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私
に
と
っ
て
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恩
と
は

「

真

実

の

宗

教

」
（
二
十
一
）



〈
開
式
挨
拶

三
輪
民
子
護
持
会
副
会
長
〉

皆
様
、
お
忙
し
い
中
、
御
出
席
下
さ
い
ま
し
て
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
、
浄
土
真
宗
の
生
み
の
親
で
あ
る
、
親
鸞
聖
人
の
御
恩
徳
に
報
謝
し
、
七
百
五
十
年
以
上
引
き
継
が
れ

営
ま
れ
ま
す
、
大
切
な
法
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

光
照
寺
第
二
十
三
回
目
の
報
恩
講
は
、
素
晴
し
い
お
天
気
に
恵
ま
れ
、
晴
々
と
し
た
心
で
皆
様
と
御
一
緒
に
お

勤
め
出
来
ま
す
こ
と
、
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

鹿
児
島
か
ら
櫟
先
生
を
お
迎
え
し
て
、
有
意
義
な
お
話
を
伺
い
ま
す
。
先
生
は
、
初
心
者
に
も
、
ず
っ
と
聞
法

を
続
け
て
こ
ら
れ
た
方
に
も
よ
く
わ
か
る
お
話
を
し
て
下
さ
い
ま
す
の
で
、
ゆ
っ
た
り
と
心
を
開
い
て
お
聞
き
下

さ
い
。

報
恩
講
の
お
勤
め
は
、
副
住
職
よ
り
説
明
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

簡
単
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
開
式
の
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

１― ―



〈
住
職
挨
拶
〉

皆
様
、
よ
う
こ
そ
光
照
寺
に
お
い
て
の
二
十
三
回
目
の
記
念
す
べ
き
報
恩
講
に
ご
参
詣
下
さ
い
ま
し
て
、
有
り

難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

櫟
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
恒
例
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
私
が
ご
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
櫟
先
生

を
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
で
す
ね
、
少
し
枕
詞
を
入
れ
な
が
ら
、
櫟
先
生
の

ご
紹
介
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
南
側
の
土
地
、
こ
れ
を
名
付
け
て
南
側
の
聖
地
と
、
こ
う
い
う

呼
称
で
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
親
鸞
聖
人
の
銅
像
が
立
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど

親
鸞
聖
人
の
銅
像
の
除
幕
式
は
、
去
年
の
十
月
十
日
、
ち
ょ
う
ど
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
行
わ
れ
た
体
育
の
日
、
今
年

は
十
四
日
に
な
っ
た
と
か
い
う
の
で
す
け
ど
ね
、
ま
あ
十
月
十
日
、
非
常
に
覚
え
や
す
い
日
が
親
鸞
聖
人
の
銅
像

が
除
幕
さ
れ
た
日
で
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
一
年
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
も
朝
に
晩
に
、
親
鸞
聖
人
に
お
詫
び
を
し
、
叱
ら
れ
に
い
こ
う
と
思
っ
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
す
け

ど
も
、
ご
近
所
に
、
北
川
登
さ
ん
と
い
う
、
今
、
そ
ち
ら
に
お
ら
れ
る
カ
メ
ラ
を
撮
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
、
ご
近

所
に
お
住
ま
い
な
の
で
す
が
、
私
が
朝
起
き
て
草
を
む
し
っ
て
い
る
姿
を
見
た
と
、
先
程
云
わ
れ
ま
し
た
が
、
な

ん
で
声
を
掛
け
て
く
れ
な
か
っ
た
の
と
、
云
い
ま
し
た
が
、
別
に
人
目
を
忍
ん
で
ね
、
草
を
取
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
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親
鸞
聖
人
の
銅
像
を
建
立
し
て
、
聖
地
と
し
て
名
付
け
て
、
草
茫
々
に
し
て
い
て
は
と
思
い
な
が
ら
、
芝
生
っ

て
難
し
い
な
と
、
も
の
す
ご
く
雑
草
の
生
命
力
は
強
い
ん
で
ね
、
も
う
三
日
で
伸
び
て
き
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う

な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
ま
あ
そ
ん
な
に
伸
び
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

ち
ょ
っ
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
申
し
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
の
銅
像
の
裏
側
が
ち
ょ
っ
と
高
台
に
な
っ
て
い
て
平
に
な

っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
が
ま
あ
今
で
す
と
、
ね
こ
じ
ゃ
ら
し
、
大
き
く
な
っ
て
ん
で
す
け
ど
、
あ
る
程
度

雑
草
を
生
や
か
し
て
る
ん
で
す
よ
ね
。

そ
れ
で
近
所
の
お
ば
さ
ん
が
、
「
池
田
さ
ん
、
こ
っ
ち
雑
草
伸
び
て
い
る
け
ど
大
変
だ
ね
。
」
と
云
わ
れ
、
私

は
、
「
こ
っ
ち
は
雑
草
ゾ
ー
ン
な
ん
で
す
よ
。
」
っ
て
云
っ
た
ら
ね
、
「
雑
草
ゾ
ー
ン
？
雑
草
の
お
部
屋
ね
。
」
っ

て
云
う
か
ら
、
「
そ
う
そ
う
、
雑
草
の
お
部
屋
な
ん
で
す
。
」
っ
て
、
こ
ん
な
よ
う
な
形
の
会
話
が
あ
っ
て
、
前

の
方
は
芝
生
と
か
玉
砂
利
と
か
し
な
が
ら
、
後
ろ
は
雑
草
ゾ
ー
ン
で
あ
り
ま
し
て
、
け
し
て
雑
草
を
み
だ
り
に
伸

ば
し
て
ん
じ
ゃ
な
い
、
微
妙
に
難
し
い
ん
で
す
よ
、
雑
草
ゾ
ー
ン
は
ね
。
雑
草
を
奇
麗
に
刈
っ
た
ら
な
ん
か
砂
漠

み
た
い
な
、
な
ん
か
ね
、
索
漠
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
あ
る
程
度
、
雑
草
を
伸
ば
し
な
が
ら
緑
を
保
つ
、
こ

れ
も
ま
た
難
し
い
。
芝
生
の
雑
草
取
る
の
も
難
し
い
け
れ
ど
、
雑
草
を
適
度
に
生
や
か
し
て
い
る
の
も
難
し
い
と

い
う
、
こ
の
南
側
の
聖
地
は
で
す
ね
、
そ
の
よ
う
な
構
成
で
芝
生
と
雑
草
ゾ
ー
ン
の
中
に
、
親
鸞
聖
人
に
立
っ
て

い
た
だ
い
て
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
、
「
群
萌
の
教
え
」
と
云
い
ま
し
て
、
「
群
萌
」
と
云
う
の
は
、
雑
草
の
こ

と
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
教
え
も
あ
る
の
で
、
雑
草
ゾ
ー
ン
と
云
う
の
は
、
す
べ
て
が
救
わ
れ
る
と
い
う
「
群
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萌
の
教
え
」
と
、
い
ろ
い
ろ
意
味
を
重
ね
な
が
ら
草
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
中
に
一
年
を
過
ぎ
た
と
、
こ
う
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

門
を
開
け
て
皆
さ
ん
に
近
く
に
行
っ
て
見
て
い
た
だ
く
と
い
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
時
間
も
な
い
し
、
遥
拝
っ

て
い
っ
て
ね
、
遠
く
か
ら
拝
す
る
と
い
う
こ
と
も
ね
、
大
事
な
も
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
雨
の
日
も
、
照
る
日
も
、

風
の
日
も
、
昼
も
、
夜
も
、
親
鸞
聖
人
が
、
只
管
立
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
ね
、
誠
に
申
し
訳
な
い
な
あ
と
い
つ
も

思
う
の
で
す
。
阿
弥
陀
様
は
休
む
時
が
な
い
っ
て
教
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
中
に
、
阿
弥
陀
様
と
か
、

親
鸞
聖
人
の
御
膝
元
に
い
る
と
ね
、
私
は
非
常
に
な
ま
け
て
い
る
な
と
、
い
つ
も
思
い
ま
す
。
本
当
に
そ
う
い
う

愚
か
な
者
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
前
置
き
は
そ
ん
な
こ
と
で
、
ち
ょ
う
ど
一
年
経
ち
ま
し
た
。

そ
し
て
、
二
十
三
回
と
い
う
回
数
を
踏
ま
し
て
頂
い
て
、
櫟
先
生
は
じ
め
、
皆
さ
ん
に
お
配
り
し
た
、
『
真
実

の
宗
教
―
私
に
と
っ
て
報
恩
と
は
―
』
が
、
二
十
回
目
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
、
細
川
巌
先

生
と
い
う
方
が
、
二
回
、
報
恩
講
を
お
つ
と
め
い
た
だ
い
て
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
櫟
先

生
に
報
恩
講
を
出
講
し
て
頂
き
、
前
回
が
二
十
回
目
、
今
日
が
二
十
一
回
目
と
、
合
わ
せ
る
と
二
十
三
回
と
、
こ

う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。

去
年
の
こ
の
報
恩
講
の
時
は
、
先
生
は
お
元
気
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
の
報
恩
講
が
済
ん
だ
後
、
胆
嚢
の
摘
出

手
術
を
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
昨
年
の
『
真
実
の
宗
教
』
、
こ
れ
を
読
み
な
が
ら
、
あ
あ
、

こ
の
話
の
後
、
櫟
先
生
は
胆
嚢
の
摘
出
手
術
を
さ
れ
た
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
、
つ
く
づ
く
思
い
な
が
ら
、
ま
た
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改
め
て
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

