。
我
々
は
、
ど
う
し

て
も
善
悪
の
世
界
か
ら
自
分
の
力
で
抜
け
出
ら
れ
な
い
の
で
す
。
動
物
の
生
活
に
は
善
悪
は
な
い
の
で

す
が
、
と
こ
ろ
が
我
々
人
間
は
社
会
生
活
す
る
上
に
善
悪
を
立
て
な
く
て
は
生
き
て
い
け
な
い
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
う
い
う
習
慣
が
こ
の
信
心
の
世
界
に
ま
で
入
っ
て
き
て
、
善
い
心
で
念
仏
す
れ
ば
功
徳
が

あ
る
、
悪
い
心
で
念
仏
す
れ
ば
功
徳
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
前
の
功
徳
が
消
え
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
よ

う
な
、
そ
う
い
う
心
で
お
念
仏
申
し
て
も
た
す
か
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
か
な
る
心
が
起
こ
っ
て
も
、
悪
い
心
が
起
こ
っ
て
も
、
善
い
心
が
起
こ
っ
て
も
、
善
悪
の
心
が
起
こ

る
の
は
宿
業
の
果
と
し
て
善
悪
の
心
が
起
こ
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
仏
が
ち
ゃ
ん
と
し
ら
し
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め
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
善
い
心
が
起
こ
ろ
う
と
、
悪
い
心
が
起
こ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
か
け
が
え
の
な

い
ご
縁
と
し
て
念
仏
申
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
と
、
私
は
そ
う
了
解
し
て
お
り
ま
す
。

（
淡
海
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
煩
悩
が
あ
る
ま
ま
に
そ
れ
が
浄

土
に
往
く
た
め
の
ひ
と
つ
の
種
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
が
そ
こ
に
あ
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
先
生
）　

そ
う
で
す
、
願
生
浄
土
と
い
う
こ
と
。「
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て

不
退
転
に
住
す
。」
と
い
う
こ
と
が
、
本
願
成
就
の
文
（『
聖
典
』
四
四
頁
八
行
目
）
に
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
我
々
一
人
一
人
が
こ
の
世
の
幸
せ
、
つ
ま
り
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
少
し
で

も
増
え
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
幸
福
追
求
の
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
い
つ
も
そ
れ
が

裏
切
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
思
い
で
困
っ
て
い
る
。
そ
の
私
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
か
げ
で
、
か
の

国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
仏
の
大
き
な
お
力
で
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う

と
い
う
こ
と
で
す
。

本
願
の
お
言
葉
で
云
え
ば
、
欲
生
我
国
で
す
。
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
光
明

の
世
界
を
生
き
る
よ
う
に
し
な
さ
い
と
。
こ
の
世
の
幸
福
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
縁
次
第
で
変
転
し
て

い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
追
及
し
て
い
て
も
、
得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ま
た
失
わ
れ
る
こ
と
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も
あ
る
。
そ
う
い
う
幸
福
を
自
分
の
力
で
追
及
す
る
と
い
う
こ
と
の
愚
か
さ
に
気
が
付
い
て
、
浄
土
を

願
い
な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
、如
来
か
ら
我
々
に
い
つ
も
示
さ
れ
て
い
る
。
欲
生
我
国
と
い
う
こ
と
は
、

如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
（『
教
行
信
証
』『
信
巻
』
二
三
二
頁
八
行
目
）。
如

来
の
本
願
が
私
を
呼
び
覚
ま
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
の
御
心
に
い
つ
も
気
が
付
い
て
、
浄
土
を
願

い
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
真
宗
の
有
り
難
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
曽
我
先
生
よ
り
、
こ
の
本
願
の
三
心
は
、
欲
生
に
始
ま
り
欲
生
に
終
わ
る
と
い
う
具
合
に
教
え
て

頂
き
ま
し
て
、
こ
こ
が
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
私
は
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

（
司
会
）　

他
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

（
岡
田
）　

先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
報
恩
の
気
持
ち
を
一
言
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

生
き
て
い
ま
す
と
人
の
道
と
し
て
辛
く
悲
し
い
切
な
い
苦
労
が
あ
り
ま
す
。
救
わ
れ
る
は
ず
の
な
い
こ

の
罪
深
い
私
が
、
欲
と
妬
み
の
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
私
が
光
明
の
世
界
を
頂
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