先
生
も
九
十
歳
と
い
う
お
歳
を
迎
え
、
親
鸞
聖
人
は
九
十
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
九
十
と
い
う
と

こ
ろ
に
ね
、
こ
の
御
歳
で
胆
嚢
全
摘
で
す
か
ら
ね
。
開
腹
し
て
手
術
で
す
か
ら
ね
。
大
変
な
大
手
術
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

小
林
さ
ん
か
ら
連
絡
が
き
て
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
だ
け
で
、
小
林
さ
ん
と
か
櫟
先
生

の
息
子
さ
ん
の
お
電
話
で
、
先
生
が
無
事
手
術
が
成
功
さ
れ
て
自
宅
に
戻
ら
れ
た
と
か
、
今
、
療
養
さ
れ
て
い
る

と
か
聞
き
な
が
ら
、
安
堵
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
「
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会
」
を
三
回
休
講
さ

れ
て
、
九
月
の
会
座
か
ら
ま
た
先
生
が
、
先
月
で
す
、
来
ら
れ
て
、
そ
し
て
、
こ
の
十
月
は
報
恩
講
の
ご
講
師
と

し
て
お
い
で
い
た
だ
く
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
手
術
後
、
九
月
、
十
月
と
、
先
生
の
元
気
な
お
姿
を
拝
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
て
で
す
ね
、
本
当
に
、
鹿
児
島
か
ら
出
て
東
京
に
、
伝
え
ず
は
止
ま
じ
と
、
こ
う
来
ら
れ
る

先
生
の
願
心
が
荘
厳
さ
れ
て
、
こ
の
二
十
三
回
目
の
報
恩
講
を
お
迎
え
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
一
期

一
会
と
い
う
か
、
明
日
は
な
い
と
い
う
中
に
、
今
、
聞
か
ず
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
思

わ
さ
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
程
、
副
住
職
が
、
蓮
如
上
人
の
報
恩
講
の
『
御
俗
姓
』
を
拝
読
い
た
し
ま
し
た
が
、
櫟
先
生
が
以
前
、
こ
の

『
御
俗
姓
』
を
意
訳
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
こ
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

櫟
先
生
の
自
ら
の
御
了
解
と
い
う
こ
と
で
、
名
訳
な
ん
で
す
よ
ね
。
も
う
今
か
ら
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
ね
、
櫟
先
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生
が
真
宗
会
館
に
来
ら
れ
て
、
教
化
教
導
さ
れ
て
、
ま
も
な
く
の
報
恩
講
の
時
の
意
訳
な
ん
で
す
よ
。
で
、
櫟
先

生
は
そ
の
前
は
、
京
都
の
教
学
研
究
所
の
所
長
を
お
勤
め
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
任
務
を
果
た
さ
れ
て
か
ら
東
京

に
来
ら
れ
て
、
教
化
教
導
と
な
ら
れ
、
ま
も
な
く
の
報
恩
講
の
時
に
ど
な
た
か
が
先
生
に
、
こ
の
『
御
俗
姓
』
の

意
訳
を
し
て
下
さ
い
と
云
わ
れ
、
先
生
が
一
気
に
書
か
れ
た
。
そ
れ
が
今
回
資
料
と
し
て
載
っ
て
い
ま
す
が
、
副

住
職
が
お
つ
と
め
す
る
の
と
、
櫟
先
生
が
意
訳
さ
れ
て
い
る
御
了
解
と
あ
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
や
は
り
こ
の
報

恩
講
は
、
ほ
ん
と
に
「
水
入
っ
て
垢
お
ち
ず
」
と
い
う
お
言
葉
を
、
蓮
如
上
人
が
云
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

櫟
先
生
も
そ
の
へ
ん
を
微
妙
に
解
釈
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ね
、
こ
の
報
恩
講
の
時
に
信
心
を
と
ら
ず
ば

と
い
う
問
題
な
ん
で
す
よ
。
あ
と
で
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
二
十
三
回
目
の
光
照
寺
の
報
恩
講
で
ね
、

如
来
よ
り
賜
り
た
る
信
心
を
得
て
ほ
し
い
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
本
当
に
真
剣
に
聴
聞
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
私
か
ら
云
う
ま
で
も
な
く
、
櫟
先
生
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
願
心
の
中
に

身
を
お
し
て
、
今
日
こ
こ
に
来
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

台
風
の
予
報
が
大
変
だ
っ
た
中
に
、
先
程
お
聞
き
し
ま
し
た
ら
、
五
日
前
に
東
京
に
来
て
、
ず
っ
と
天
気
予
報

を
注
意
し
て
見
て
い
た
と
い
う
お
話
の
中
に
、
今
日
は
二
つ
の
台
風
が
去
っ
た
中
に
で
す
ね
、
す
が
す
が
し
い
報

恩
講
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
す
。
本
当
に
有
り
難
い
と
云
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
櫟
先
生
も
飛
行
機
が
飛

ば
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
と
、
心
配
さ
れ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
か
ら
、
当
た
り
前
だ
っ
て
こ
と
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
ね
、
そ
う
い
う
中
に
、
櫟
先
生
を
お
迎
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え
し
て
、
二
十
三
回
目
の
報
恩
講
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
べ
き
こ
と
だ
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
先

生
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
下
手
な
御
挨
拶
で
、
先
生
、
後
で
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
詳
し
く
、
そ
の
胆
嚢
の

全
摘
と
い
う
と
こ
ろ
に
触
れ
て
頂
い
て
、
「
生
死
一
如
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
お
話
頂
け
れ
ば
、
誠
に
あ
り
が
た
い

と
、
な
ん
か
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
御
無
礼
申
し
上
げ
ま
し
た
。
ひ
と
つ
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。
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〈
資
料
一
〉

浄
土
真
宗
（
浄
土
真
宗
の
意
味
）

〈
浄
土
真
宗
〉
と
い
う
語
は
宗
名
で
な
く
、
真
宗
聖
典
で
は
、
次
の
よ
う
な
本
質
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
一
）
真
実
の
教
え
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く
『
無
量
寿
経
』
の
教
え
の
こ
と
。
（
標
列
・
教
巻

化
巻
）

●
標
列
（
一
五
〇
―
Ｌ
十
一
）

大
無
量
寿
経

真
実
の
教

★
浄
土
真
宗

●
教
巻
（
一
五
二
―
Ｌ
三
）

謹
ん
で
★
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回

向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。
そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な

り
。

●
化
巻
〈
本
〉
（
三
四
五
―
Ｌ
十
五
）

四
依
弘
経
の
大
士
、
三
朝
浄
土
の
宗
師
、
★
真
宗
念
仏
を
開
き
て
濁
世
の
邪
偽
を
導
く
。
三
経
の
大
綱
、
顕
彰

隠
密
の
義
あ
り
と
い
え
ど
も
、
信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
。

（
以
上
真
実
教
）

◆
私
解

真
実
教
は
方
便
教
（
主
と
し
て
聖
道
門
及
び
〈
そ
の
他
の
哲
学
思
想
〉
を
含
む
）
に
対
し
、
ま
た

一
般
世
俗
の
邪
義
（
名
利
愛
欲
追
及

現
世
祈
祷
）
に
対
す
。
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（
二
）
選
択
本
願
す
な
わ
ち
第
十
八
願

（
末
燈
鈔
・
高
僧
和
讃
）

●
末
燈
鈔
（
六
〇
一
―
Ｌ
九
）

浄
土
宗
の
な
か
に
真
あ
り
仮
（
ケ
）
あ
り
、
真
と
い
う
は
選
択
本
願
な
り
、
仮
と
い
う
は
定
散
二
善
な
り
、
選

択
本
願
は
浄
土
真
宗
な
り
。
定
散
二
善
は
方
便
仮
門
な
り
。
★
浄
土
真
宗
は
大
乗
の
な
か
の
至
極
な
り
。

●
高
僧
和
讃
（
四
九
八
―
Ｂ
二
）

智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り

本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て

★
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

選
択
本
願
の
べ
た
ま
う

（
以
上

浄
土
真
宗
の
根
源
）

◆
私
解

選
択
本
願
は
諸
仏

諸
菩
薩
の
本
願
に
対
す
。

（
三
）
念
仏
往
生

（
一
念
多
念
文
意
）

●
一
念
多
念
文
意
（
五
四
五
―
Ｌ
十
六
）

浄
土
真
宗
の
な
ら
ひ
に
は
念
仏
往
生
と
も
う
す
な
り

（
浄
土
真
宗
の
伝
承
）

◆
私
解

念
仏
往
生
は
諸
行
往
生
（
『
観
経
』
顕
説
）
に
対
す
。

（
四
）
信
心
往
生
の
教
え

（
唯
信
鈔
文
意
）

●
唯
信
鈔
文
意
（
五
五
二
―
Ｌ
七
）
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真
実
信
心
を
う
れ
ば
実
報
土
に
う
ま
る
と
お
し
へ
た
ま
へ
る
を
浄
土
真
宗
の
正
意
と
す
と
し
る
べ
し
と
な
り
。

（
浄
土
真
宗
の
本
質
）

◆
私
解

信
心
往
生
は
単
な
る
死
後
往
生
思
想
に
対
す
。

（
五
）
他
力

（
血
脈
文
集
）

●
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
（
五
九
四
―
Ｌ
三
）

そ
れ
、
★
浄
土
真
宗
の
こ
こ
ろ
は
、
往
生
の
根
機
に
他
力
あ
り
、
自
力
あ
り
。
（
中
略
）
（
Ｌ
六
）
他
力
と
申