先
生
に
お
遇
い
で
き
ま
し
て
、
仏
の
救
済
を
教
え
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
の
歓
び
で
ご

ざ
い
ま
す
。

ま
た
、「
世
の
中
に　

あ
だ
に
悲
し
き
身
を
知
れ
と　

教
え
て
帰
る
子
は　

善
知
識
か
な
」
と
、
和
泉

式
部
が
詩
を
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
私
も
、
若
く
し
て
浄
土
に
還
り
ま
し
た
息
子
を
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還
相
回
向
と
頂
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
無
死
へ
の
最
高
の
も
の
だ
と
、
私
は
、
先
生
並
び
に
息
子
を
仰

い
で
頂
い
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
、
ま
た
ず
っ
と
聴
聞
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
先
生
）　

私
個
人
の
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
私
の
姉
は
、
私
が
生
ま
れ
る
前
に
赤
ん
坊
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

私
の
弟
は
、
二
十
一
歳
ま
で
生
き
て
い
た
の
で
す
が
、
戦
後
の
酷
い
食
糧
難
の
事
情
の
時
に
、
栄
養
が

取
れ
ず
に
結
核
で
若
い
命
を
落
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
後
に
、二
人
男
の
子
が
い
た
の
で
す
が
、

そ
れ
が
皆
、
三
つ
と
か
五
つ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
し
ま
し
て
、
私
が
一
人
残
っ
て
お
る
よ
う
な
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

姉
の
こ
と
は
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
私
が
生
ま
れ
る
先
に
亡
く
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ

の
弟
の
こ
と
は
様
々
思
い
ま
し
て
、
あ
の
子
が
生
き
て
い
れ
ば
い
く
つ
だ
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
夢

に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
八
十
八
に
な
り
ま
す
と
、
余
命
僅
か
だ
と
思
い
ま
し
て
で
す
ね
、
そ

の
こ
と
が
重
な
っ
て
何
か
こ
う
、
云
う
に
云
わ
れ
ぬ
寂
し
い
思
い
を
起
こ
す
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

れ
は
夢
の
中
で
出
て
ま
い
り
ま
し
た
り
、
夜
中
に
目
を
覚
め
て
眠
れ
な
い
時
に
妄
念
が
起
こ
る
よ
う
な

形
で
出
て
ま
い
り
ま
し
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
私
は
、
こ
の
教
え
に
遇
わ
せ
て
頂
い
て
、
念
仏

申
せ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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ち
ょ
っ
と
話
が
変
わ
り
ま
す
が
、
九
月
の
十
六
日
に
、
新
宿
の
北
川
さ
ん
が
九
十
六
歳
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。
そ
の
方
は
一
生
涯
、
非
常
に
仏
縁
の
深
い
生
活
を
さ
れ
て
、
私
が
十
数
年
間
か
ら
、
毎
月
例
会

に
お
邪
魔
し
て
、
ご
一
緒
し
て
『
聖
典
』
を
読
ん
で
参
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
北
川
さ
ん
が
、
昨
年
の

十
一
月
に
お
会
い
し
て
、
そ
の
後
は
お
会
い
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
急
に
老
衰
が
進
み
、
病
気
が
進
ん

で
、
九
十
六
歳
で
九
月
十
六
日
に
亡
く
な
っ
て
、
そ
の
方
の
お
悔
み
に
参
り
ま
し
た
ら
、
ご
挨
拶
状
が

印
刷
さ
れ
て
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
ご
挨
拶
状
は
普
通
で
し
た
ら
、
遺
族
が
会
葬
の
お
礼
と
し
て
の
ご
挨

拶
状
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
ご
自
身
が
書
い
て
お
ら
れ
る
ご
挨
拶
状
で
あ
っ
て
、
私
は
自
分
の
妻
と
か

子
供
を
亡
く
し
ま
し
て
、
諸
行
無
常
と
い
う
こ
と
を
深
く
感
じ
と
ら
せ
て
頂
い
て
、
真
宗
の
教
え
を
聞

か
せ
て
頂
く
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
信
念
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
、
と
い
う
よ
う
な
感
謝
の
言
葉
が
こ
の
ご
挨
拶
状
に
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
会
葬
の
ご