す
こ
と
は
、
弥
陀
如
来
の
御
ち
か
い
の
中
に
、
選
択
摂
取
し
た
ま
え
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
楽
す

る
を
、
他
力
と
は
申
す
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
い
な
れ
ば
、
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
、
聖
人
の
お

お
せ
ご
と
に
て
あ
り
き
。

（
他
力
の
救
済
）

◆
私
解

他
力
は
自
力
分
別
に
よ
っ
て
人
生
の
根
本
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
対
す
。

（
六
）
浄
土
成
仏

（
歎
異
抄
）

●
歎
異
抄
（
六
三
七
―
Ｌ
一
）

「
★
浄
土
真
宗
に
は
、
今
生
に
本
願
を
信
じ
て
、
か
の
土
に
し
て
さ
と
り
を
ば
ひ
ら
く
と
な
ら
い
そ
う
ろ
う
ぞ
」

と
こ
そ
、
故
聖
人
の
お
お
せ
に
は
そ
う
ら
い
し
か
。

（
他
力
の
救
済
の
因
果
）
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◆
私
解

浄
土
成
仏
は
人
間
の
分
別
世
界
に
お
い
て
悟
り
を
開
こ
う
と
す
る
思
想
、
言
動
に
対
す
。

こ
れ
ら
は
、
浄
土
門
の
真
実
の
教
え
、
浄
土
真
宗
の
救
済
の
原
理
、
浄
土
真
宗
の
根
源
、
浄
土
真
宗
の
伝
承
、

浄
土
真
宗
の
本
質
、
他
力
の
救
済
の
因
果
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
親
鸞
に
お
い
て
は
〈
浄
土
真
宗
〉

（
真
宗
ま
た
は
浄
土
宗
）
と
は
特
定
の
宗
派
名
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
・
成
仏
す
る
道
そ
の
も

の
、
そ
の
教
え
の
本
質
的
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
宗
祖
親
鸞
は
師
の
元
祖
法
然
に
絶
対
随
順
し
て
い

た
か
ら
、
宗
祖
親
鸞
の
云
う
〈
浄
土
真
宗
〉
と
は
、
元
祖
法
然
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
浄
土
往
生
・
成
仏
を

説
く
真
実
の
教
え
な
の
で
あ
る
。
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〈
法

話
〉

只
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
櫟
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
二
十
一
回
も
法
話
を
担
当
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
の
で
、
今
更
申
し
上
げ
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
九
州
鹿
児
島
教
区
、
法
泉
寺
の
前
住
職
で
ご

ざ
い
ま
す
。

ま
ず
、
報
恩
講
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
流
に
云
え
ば
、
報
恩
会
と
い
う

べ
き
も
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
講
と
い
う
の
は
、
人
の
集
ま
り
を
講
と
申
し
ま
す
の
で
、
そ
の
人
の
集
ま
り

の
上
に
、
何
の
た
め
に
集
ま
る
の
か
と
云
っ
た
ら
、
そ
れ
は
報
恩
の
為
に
集
ま
る
会
で
あ
り
ま
す
。
報
恩
と
は
何

か
と
申
し
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
お
蔭
で
、
我
々
は
浄
土
を
願
う
自
覚
者
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
、
有

り
難
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
、
こ
れ
か
ら
も
命
あ
る
間
ず
っ
と
聖
人
の
教
え
を
拝
聴
し
て
、
よ
り
深
く
こ
の
信
心

を
保
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
心
の
内
に
深
く
抱
い
て
、
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
の

だ
と
、
私
は
存
じ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
報
恩
講
の
淵
源
と
い
う
か
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
報
恩
講
が
起
こ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
前

か
ら
ず
っ
と
考
え
ま
し
た
が
、
実
は
こ
れ
は
、
法
然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
が
、
親
鸞
聖
人
四
〇
歳
の
時
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
『
聖
典
』
を
お
持
ち
の
方
は
、
『
年
表
』
の
一
一
三
六
頁
を
開
け
て
頂
き
ま
す
と
、
下

の
段
に
、
「
建
暦
二
年
、
親
鸞
聖
人
四
〇
歳
、
源
空
没
。
」
法
然
上
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
。

１２― ―



一
二
一
二

建
暦
二

四
〇

源
空
歿
。
（
八
〇
歳
）

（
『
年
表
』
一
一
三
六
頁
）

そ
の
後
二
年
位
し
て
か
ら
、
親
鸞
聖
人
が
常
陸
に
お
い
で
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
常
陸
の
御
門
弟
と
一
緒
に
、

二
五
日
の
念
仏
と
い
う
法
要
を
お
勤
め
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
二
五
日
と
い
う
の
は
、
法
然
上
人
の
御

命
日
で
あ
り
ま
し
て
、
二
五
日
の
念
仏
と
申
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
が
京
都
に
お
帰
り
に
な
っ
て
後
、
九
〇
歳
で
亡
く
な
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
亡
く
な
ら
れ

た
後
に
、
関
東
の
教
団
で
は
、
二
五
日
の
念
仏
に
代
わ
っ
て
、
二
八
日
の
念
仏
と
い
う
集
い
が
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
れ
は
、
年
表
の
一
一
三
八
頁
、
下
の
段
の
一
番
左
側
、
弘
長
二
年
に
親
鸞
聖
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
そ

の
後
、
関
東
で
は
、
二
五
日
の
念
仏
に
代
わ
っ
て
、
二
八
日
の
念
仏
と
い
う
集
い
が
ず
っ
と
行
わ
れ
て
き
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

一
二
六
二

弘
長
二

九
〇

親
鸞
、
押
小
路
南
・
万
里
小
路
東
の
住
居
で
病
臥
、
入
滅
。

（
『
年
表
』
一
一
三
八
頁
）

そ
し
て
、
こ
の
親
鸞
聖
人
の
お
墓
と
い
い
ま
す
か
、
最
初
は
墓
標
が
一
つ
立
っ
て
い
た
だ
け
だ
そ
う
で
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
お
墓
が
留
守
職
と
い
う
、
今
の
言
葉
で
云
っ
た
ら
、
留
守
番
役
と
云
い
ま
す
か
、
ず
っ
と
お
墓
の
護

持
を
責
任
を
持
っ
て
し
て
お
ら
れ
た
方
が
、
親
鸞
聖
人
の
末
の
お
嬢
さ
ん
で
あ
る
覚
信
尼
公
で
あ
り
ま
す
。
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そ
の
覚
信
尼
公
の
お
子
さ
ん
が
覚
恵
法
師
、
そ
の
お
子
さ
ん
が
覚
如
上
人
。
親
鸞
聖
人
か
ら
申
し
ま
す
と
、
女

の
系
統
の
曾
孫
に
な
ら
れ
ま
す
。
そ
の
覚
如
上
人
が
、
留
守
識
と
い
う
の
を
辞
め
て
、
寺
を
建
て
て
、
別
当
職
に

な
ら
れ
た
。

別
当
職
と
い
う
の
は
、
今
日
で
云
え
ば
、
代
表
役
員
で
す
ね
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
関
東
の
門
弟
が
、
留
守
職

で
あ
る
べ
き
だ
と
非
常
に
反
対
を
し
た
。
寺
な
ど
を
建
て
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
別
当
職
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
だ

と
い
う
よ
う
な
議
論
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
覚
如
上
人
は
と
に
か
く
、
本
願
寺
と
い
う
名
の
寺
を
造
っ

て
、
そ
の
寺
は
、
報
恩
講
を
中
心
と
す
る
寺
に
す
る
と
い
う
決
意
が
固
く
て
、
本
願
寺
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
本
願
寺
の
中
心
が
報
恩
講
で
あ
り
ま
し
て
、
本
願
寺
教
団
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
報
恩
講
教
団
だ

と
云
っ
て
差
し
支
え
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

恩
と
い
う
こ
と
は
、
恵
み
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
恵
み
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
物
質
的
な
恵
み
と
か
、

親
の
恩
と
か
と
い
う
の
と
は
違
い
ま
し
て
、
仏
教
の
場
合
は
、
願
恩
と
教
恩
と
い
う
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。

恩
�
恵
み

願
恩

教
恩
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本
願
の
御
恩
、
願
恩
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
本
願
の
深
い
意
味
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
教
恩
と
い
う
、
こ
の
二
つ

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
お
蔭
で
、
本
願
と
い
う
こ
と
を
深
く
教
え
て
い
た
だ
い
た

わ
け
で
す
。
本
願
と
い
う
の
は
、
全
て
の
人
を
平
等
に
た
す
け
た
い
と
い
う
、
如
来
の
深
い
お
慈
悲
で
あ
る
。
そ

の
お
慈
悲
を
身
に
受
け
て
お
り
な
が
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
忘
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
現
実
が
あ
る
。

先
程
、
蓮
如
上
人
の
お
話
が
ご
挨
拶
の
中
に
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
の
お
作
り
に
な
り
ま
し
た
『
御

文
』
に
よ
り
ま
す
と
、
覚
如
上
人
が
、
報
恩
講
を
中
心
と
し
て
本
願
寺
を
造
ら
れ
て
か
ら
、
蓮
如
上
人
の
時
に
は
、

も
う
す
で
に
二
〇
〇
年
経
っ
て
、
そ
の
二
〇
〇
年
経
っ
た
時
に
は
、
す
で
に
習
俗
化
し
て
い
た
。
習
俗
化
と
は
、

去
年
も
報
恩
講
を
勤
め
た
か
ら
、
今
年
も
勤
め
ね
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
行
事
的
と
い
う
か
、

習
慣
的
に
勤
め
る
、
そ
う
い
う
傾
向
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
蓮
如
上
人
が

『
御
俗
姓
』
の
中
で
仰
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

今
日
は
、
七
五
〇
年
以
上
経
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
七
五
〇
年
以
上
経
っ
た
今
日
も
、
我
々
は
覚
如
上
人
が

報
恩
講
を
始
め
ら
れ
た
時
の
精
神
と
い
う
も
の
に
い
つ
も
還
っ
て
私
た
ち
は
報
恩
の
精
神
で
も
っ
て
、
お
勤
め
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
私
は
思
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
の
報
恩
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
云
っ

た
ら
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
て
い
た
だ
い
た
他
力
の
信
心
と
い
う
、
精
神
生
活
で
私
た
ち
が
確
実
に
親
鸞
聖
人
の
教

え
の
よ
う
に
他
力
の
信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
報
恩
な
の
で
す
。

そ
れ
で
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
い
つ
も
お
勤
め
し
て
お
り
ま
す
『
正
信
偈
』
は
、
親
鸞
聖
人
ご
自
身
が
、
報
恩
の
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心
で
お
作
り
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
『
聖
典
』
を
見
て
頂
き
ま
す
と
、
『
正
信
偈
』
に
は
、
偈
前
の
文
と
い
う

の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
二
〇
三
頁
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
菩
薩
は
仏
に
帰
す
。
孝
子
の
父
母
に
帰
し
、
忠
臣
の
君
后
に
帰
し
て
、
動
静
己
に
あ
ら
ず
、
出
没
必
ず

由
あ
る
が
ご
と
し
。
恩
を
知
り
て
徳
を
報
ず
、
理
宜
し
く
ま
ず
啓
す
べ
し
。

（
『
教
行
信
証
』
『
行
巻
』
二
〇
三
頁
Ｌ
―
一
二
）

こ
う
あ
り
ま
す
。
菩
薩
、
つ
ま
り
、
道
を
求
め
る
も
の
で
す
。
菩
薩
と
云
っ
た
ら
、
今
日
の
言
葉
で
云
っ
た
ら
、

求
道
者
で
す
。
我
々
は
、
教
え
に
よ
っ
て
、
普
通
の
人
間
が
求
道
者
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
、
道
を
求
め
る
人
間

に
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
単
に
、
自
分
の
五
〇
年
乃
至
一
〇
〇
年
の
一
生
を
、
欲
望
追
及
の
一
生
で
終
わ
っ
て
し
ま

わ
な
い
。
非
常
に
消
極
的
な
云
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
一
生
で
終
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
。
ち
ゃ
ん

と
善
知
識
の
教
え
に
よ
っ
て
、
道
を
求
め
て
浄
土
を
生
き
る
人
間
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
浄
土
と
い
う
の
は
、
光

明
の
精
神
界
で
す
。
闇
の
娑
婆
か
ら
光
明
の
精
神
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
菩
薩
に
な

る
。
菩
薩
と
は
、
道
を
求
め
る
人
に
な
る
。
そ
れ
が
、
報
恩
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

行
事
と
し
て
、
い
つ
も
と
違
っ
た
お
勤
め
を
し
、
い
つ
も
と
違
っ
た
お
飾
り
を
し
て
お
勤
め
を
す
れ
ば
、
そ
れ

で
報
恩
講
は
終
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
我
々
一
人
一
人
が
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
よ
っ
て
、
道
を
求
め
、
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信
心
を
は
っ
き
り
し
た
求
道
者
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
し
て
生
き
て
い
る
間
、
信
心
が
深
化
し
て
い
く
。
私

は
、
深
化
と
い
う
字
を
使
い
た
い
の
で
す
。

深
化

深
ま
っ
て
い
く
。
も
う
私
は
わ
か
っ
た
、
こ
れ
で
終
わ
り
、
何
も
云
う
こ
と
は
な
い
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に

停
止
し
な
い
で
、
何
も
云
う
こ
と
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
深
い
意
味
が
、
深
ま
っ
て
頷
け
て
い
く
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
私
た
ち
の
一
生
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

先
程
の
ご
挨
拶
の
中
に
、
私
の
年
齢
の
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
九
〇
歳
ま
で
生
き
よ
う
と
思
っ
て
生

き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
生
き
て
い
た
ら
九
〇
歳
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
た
だ
そ
れ
だ
っ
た
ら

身
体
も
心
も
老
化
し
て
、
だ
ん
だ
ん
人
様
の
世
話
に
な
っ
て
、
最
後
は
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
終

わ
っ
て
し
ま
う
の
な
ら
ば
、
虚
し
く
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

本
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し

（
『
高
僧
和
讃
』
四
九
〇
頁
下
段
―
三
）
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『
和
讃
』
が
あ
り
ま
す
。
『
浄
土
論
注
』
の
「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
「
本

願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き
」
と
空
過
、
無
意
義
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
人
は
な
い
の
だ
。

つ
ま
り
、
教
え
を
聞
い
て
信
心
を
得
た
人
は
、
年
と
共
に
信
心
が
深
く
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
命
終
わ
ろ
う
と

す
る
時
に
成
仏
す
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
は
、
煩
悩
の
凡
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
。『
歎

異
抄
』
の
中
に
ご
ざ
い
ま
す
と
お
り
、
「
死
な
ん
ず
る
や
ら
ん
と
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
。

ま
た
浄
土
へ
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の
な
く
て
、
い
さ
さ
か
所
労
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
死
な
ん
ず
る

や
ら
ん
と
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も
、
煩
悩
の
所
為
な
り
。

（
『
歎
異
抄
』
六
二
九
頁
Ｌ
―
一
六
）

死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
、
だ
ん
だ
ん
年
を
取
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
も
う
長
く
は
生
き
な
い
と
。
も
う
数
年
か
、

数
か
月
の
う
ち
に
、
命
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
っ
た
ら
、
非
常
に
寂
し
い
思
い
が
す
る
。

心
細
い
思
い
が
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
唯
円
大
徳
が
、
親
鸞
聖
人
に
お
尋
ね
を
し
た
ら
、
親
鸞

聖
人
ご
自
身
も
、
自
分
も
そ
う
い
う
心
が
あ
っ
た
が
、
唯
円
さ
ん
も
同
じ
心
で
し
た
か
と
云
わ
れ
る
。
「
死
な
ん

ず
る
や
ら
ん
と
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も
、
煩
悩
の
所
為
な
り
。
」
。
所
為
と
い
う
の
は
、
な
せ
る
わ
ざ

と
い
う
こ
と
で
す
。
煩
悩
が
身
に
満
ち
て
い
る
か
ら
、
そ
の
煩
悩
に
よ
っ
て
、
も
う
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
、
恐

は
た
ら

ろ
し
く
、
寂
し
く
思
う
け
れ
ど
も
、
お
念
仏
が
あ
る
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
用
き
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で
、
寂
し
く
思
い
、
悲
し
く
思
い
、
頼
り
な
く
思
う
よ
う
な
心
が
起
こ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
煩
悩
の
な
せ
る
わ
ざ

だ
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
も
納
得
が
で
き
て
、
そ
の
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
な
い
生
活
が
で
き
る
と
。
こ
う
い
う
こ

と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
煩
悩
が
無
く
な
り
は
し
ま
せ
ん
。
貪
・
瞋
・
痴
と
い
う
、
三
つ
が
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

貪
り
の
心
、
瞋
り
の
心
、
愚
痴
の
心
、
愚
痴
と
い
う
の
は
、
道
理
に
暗
い
。

善
導
大
師
の
「
二
河
白
道
の
喩
」
を
拝
見
し
ま
す
と
、
火
の
河
は
瞋
り
を
表
す
。
水
の
河
は
貪
り
を
表
す
。
そ

の
河
の
間
に
わ
ず
か
四
、
五
寸
の
、
一
二
、
三
㎝
の
幅
の
道
が
、
西
の
方
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
喩
で
す
。
そ
の

河
の
東
の
岸
に
立
っ
た
も
の
が
全
く
単
独
で
、
後
ろ
か
ら
群
賊
が
攻
め
て
く
る
。
横
か
ら
は
悪
獣
が
攻
め
て
く
る
。

前
に
進
も
う
と
す
れ
ば
、
火
の
河
、
水
の
河
に
落
ち
込
む
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
、
恐
ろ
し
く
て
前
に
も
横
に
も

後
ろ
に
も
進
め
ず
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
と
。
そ
れ
を
三
定
死
と
申
し
ま
す
。
ど
っ
ち
向
い
て
も

動
け
な
い
状
態
に
な
っ
た
時
に
、
西
岸
上
か
ら
呼
び
た
も
う
声
が
聞
こ
え
た
。
東
岸
上
か
ら
勧
め
た
も
う
声
が
聞

こ
え
た
。
「
汝
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
。
す
べ
て
水
火
の
難
に
堕
せ
ん
こ
と
を

畏
れ
ざ
れ
」
と
。
善
導
大
師
の
こ
の
「
二
河
白
道
」
の
言
葉
が
、
『
信
巻
』
に
ほ
と
ん
ど
全
文
出
て
お
り
ま
す
。

『
聖
典
』
を
お
持
ち
の
方
は
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。

人
あ
り
て
西
に
向
か
い
て
行
か
ん
と
欲
す
る
に
百
千
の
里
な
ら
ん
、
忽
然
と
し
て
中
路
に
二
つ
の
河
あ
り
。
一