挨
拶
は
珍
し
い
。
私
は
、
そ
れ
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
で
す
ね
、
お
前
は
こ
う
い
う
は
っ
き
り
と
し
た

信
心
の
人
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
再
び
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
て
、
そ
の
こ
と

を
思
い
出
し
ま
し
て
、
今
、
岡
田
さ
ん
の
話
を
承
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
が
親
鸞
聖
人
の
言
葉
か
ら
、「
聞
思
し
て
知
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
」（『
教
行
信
証
（
総
序
）』
一
五
○

頁
二
行
目
）
と
い
う
言
葉
が
『
総
序
』
の
中
に
あ
り
ま
し
て
、
信
心
が
留
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
ん

ど
ん
深
ま
っ
て
い
く
。
こ
れ
で
わ
か
っ
た
の
だ
、こ
れ
で
お
し
ま
い
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
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南
無
阿
弥
陀
仏
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
自
分
の
身
に
振
り

当
て
て
、
深
く
頂
い
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
生
の
課
題
だ
と
い
う
こ
と
を
思
わ
せ
て
頂
い
て
お

り
ま
す
。
以
上
で
す
。

（
司
会
）　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
他
に
ご
ざ
い
ま
す
か
。

（
江
島
）　

仏
教
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
お
釈
迦
様
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
今
日
の
お
話
で
し
た
。
仏
教
は
絶
対
者
を
た
て
ず
に
法
を
た
て
る
。
そ
の

真
如
が
言
葉
に
な
っ
た
も
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
は
、
大
乗
仏
教
が
出
て

き
た
時
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
言
葉
と
し
て
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
先
生
）　

一
般
の
仏
教
史
で
申
し
ま
す
と
で
す
ね
、
釈
尊
が
亡
く
な
り
ま
し
た
後
に
、
仏
弟
子
が
釈
尊
の
教
え

を
暗
記
し
て
い
た
も
の
を
文
字
が
で
き
る
ま
で
暗
記
の
ま
ま
で
伝
え
て
き
た
。
文
字
が
で
き
た
時
に
、

そ
れ
を
文
字
に
直
し
て
で
き
た
も
の
が
お
経
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
お
経
を
弟
子
か
ら
弟
子
に
伝
え

て
い
っ
て
、
そ
の
お
経
の
分
析
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
部
派
仏
教
と
い
う
。
き
わ
め
て
複
雑
な
教

義
を
形
成
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
出
家
の
場
合
で
あ
っ
て
、
在
家
の
人
が
釈
尊
の

教
え
を
聞
い
て
き
た
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
大
乗
教
と
い
う
も
の
の
中

に
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
出
家
の
弟
子
が
修
行
し
て
悟
り
を
開
く

と
い
う
道
が
、
こ
れ
が
だ
ん
だ
ん
時
代
と
と
も
に
衰
え
て
く
る
。
正
法
の
時
代
か
ら
像
法
の
時
代
か
ら
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末
法
の
時
代
へ
と
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
家
の
仏
教
が
だ
ん
だ
ん
衰
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
し
て
、
一
体
、
衰
え
な
い
と
こ
ろ
の
仏
の
教
え
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
求
め
る
大
き
な

在
家
の
求
道
心
と
い
う
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
広
が
り
深
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
い
わ

ゆ
る
聖
道
門
の
出
家
仏
教
か
ら
在
家
の
も
の
が
在
家
の
ま
ま
で
た
す
か
っ
て
い
く
仏
法
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
と
求
め
る
求
め
の
中
で
、
そ
う
い
う
意
味
の
求
道
心
の
中
で
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉

に
な
っ
た
如
来
が
、
本
来
の
如
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
に
顕
か
に
し
て
い
た
だ
い
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
曽
我
先
生
が
、『
親
鸞
の
仏
教
史
観
』
と
し
て
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、

そ
れ
は
我
々
人
間
が
言
葉
を
使
い
始
め
た
頃
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
大
き
な
言
葉
に
な
っ
た
如

来
が
用

は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
歴
史
観
を
私
た
ち
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
が
、
曽