つ
に
は
こ
れ
火
の
河
、
南
に
あ
り
。
二
つ
に
は
こ
れ
水
の
河
、
北
に
あ
り
。
二
河
お
の
お
の
闊
さ
百
歩
、
お
の
お
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の
深
く
し
て
底
な
し
、
南
北
辺
な
し
。
正
し
く
水
火
の
中
間
に
、
一
つ
の
白
道
あ
り
、
闊
さ
四
五
寸
許
な
る
べ
し
。

こ
の
道
、
東
の
岸
よ
り
西
の
岸
に
至
る
に
、
ま
た
長
さ
百
歩
、
そ
の
水
の
波
浪
交
わ
り
過
ぎ
て
道
を
湿
す
。
そ
の

火
�
ま
た
来
り
て
道
を
焼
く
。
水
火
あ
い
交
わ
り
て
常
に
し
て
休
息
な
け
ん
。
こ
の
人
す
で
に
空
曠
の
迥
な
る
処

に
至
る
に
、
さ
ら
に
人
物
な
し
。
多
く
群
賊
悪
獣
あ
り
て
、
こ
の
人
の
単
独
な
る
を
見
て
、
競
い
来
り
て
こ
の
人

を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
死
を
怖
れ
て
直
ち
に
走
り
て
西
に
向
か
う
に
、
忽
然
と
し
て
こ
の
大
河
を
見
て
、
す
な
わ
ち

自
ら
念
言
す
ら
く
、「
こ
の
河
、
南
北
辺
畔
を
見
ず
、
中
間
に
一
つ
の
白
道
を
見
る
、
き
わ
め
て
こ
れ
狭
少
な
り
。

二
つ
の
岸
、
あ
い
去
る
こ
と
近
し
と
い
え
ど
も
、
何
に
由
っ
て
か
行
く
べ
き
。
今
日
定
ん
で
死
せ
ん
こ
と
疑
わ
ず
。

正
し
く
到
り
回
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
群
賊
悪
獣
漸
漸
に
来
り
逼
む
。
正
し
く
南
北
に
避
り
走
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、

悪
獣
毒
虫
競
い
来
り
て
我
に
向
か
う
。
正
し
く
西
に
向
か
い
て
道
を
尋
ね
て
去
か
ん
と
欲
す
れ
ば
、
ま
た
恐
ら
く

は
こ
の
水
火
の
二
河
に
堕
せ
ん
こ
と
を
。
」
時
に
当
た
り
て
惶
怖
す
る
こ
と
、
ま
た
言
う
べ
か
ら
ず
。
す
な
わ
ち

自
ら
思
念
す
ら
く
、
「
我
今
回
ら
ば
ま
た
死
せ
ん
、
住
ま
ら
ば
ま
た
死
せ
ん
、
去
か
ば
ま
た
死
せ
ん
。
一
種
と
し

て
死
を
勉
れ
ざ
れ
ば
、
我
寧
く
こ
の
道
を
尋
ね
て
前
に
向
こ
う
て
去
か
ん
。
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
度
す
べ

し
」
と
。
こ
の
念
を
作
す
時
、
東
の
岸
に
た
ち
ま
ち
に
人
の
勧
む
る
声
を
聞
く
。
「
仁
者
た
だ
決
定
し
て
こ
の
道

を
尋
ね
て
行
け
、
必
ず
死
の
難
な
け
ん
。
も
し
住
ま
ら
ば
す
な
わ
ち
死
せ
ん
」
と
。
ま
た
西
の
岸
の
上
に
人
あ
り

て
喚
う
て
言
わ
く
、
「
汝
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
。
す
べ
て
水
火
の
難
に
堕
せ

ん
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」
と
。
こ
の
人
す
で
に
此
に
遣
わ
し
彼
に
喚
う
を
聞
き
て
、
す
な
わ
ち
自
ら
正
し
く
身
心
に
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当
た
り
て
、
決
定
し
て
道
を
尋
ね
て
直
ち
に
進
み
て
、
疑
怯
退
心
を
生
ぜ
ず
し
て
、
あ
る
い
は
行
く
こ
と
一
分
二

分
す
る
に
、
東
の
岸
の
群
賊
等
喚
う
て
言
わ
く
、「
仁
者
回
り
来
れ
。
こ
の
道
嶮
悪
な
り
。
過
ぐ
る
こ
と
を
得
じ
。

必
ず
死
せ
ん
こ
と
疑
わ
ず
。
我
等
す
べ
て
悪
心
あ
っ
て
あ
い
向
う
こ
と
な
し
」
と
。
こ
の
人
、
喚
う
声
を
聞
く
と

い
え
ど
も
ま
た
回
顧
ず
。
一
心
に
直
ち
に
進
み
て
道
を
念
じ
て
行
け
ば
、
須
臾
に
す
な
わ
ち
西
の
岸
に
到
り
て
永

く
諸
難
を
離
る
。
善
友
あ
い
見
て
慶
楽
す
る
こ
と
已
む
こ
と
な
か
ら
ん
が
ご
と
し
。
こ
れ
は
こ
れ
喩
な
り
。
次
に

喩
を
合
せ
ば
、
「
東
岸
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
娑
婆
の
火
宅
に
喩
う
る
な
り
。
「
西
岸
」
と
い
う
は
、
す

な
わ
ち
極
楽
宝
国
に
喩
う
る
な
り
。
「
群
賊
悪
獣
詐
り
親
む
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
六
根
・
六
識
・
六

塵
・
五
陰
・
四
大
に
喩
う
る
な
り
。
「
無
人
空
迥
の
沢
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
常
に
悪
友
に
随
い
て
、
真
の
善

知
識
に
値
わ
ざ
る
に
喩
う
る
な
り
。
「
水
火
二
河
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
貪
愛
は
水
の
ご
と
し
、
瞋
憎

は
火
の
ご
と
し
と
喩
う
る
な
り
。
「
中
間
の
白
道
四
五
寸
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
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
。
い
ま
し
貪
瞋
強
き
に
よ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
水
火

の
ご
と
し
と
喩
う
。
善
心
微
な
る
が
ゆ
え
に
、
白
道
の
ご
と
し
と
喩
う
。
ま
た
「
水
波
常
に
道
を
湿
す
」
と
は
、

す
な
わ
ち
愛
心
常
に
起
こ
り
て
よ
く
善
心
を
染
汚
す
る
に
喩
う
る
な
り
。
ま
た
「
火
�
常
に
道
を
焼
く
」
と
は
、

す
な
わ
ち
瞋
嫌
の
心
よ
く
功
徳
の
法
財
を
焼
く
に
喩
う
る
な
り
。「
人
、
道
の
上
を
行
い
て
直
ち
に
西
に
向
か
う
」

と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
も
ろ
も
ろ
の
行
業
を
回
し
て
直
ち
に
西
方
に
向
か
う
に
喩
う
る
な
り
。
「
東
の
岸
に
人
の

声
勧
め
遣
わ
す
を
聞
き
て
、
道
を
尋
ね
て
直
ち
に
西
に
進
む
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
釈
迦
す
で
に
滅
し
た
ま
い
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て
後
の
人
、
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、
な
お
教
法
あ
り
て
尋
ぬ
べ
き
に
喩
う
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
声
の
ご
と
し
と
喩
う

る
な
り
。「
あ
る
い
は
行
く
こ
と
一
分
二
分
す
る
に
、
群
賊
等
喚
び
回
す
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
別
解
・
別
行
・

悪
見
の
人
等
、
妄
に
説
く
に
見
解
を
も
っ
て
、
迭
い
に
あ
い
惑
乱
し
、
お
よ
び
自
ら
罪
を
造
り
て
退
失
す
と
喩
う

る
な
り
。
「
西
の
岸
の
上
に
人
あ
り
て
喚
う
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
弥
陀
の
願
意
に
喩
う
る
な
り
。
「
須
臾
に

西
の
岸
に
到
り
て
善
友
あ
い
見
て
喜
ぶ
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
久
し
く
生
死
に
沈
み
て
、
曠
劫
よ
り
輪
回

し
迷
倒
し
て
、
自
ら
纏
う
て
解
脱
に
由
な
し
、
仰
い
で
釈
迦
発
遣
し
て
指
え
て
西
方
に
向
か
え
た
ま
う
こ
と
を
蒙

り
、
ま
た
弥
陀
の
悲
心
招
喚
し
た
ま
う
に
籍
っ
て
、
今
二
尊
の
意
に
信
順
し
て
、
水
火
二
河
を
顧
み
ず
、
念
念
に

遺
る
る
こ
と
な
く
、
か
の
願
力
の
道
に
乗
じ
て
、
捨
命
已
後
か
の
国
に
生
ま
る
る
こ
と
を
得
て
、
仏
と
あ
い
見
て

慶
喜
す
る
こ
と
何
ぞ
極
ま
ら
ん
と
喩
う
る
な
り
。
ま
た
一
切
の
行
者
、
行
住
座
臥
に
、
三
業
の
所
修
、
昼
夜
時
節

を
問
う
こ
と
な
く
、
常
に
こ
の
解
を
作
し
常
に
こ
の
想
を
作
す
が
ゆ
え
に
、
「
回
向
発
願
心
」
と
名
づ
く
。
ま
た

「
回
向
」
と
い
う
は
、
か
の
国
に
生
じ
已
り
て
、
還
り
て
大
悲
を
起
こ
し
て
、
生
死
に
回
入
し
て
、
衆
生
を
教
化

す
る
、
ま
た
回
向
と
名
づ
く
る
な
り
。
三
心
す
で
に
具
す
れ
ば
行
と
し
て
成
ぜ
ざ
る
な
し
、
願
行
す
で
に
成
じ
て