我
量
深
先
生
の
『
親
鸞
聖
人
の
仏
教
史
観
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
東
大
系
の
仏
教
学

者
の
方
々
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
認
め
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
曽
我
先
生
は
認
め
る
、
認
め
な

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
自
身
が
救
わ
れ
る
と
い
う
そ
の
一
言
に
お
い
て
、
そ
の
一
大
事
に

お
い
て
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聞
か
せ
て
頂
く
と
。
釈
尊
以
後
の
仏
教
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
釈
尊

以
前
の
仏
教
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
得
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

私
は
曽
我
先
生
が
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
云
わ
れ
る
の
か
を
『
聖
典
』
の
上
で
求
め
ま
し
た
と
こ
ろ
、

先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は　

い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど　

塵
点
久
遠
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劫
よ
り
も　

ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
ま
う
」
と
い
う
『
浄
土
和
讃
』「
大
経
意
」
︿
第
五
首
﹀
（
四
八
三

頁
）
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
一
つ
の
文
献
上
の
証
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
思
わ
せ
て
頂
い
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
学
者
に
な
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
信
心
の
人
と
な
っ
て
救

わ
れ
て
い
く
と
い
う
立
場
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
は
、
法
が
言
葉
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

ダ
ー
ル
マ
が
言
葉
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
深
く
信
じ
さ
せ
て
頂
く
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う

具
合
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

（
司
会
）　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
。

（
田
中
）　

先
生
、
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
丁
度
一
年
振
り
に
先
生
に
お
会
い
で
き
て
、
本
当
に
あ

り
が
た
く
思
い
ま
す
。
先
程
、
淡
海
さ
ん
の
方
か
ら
、
曽
我
先
生
の
言
葉
の
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
後
の
と
こ
ろ
、「
こ
の
罪
深
き
私
を
た
す
け
ま
し
ま
せ
と
念
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。」
は
、
最
初
読

ん
だ
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
私
の
祈
り
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
。
先
生
の
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
こ

の
仏
の
我
が
国
に
生
ま
れ
よ
と
い
う
願
い
が
、
私
が
感
得
で
き
た
時
に
、
そ
れ
が
私
の
願
い
と
な
る
と

考
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

（
先
生
）　

如
来
の
大
き
な
お
祈
り
の
心
、
本
願
の
心
が
背
景
に
あ
っ
て
、
自
分
が
浄
土
を
願
う
と
い
う
こ
の
願
生

心
を
生
ぜ
し
め
て
い
た
だ
い
て
お
る
。
蓮
如
上
人
の
お
言
葉
で
云
え
ば
、「
南
無
と
い
う
は
、
仏
た
す

け
た
ま
え
と
申
す
」
こ
と
が
南
無
と
い
う
こ
と
。
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
難
し
い
言
葉
で
云
え
ば
、
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帰
命
の
一
念
と
い
う
も
の
は
、
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
で
す
ね
、
我
々
に
帰
命
の
一
念
と
い
う
も
の
が

起
こ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
は
善
導
教
学
か
ら
こ
ち
ら
へ
ず
ー
っ
と
で
す
ね
、
顕
か
に
し
て
頂

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
こ
だ
け
を
読
み
ま
す
と
自
分
で
願
う
よ
う
に
な
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
先
程
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、「
貪
瞋
煩
悩
の
中
に
、
よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生
ぜ
し
む
る
に

喩
う
る
な
り
。」（
二
二
○
頁 

一
四
行
目
）
と
、親
鸞
聖
人
が
二
河
白
道
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
の
「
能

生
清
浄
願
往
生
心
」
と
い
う
こ
と
。
こ
の
「
能
」
と
い
う
こ
と
に
他
力
と
い
う
こ
と
が
表
わ
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。「
能
」
と
い
う
と
、
自
分
の
能
力
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、「
よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を

生
ぜ
し
む
る
」
と
い
う
。
そ
こ
に
こ
の
他
力
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
聖
道
門
の
ひ
と
は
み
な 
自
力
の
心
を
む
ね
と
し
て 