も
し
生
ま
れ
ず
は
、
こ
の
処
あ
る
こ
と
な
し
と
な
り
。
ま
た
こ
の
三
心
、
ま
た
定
善
の
義
を
通
摂
す
と
。
知
る
べ

し
、
と
。
已
上

（
『
教
行
信
証
』
『
信
巻
』
二
一
九
頁
Ｌ
―
五
〜
二
二
一
頁
Ｌ
―
一
五
）

も
う
ど
っ
ち
に
行
っ
て
も
死
ぬ
の
な
ら
ば
、
自
分
は
死
を
覚
悟
し
て
前
に
進
も
う
と
い
う
決
心
が
出
来
た
時
に
、
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「
東
の
岸
に
た
ち
ま
ち
人
の
勧
る
声
を
聞
く
。
『
仁
者
た
だ
決
定
し
て
こ
の
道
を
尋
ね
て
行
け
、
必
ず
死
の
難
な

け
ん
。
も
し
住
ま
ら
ば
す
な
わ
ち
死
せ
ん
』
と
。
ま
た
西
の
岸
の
上
に
人
あ
り
て
喚
う
て
言
わ
く
、
『
汝
一
心
に

正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
。
す
べ
て
水
火
の
難
に
堕
せ
ん
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
』
と
。
」
（
二

二
〇
頁
Ｌ
―
二
）
、
こ
う
い
う
声
が
東
と
西
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
と
、
こ
う
い
う
喩
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
後
、

「
『
水
火
二
河
』
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
貪
愛
は
水
の
ご
と
し
、
瞋
憎
は
火
の
ご
と
し
と
喩
う
る
な
り
。

『
中
間
の
白
道
四
五
寸
』
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
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
〇
頁
Ｌ
―
一
三
）
。

貪
、
瞋
、
煩
悩
が
、
貪
り
や
瞋
り
の
心
が
無
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
貪
り
や
瞋
り
の
心

の
中
に
、
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
い
う
願
い
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
二
尊
の
、
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
如
来
と
釈
尊
の
お

は
た
ら
用
き
に
よ
っ
て
、
自
分
の
上
に
そ
う
い
う
精
神
の
転
換
が
で
き
る
の
だ
と
、
善
導
大
師
が
云
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け

で
す
。
親
鸞
聖
人
は
非
常
に
こ
の
こ
と
を
大
事
に
さ
れ
て
、
『
信
巻
』
に
ほ
と
ん
ど
全
文
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
、
「
二
河
白
道
」
の
話
を
す
る
つ
も
り
で
来
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の

へ
ん
に
し
て
お
き
ま
す
。

そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人
が
浄
土
真
宗
を
立
教
開
宗
さ
れ
た
。
こ
れ
は
常
識
的
に
、
法
然
上
人
は
浄
土
宗
を
立
教
開

宗
さ
れ
た
。
『
御
和
讃
』
の
中
に
も
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
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智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り

本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

選
択
本
願
の
べ
た
ま
う

（
『
高
僧
和
讃
』
四
九
八
頁
中
段
―
二
）

「
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

選
択
本
願
の
べ
た
ま
う
」
と
い
う
、
こ
れ
は
浄
土
真
宗
を
立
教
開
宗
さ
れ
た
人

は
法
然
上
人
だ
と
、
こ
う
具
合
に
親
鸞
聖
人
は
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
が
一
生
涯
か
か
っ
て

ま
こ
と

む
ね

仰
っ
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
、
そ
の
深
い
浄
土
の
教
え
の
真
の
宗
で
す
。

「
ま
こ
と
の
そ
こ
」
と
い
う
言
葉
が
、
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
の
中
に
あ
り
ま
す
。

な
に
ご
と
よ
り
は
、
聖
教
の
お
し
え
を
も
し
ら
ず
、
ま
た
、
浄
土
宗
の
ま
こ
と
の
そ
こ
を
も
し
ら
ず
し
て
、

不
可
思
議
の
放
逸
無
慚
の
も
の
ど
も
の
な
か
に
、
悪
は
お
も
う
さ
ま
に
ふ
る
ま
う
べ
し
と
、
お
お
せ
ら
れ
そ
う

ろ
う
な
る
こ
そ
、
か
え
す
が
え
す
、
あ
る
べ
く
も
そ
う
ら
わ
ず
。

（
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
（
広
本
）
』
五
六
六
頁
Ｌ
―
四
）

ま
こ
と

そ
こ

真
の
底
と
い
う
の
は
、
真
の
宗
。
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
平
た
い
喩
で
云
い
ま
し

た
ら
、
お
砂
糖
を
溶
か
し
て
砂
糖
水
を
作
る
と
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
砂
糖
が
沈
殿
し
て
下
に
溜
ま
っ
て
し
ま
う
。

上
の
方
は
ち
ょ
っ
と
甘
い
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
。
下
の
方
は
物
凄
く
甘
い
と
い
う
よ
う
な
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ま
こ
と

そ
こ

こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
真
の
底
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
喩
で
す
。
こ
の
教
え
の
一
番
大
事
な
こ
と
こ
ろ
を

顕
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
法
然
上
人
が
云
お
う
と
し
て
、
云
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
そ
の
大

事
な
と
こ
ろ
を
、
親
鸞
聖
人
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
精
神
と
し
て
顕
か
に
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と

い
う
お
心
で
、
『
教
行
信
証
』
を
お
作
り
に
な
っ
た
。

『
教
行
信
証
』
と
い
う
の
は
、
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
い
う
長
い
名
前
な
の
で
す
。
そ
れ
を
『
教
行

信
証
』
と
普
通
に
云
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
『
教
行
信
証
』
を
ど
う
読
む
の
か
と
申
し
ま
す
と
、

そ
れ
は
、
浄
土
を
顕
す
真
実
の
教
行
証
文
類
、
こ
う
読
み
ま
す
と
よ
く
わ
か
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

六
巻
の
聖
教
は
何
を
顕
し
て
い
て
お
ら
れ
る
か
と
云
い
ま
す
と
、
浄
土
と
い
う
光
明
の
精
神
界
を
は
っ
き
り
と

顕
す
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
法
然
上
人
の
云
お
う
と
し
て
云
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
顕
ら
か
に
す
る
の
が
、
こ
れ

が
『
教
行
信
証
』
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
主
著
で
あ
り
、
こ
の
『
教
行
信
証
』
と
い
う
主
著
が
出
来
上
が
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
実
は
、
浄
土
真
宗
の
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
真
宗
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
『
教

行
信
証
』
が
出
来
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
と
、
こ
う
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
は
皆
様
方
に
「
浄
土
真
宗
法
話
資
料
」
を
見
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
年
の
四
月
六
日
に
作
っ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
と
い
っ
た
ら
、
宗
派
の
名
前
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
大
部
分
で
す
。

そ
れ
は
近
い
と
こ
ろ
で
は
浄
土
宗
。
聖
道
門
で
云
う
な
ら
ば
、
法
相
宗
、
天
台
宗
。
禅
系
統
で
は
、
臨
済
宗
、
曹
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洞
宗
。
そ
れ
か
ら
高
野
山
の
真
言
宗
と
、
そ
の
他
た
く
さ
ん
の
宗
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
浄
土
真
宗

が
あ
る
の
だ
と
い
う
具
合
に
、
了
解
し
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
そ
れ
で
、
西
本
願
寺
さ
ん
の
方
で
は
、
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
と
こ
う
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
浄
土
真
宗
と
い
う
の
が

宗
派
の
名
前
の
よ
う
に
多
く
に
人
は
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
云
い
た
い
。

〈
浄
土
真
宗
〉
と
い
う
語
は
本
来
宗
派
名
で
は
な
く
、
真
宗
聖
典
で
は
次
の
よ
う
な
本
質
的
な
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。

本
当
の
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

（
一
）
真
実
の
教
え
。
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
説
く
無
量
寿
経
の
教
え
の
こ
と
。

『
大
無
量
寿
経
』
上
下
二
巻
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
本
願
を
説
き
、
本
願
の
救
い
を
説
い
て
お
ら
れ
る
真
実
の

教
え
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
二
種
の
回
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
『
教
巻
』
の
一
五
二
頁
三
行

目
に
、
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謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回

向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。
そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。

（
『
教
行
信
証
』
『
教
巻
』
一
五
二
頁
Ｌ
―
三
）

と
い
う
こ
と
は
、
お
経
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、『
大
無
量
寿
経
』
以
外
の
教
え
は
、
み
な
方
便
の
教
え
で
あ
る
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
教
え
に
我
々
を
帰
入
さ
せ
る
た
め
に
、
釈
尊
が
苦
労
し
て
た
く
さ
ん
の
教
え
を
説
い

て
下
さ
っ
た
。
聖
道
権
化
の
方
便
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
権
化
と
い
う
の
は
、
方
便
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
い
う
話
を
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
曽
我
先
生
の
随
行
を
ず
っ
と
さ
れ
て
い
た
福
岡
県
出
身
の
藤

代
聰
麿
先
生
が
、
ど
こ
か
で
先
生
に
付
い
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん

が
創
価
学
会
の
方
で
、
真
宗
の
偉
い
先
生
と
そ
の
随
行
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
お
二
人
に
向

か
っ
て
、
「
創
価
学
会
が
本
当
の
教
え
で
す
。
日
蓮
上
人
の
法
華
経
を
中
心
と
す
る
創
価
学
会
の
教
え
が
本
当
の

教
え
で
あ
っ
て
、
真
宗
な
ん
て
い
う
の
は
小
学
生
み
た
い
な
、
小
学
校
の
一
年
生
ぐ
ら
い
の
よ
う
な
教
え
で
あ
っ

て
、
あ
れ
は
も
う
方
便
の
方
便
、
一
番
低
い
方
便
の
教
え
で
す
。
」
と
い
う
こ
と
を
云
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
普
通

の
人
な
ら
そ
れ
に
対
論
す
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
そ
う
で
な
い
、
と
云
う
の
で
す
が
、
曽
我
先
生
は
じ
っ
と
聞
い

て
お
ら
れ
た
。
タ
ク
シ
ー
を
降
り
ら
れ
る
時
に
、
「
あ
な
た
の
仰
る
と
お
り
方
便
で
す
が
、
方
便
な
り
が
違
い
ま

す
。
無
上
の
方
便
で
す
。
」
と
、
こ
う
云
わ
れ
た
。
こ
う
い
う
話
が
藤
代
先
生
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
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は
た
ら

た
。
無
上
の
方
便
。
こ
の
こ
と
一
つ
で
、
す
べ
て
の
人
が
往
生
成
仏
で
き
る
、
こ
の
上
も
な
い
大
き
な
用
き
を
し

て
く
だ
さ
る
の
が
浄
土
真
宗
。
そ
れ
は
、
「
本
願
を
信
じ
念
仏
申
せ
ば
仏
に
な
る
。
」
と
い
う
一
言
で
す
。
『
歎
異

抄
』
に
そ
う
出
て
お
り
ま
す
。

他
力
真
実
の
む
ね
を
あ
か
せ
る
も
ろ
も
ろ
の
聖
教
は
、
本
願
を
信
じ
、
念
仏
を
も
う
さ
ば
仏
に
な
る
。

（
『
歎
異
抄
』
六
三
一
頁
Ｌ
―
九
）

我
々
は
、
一
体
何
を
目
標
に
し
て
生
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
局
、
名
を
残
す
と
い
う
こ
と
を
目
標

に
生
き
て
い
る
と
い
う
答
え
が
多
い
の
で
す
。
「
虎
は
死
し
て
皮
を
留
め
、
人
は
死
し
て
名
を
残
す
。
」
人
は
死

し
て
名
を
残
す
。
こ
の
世
に
名
を
残
す
と
い
う
つ
も
り
で
、
一
生
懸
命
、
私
の
身
体
は
一
〇
〇
年
内
外
の
こ
と
だ

か
ら
、
身
体
を
永
遠
に
残
す
わ
け
に
い
か
な
い
か
ら
、
あ
の
人
は
一
生
の
間
に
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
、
人
に
は

で
き
な
い
こ
と
を
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
具
合
に
し
て
、
政
治
家
は
政
治
家
、
芸
術
家
は
芸
術
家
、
あ
る

い
は
、
学
者
は
学
者
と
し
て
、
名
を
残
す
。
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
な
ら
、
金
メ
ダ
ル
と
取
っ
た
素
晴
ら
し
い
人
だ
と
い

う
よ
う
に
名
を
残
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
目
標
に
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
答
え
が
、
普
通
常
識
的
な
答
え
で
す
。

し
か
し
、
名
を
残
せ
る
人
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
の
で
す
。

私
は
、
記
憶
力
が
鈍
い
も
の
で
す
か
ら
、
電
子
辞
典
を
持
っ
て
歩
い
て
い
る
の
で
す
。
解
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
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ば
こ
れ
で
引
く
の
で
す
。
こ
の
中
で
個
人
の
名
前
を
引
い
て
も
わ
ず
か
な
も
の
で
す
。
わ
ず
か
な
政
治
家
と
か
、

芸
術
家
と
か
、
学
者
の
名
前
は
出
て
ま
い
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
ず
か
な
も
の
で
す
。
一
般

の
人
は
亡
く
な
っ
て
、
親
類
の
人
と
か
、
あ
る
い
は
友
達
の
人
が
、
し
ば
ら
く
覚
え
て
い
て
く
れ
る
と
い
う
程
度

の
こ
と
で
す
。
ほ
と
ん
ど
名
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
で
な
い
と
い
う
の
が
、
真
宗
の
教
え
で
す
。
我
々
は
、
本
願
を
信
じ
念
仏
申

す
身
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ら
、
皆
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
る
の
だ
と
。
命
終
わ
っ
た
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な

は
た
ら

る
の
だ
と
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
人
を
救
う
用
き
を
さ
せ
て
も
ら
う
。
こ
れ
が
還
相
回
向
で
す
。

還
相
回
向
と
い
う
の
は
、
中
国
の
曇
鸞
大
師
が
云
い
出
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
非
常
に
大
事

に
さ
れ
て
、
我
々
が
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
自
分
一
人
が
も
う
こ
れ
で
た
す
か
っ
た
の
だ
と
い

っ
て
、
そ
こ
で
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
か
、
寝
込
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
人
は
必
ず

浄
土
か
ら
還
っ
て
、
浄
土
を
知
ら
な
い
人
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
道
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
人
に
勧
め
て
浄
土
に

は
た
ら

生
ま
れ
る
人
に
な
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
還
相
回
向
、
そ
の
用
き
を
さ
せ
て
も
ら
う
。
そ
れ
は

は
た
ら

は
た
ら

永
遠
な
る
用
き
。
我
々
の
人
生
は
、
わ
ず
か
五
〇
年
か
ら
一
〇
〇
年
の
間
で
す
け
れ
ど
、
還
相
回
向
と
い
う
用
き

は
た
ら

は
永
遠
に
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
用
き
を
我
々
が
さ
せ
て
も
ら
え
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う

い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
れ
た
方
が
、
親
鸞
聖
人
で
す
。

私
た
ち
が
本
山
に
お
参
り
す
る
。
七
五
〇
回
忌
な
ら
七
五
〇
回
、
毎
年
の
報
恩
講
に
お
参
り
を
す
る
。
門
に
真
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み

た
ま

や

宗
本
廟
と
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
本
廟
と
は
日
本
語
で
云
え
ば
、
御
霊
屋
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
の

御
精
神
が
こ
こ
に
お
ら
れ
る
。
お
姿
は
亡
く
な
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
御
精
神
、
つ
ま
り
浄
土
真
宗
と

み

た
ま

や

い
う
、
こ
の
教
え
の
精
神
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
本
願
寺
の
本
廟
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
御
霊
屋
と
し
て
納
ま
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
本
願
寺
と
い
う
お
寺
を
本
山
と
し
て
、
我
々
は
仰
い
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
た

み

た
ま

や

だ
の
本
山
と
い
う
の
と
は
違
う
の
で
す
。
そ
の
親
鸞
聖
人
の
御
霊
屋
に
、
我
々
が
お
参
り
を
し
て
、
そ
し
て
、
聖

人
の
勧
め
ら
れ
た
他
力
の
信
心
を
一
人
一
人
が
頂
い
て
、
我
々
が
亡
く
な
っ
て
も
滅
び
な
い
と
こ
ろ
の
、
終
わ
ら

な
い
と
こ
ろ
の
精
神
生
活
を
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
私
は
、

報
恩
と
い
う
こ
と
の
具
体
化
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
で
、
少
し
前
に
申
し
上
げ
ま
し
た
こ
と
を
、
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
み
ま
す
と
、
皆
さ
ん
、
『
正
信
偈
』

を
毎
日
お
勤
め
す
る
で
し
ょ
う
。
お
勤
め
を
す
る
の
は
、
『
正
信
偈
』
で
す
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
習

慣
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
実
は
、
『
正
信
偈
』
を
作
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
如

来
と
七
高
僧
の
教
え
の
御
恩
と
い
う
も
の
を
深
く
感
じ
て
、
そ
し
て
『
正
信
偈
』
を
お
作
り
に
な
ら
れ
た
。
「
唯

可
信
斯
高
僧
説
」
。
唯
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
。
高
僧
の
説
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
書
い
て
お
り
ま
す
よ
う

に
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
救
い
と
い
う
こ
と
を
、
各
時
代
で
身
を
以
て
顕
し
て
下
さ
っ
た
の
が
七
高
僧
。
そ
の
高

僧
の
説
を
深
く
信
ず
べ
し
と
い
う
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
。
「
帰
命
無
量
寿
如
来
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
唯
可
信

斯
高
僧
説
」
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
の
『
正
信
偈
』
を
お
勤
め
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
忘
れ
て
い
た
仏
の
御
恩
と
い
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う
も
の
を
、
い
つ
も
お
勤
め
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
精
神
生
活
の
中
心
と
し
て
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
も

ら
う
と
い
う
こ
と
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
第
一
番
目
の
「
大
無
量
寿
経

真
実
の
教

浄
土
真
宗
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
『
正
信
偈
』
は
、
『
大

無
量
寿
経
』
の
讃
歌
で
あ
る
。
『
浄
土
論
』
は
、
『
三
部
経
』
の
讃
歌
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
正
信
偈
』
は
、
『
大

無
量
寿
経
』
の
讃
歌
で
あ
る
。
本
願
の
御
法
を
、
こ
の
六
〇
行
一
二
〇
句
の
『
正
信
偈
』
で
以
て
顕
か
に
示
し
て

下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
申
し
上
げ
て
、
第
一
席
目
に
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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〈
休

憩
〉

こ
の
資
料
を
見
て
頂
き
ま
す
。
（
二
）
と
し
て
、
選
択
本
願
す
な
わ
ち
第
十
八
願
、
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
お
手

紙
、
『
末
燈
鈔
』
と
か
、
あ
る
い
は
、
『
高
僧
和
讃
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

浄
土
宗
の
な
か
に
、
真
あ
り
仮
あ
り
。
真
と
い
う
は
、
選
択
本
願
な
り
。
仮
と
い
う
は
、
定
散
二
善
な
り
。