他
力
不
思
議
に
い
り
ぬ
れ
ば 

義
な
き
を
義
と
す

と
信
知
せ
り
」（
五
○
五
頁
︿
第
五
四
首
﹀
）
と
い
う
『
正
像
末
和
讃
』
の
一
首
が
ご
ざ
い
ま
す
。
自

分
の
た
て
た
理
屈
を
前
面
に
立
て
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
。「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
は
、
は
か
ら
い

が
な
い
の
が
本
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。『
歎
異
抄
』
第
十
章
の
「「
念
仏

に
は
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
。
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
」と
お
お
せ
そ
う
ら
い
き
。」（
六
三

○
頁
七
行
目
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、法
然
上
人
が
ず
っ
と
仰
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
、こ
れ
を
『
歎

異
抄
』
の
第
十
章
に
述
べ
ら
れ
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、私
は
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
す
。
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（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
司
会
）　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
聞
き
に
な
り
た
い
と
い
う
方
、
お
い
で
に
な
り
ま
す
か
。

（
住
職
）　

先
生
、
一
言
。「
往
生
心
と
た
と
う
る
が
ご
と
し
」
で
す
が
、「
心
」
を
入
れ
た
方
が
い
い
で
す
ね
。

（
先
生
）　

は
い
、
そ
う
で
す
。

（
司
会
）　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
辺
で
質
疑
応
答
を
終
了
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

櫟
先
生
、
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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あ
と
が
き

　

本
書
は
平
成
二
三
年
十
月
三
十
日
、
第
二
十
一
回
報
恩
講
に
お
け
る
櫟
暁
先
生
の
ご
法
話
の
記
録
で
す
。

　

報
恩
講
を
迎
え
る
た
び
に
光
照
寺
の
歴
史
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。
又
、
故
細
川
巌
先
生

の
あ
と
、
報
恩
講
三
回
目
よ
り
櫟
先
生
に
は
ご
教
導
賜
り
ま
し
て
、
誠
に
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。
本
書
の
テ
ー

マ
は
、
私
達
に
投
げ
か
け
て
い
る
と
同
時
に
、
先
生
自
身
が
常
に
自
ら
に
振
り
か
え
っ
て
問
い
続
け
て
い
る
こ
と

を
感
じ
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
教
え
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
毎
回
丁
寧
に
ご
講
話
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
救
済
と
い
う
こ
と
に

触
れ
て
い
る
箇
所
で
先
生
は
、「
救
済
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
如
来
の
大
き
な
祈
り
の
中
に
目
覚
め
て
生
か
し

て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
救
済
な
の
だ
と
。
救
済
と
い
う
の
は
、
迷
っ
た
も
の
を
大
丈
夫
だ
と
仏
の
世
界
に
連

れ
て
い
っ
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
利
己
的
な
救
い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
を
た
す
け
な
け

れ
ば
私
は
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
誓
願
不
思
議
で
す
。
誓
願
不
思
議
と
い
う
の
は
、
我
々
が
頭
で
考
え
た
っ
て
考

え
及
ば
な
い
よ
う
な
、
大
き
な
深
い
如
来
の
お
慈
悲
で
す
。
お
祈
り
で
す
。
深
い
祈
り
で
す
。
そ
の
お
心
に
気
が

付
か
せ
て
頂
い
て
、
一
生
涯
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
の
深
い
意
味
を
聞
き
開
か
せ
て
頂
く
こ
と
が
自

分
自
身
の
生
き
る
道
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
頂
い
た
の
で
す
。」
と
お
話
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
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私
達
は
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
お
話
を
聞
い
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
一
生
涯
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う

言
葉
の
深
い
意
味
を
聞
き
開
く
求
道
の
歩
み
を
こ
の
報
恩
講
に
確
か
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
生
に
は
毎
月
当
寺
の
会
座
で
の
ご
教
化
、並
び
に
報
恩
講
の
ご
出
講
に
深
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
、ご
多
忙
の
中
、

原
稿
に
目
を
通
し
て
頂
き
校
正
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
法
話
の
テ
ー
プ
を
原
稿
に
起
こ
し
て
下
さ
い
ま
し
た
、
護
持
会
役
員
の
淡
海
雅
子
様
、
校
正
を
手
伝
っ
て
く

れ
た
伊
東
良
英
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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