選
択
本
願
は
浄
土
真
宗
な
り
。
定
散
二
善
は
方
便
仮
門
な
り
。
浄
土
真
宗
は
大
乗
の
な
か
の
至
極
な
り
。

（
『
末
燈
鈔
』
六
〇
一
頁
Ｌ
―
九
）

難
し
い
言
葉
が
ず
っ
と
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り

本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

選
択
本
願
の
べ
た
ま
う

（
『
高
僧
和
讃
』
四
九
八
頁
中
段
―
二
）

せ
ん
じ
ゃ
く

私
解
と
し
ま
し
て
、
選
択
本
願
は
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
本
願
に
対
す
。
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
選

択

せ
ん
た
く

せ
ん
た
く

と
い
う
の
は
、
選
択
と
い
う
普
通
の
我
々
が
使
っ
て
お
り
ま
す
選
択
と
い
う
、
選
ぶ
と
い
う
こ
と
と
同
じ
字
で
あ
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り
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は
、
「
せ
ん
じ
ゃ
く
」
と
濁
っ
て
読
み
ま
す
。
浄
土
宗
で
は
、
「
せ
ん
ち
ゃ
く
」
と
濁
ら

せ
ん
じ
ゃ
く

な
い
で
読
み
ま
す
。
ど
う
い
う
わ
け
か
私
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
選
択
と
い
う
こ
と
は
、
仏
の
智

せ
ん
た
く

慧
で
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
選
択
す
る
と
い
う
の
は
、
自
分
の
都
合
で
、
自
分
は
こ
れ
が
良
か
ろ

せ
ん
た
く

う
と
思
っ
て
選
択
す
る
。
今
日
の
時
代
は
、
も
の
が
町
に
溢
れ
て
い
て
、
自
分
の
好
み
に
応
じ
、
自
分
の
要
求
に

応
じ
た
も
の
を
、
自
分
で
選
ん
で
買
う
と
い
う
の
が
普
通
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
我
々
の
精
神
生
活
と
い
う
の
は
、
何
を
選
ん
で
精
神
生
活
を
す
る
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
題
で

す
ね
。
そ
れ
は
も
の
を
選
ぶ
よ
う
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

一
番
大
き
な
問
題
は
、
民
族
信
仰
で
す
。
民
族
信
仰
と
い
う
の
は
、
日
本
で
云
う
神
道
で
す
ね
。
私
は
三
重
県

の
生
ま
れ
で
す
が
、
伊
勢
神
宮
は
、
今
年
は
新
し
い
造
作
が
出
来
て
、
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
、
二
〇
年
に
一
遍
、

新
し
い
本
殿
が
出
来
上
が
っ
て
、
そ
こ
へ
御
神
体
を
移
す
。
テ
レ
ビ
で
ご
覧
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
伊
勢
神
宮

が
大
体
、
日
本
の
国
家
神
道
の
中
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

だ
け
ど
、
そ
こ
に
は
先
祖
神
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
救
済
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
祈
祷
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
救
済
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
こ
の
頃
伊
勢
神
宮
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

二
、
三
年
前
に
一
遍
、
ち
ょ
っ
と
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
社
務
所
に
行
っ
た
ら
、
安
産
の
お
守
り
は
い
く

ら
、
何
の
お
守
り
は
い
く
ら
と
、
札
が
か
か
っ
て
お
り
ま
す
。
祈
祷
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
救
済
と
い
う
こ

と
は
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
や
は
り
、
民
族
信
仰
と
い
う
の
が
、
非
常
に
根
が
深
い
の
で
す
。
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け
い
し
ん
す
う

そ

我
々
は
敬
神
崇
祖
と
い
う
こ
と
で
教
え
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
神
を
敬
い
、
祖
先
を
敬
う
。
こ
れ
は
日
本
国

民
と
し
て
大
事
な
こ
と
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
私
な
ど
戦
中
派
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
教
育
を
受
け
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
も
う
、
外
国
に
行
っ
た
ら
通
用
し
な
い
の
で
す
。
隣
の
韓
国
に
行
っ
て
も
、
中
国
に
行
っ
て
も
、

日
本
の
神
道
な
ん
て
い
う
の
は
、
戦
争
を
奨
励
す
る
よ
う
な
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
嫌
悪
し
て
い
る
。

伊
勢
神
宮
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
靖
国
神
社
に
首
相
が
参
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
非
常
に
批
判
的
で

あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
民
族
宗
教
と
浄
土
真
宗
は
違
う
。
民
族
の
如
何
を
問
わ
ず
、
性
別
の
如
何
を
問
わ
ず
、
『
歎
異
抄
』

第
一
条
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
（
六
二
六
頁
Ｌ
―
八
）
、
こ
れ
は

な
に
も
老
少
善
悪
だ
け
で
は
な
く
て
、
民
族
の
如
何
を
問
わ
ず
、
男
女
の
如
何
を
問
わ
ず
、
一
切
の
差
別
は
全
く

必
要
な
い
。
絶
対
平
等
の
救
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
が
本
願
の
救
い
で
あ
る
。
他
力
と
い
う
の
は
本
願
力
で
す
。

『
行
巻
』
に
、
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
。
」
と
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
他
力
と
い
う
の

は
、
非
常
に
誤
解
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
他
の
力
を
借
り
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
未
だ
に
使
っ
て
い
る
人

が
い
ま
す
。
他
力
と
い
う
の
は
、
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
は
っ
き
り
さ
せ
て
頂
く
。
全

て
の
人
を
本
願
に
よ
っ
て
救
い
尽
く
し
た
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
法
蔵
菩
薩
の
大
き
な
お
力
が
、
こ
の
本
願
力
と

は
た
ら

し
て
用
い
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
因
は
本
願
で
あ
り
、
果
は
仏
力
で
あ
る
。
因
果
を
合
わ
せ
て
、
本
願
力
と
こ

う
云
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
っ
と
こ
の
『
聖
典
』
を
見
て
頂
き
ま
す
。
『
行
巻
』
の
終
り
の
方
で
す
。
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他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
。

『
論
』
（
論
註
）
に
曰
わ
く
、
「
本
願
力
」
と
言
う
は
、
大
菩
薩
、
法
身
の
中
に
し
て
常
に
三
昧
に
ま
し
ま

し
て
、
種
種
の
身
・
種
種
の
神
通
・
種
種
の
説
法
を
現
じ
た
ま
う
こ
と
を
示
す
。
み
な
本
願
力
よ
り
起
こ
る
を

も
っ
て
な
り
。

（
『
教
行
信
証
』
『
行
巻
』
一
九
三
頁
Ｌ
―
六
）

じ

ね
ん

じ

ね
ん

こ
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
自
然
の
力
。
計
ら
わ
な
い
自
然
の
力
。
先
程
申
し
ま
す
よ
う
に
、
覚

如
上
人
が
留
守
職
を
辞
め
て
、
別
当
職
に
な
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
時
の
寺
の
名
を
本
願
寺
と
す
る
と
ご

自
分
で
決
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
関
東
の
門
弟
は
非
常
に
反
対
し
て
、
あ
く
ま
で
も
留
守
職
で
あ
っ
て
も

ら
い
た
い
と
云
っ
た
の
で
す
が
、
覚
如
上
人
は
そ
れ
を
否
定
さ
れ
て
、
本
願
寺
を
建
て
て
、
別
当
職
、
代
表
役
員

に
な
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
報
恩
講
を
勤
め
る
に
つ
い
て
、
『
報
恩
講
私
記
』
と
い
う
も
の
を
お
作
り
に
な
ら
れ
た
。
『
聖
典
』

を
お
持
ち
の
方
は
今
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
見
て
頂
き
た
い
で
す
。
私
記
と
は
、
私
の
記
と
書
い
て
あ
る
が
、
実

は
、
お
式
文
。
報
恩
講
の
時
に
、
儀
式
を
勤
め
る
意
味
を
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
御
文
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う

わ
け
か
、
私
の
記
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
報
恩
講
私
記
』
の
中
に
、
親
鸞
聖
人
の
お
徳

と
い
う
も
の
を
、
三
つ
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
七
三
八
頁
、『
報
恩
講
私
記
（
式
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文
）
』
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
で
、
私
の
記
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
私
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
普
通
は
お
式
文
と
し
て
、
皆
、
覚
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
七
三
八
頁
の
後
ろ
か
ら
五
行

目
、

一
つ
に
は
真
宗
興
行
の
徳
を
讃
じ
、
二
つ
に
は
本
願
相
応
の
徳
を
嘆
じ
、
三
つ
に
は
滅
後
利
益
の
徳
を
述
す
。

（
『
報
恩
講
私
記
（
式
文
）
』
Ｌ
―
一
一
）

こ
の
三
つ
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
お
徳
と
い
う
の
は
何
か
と
云
い
ま
す
と
、
浄
土
真
宗
を
開
か

ま
こ
と

そ
こ

れ
た
。
こ
れ
が
第
一
の
徳
で
す
。
浄
土
宗
の
真
の
意
味
、
真
の
底
を
顕
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、『
教
行
信
証
』

を
著
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
浄
土
真
宗
の
立
教
開
宗
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
然
上
人
に
背
い
て
、
浄
土
真
宗

を
立
教
開
宗
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
法
然
上
人
の
浄
土
宗
の
真
の
意
義
を
顕
か
に
す
る
た
め
に
、
浄
土

は
い

し

じ

り
ゅ
う

真
宗
を
立
教
開
宗
さ
れ
た
。
背
師
自
立
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
師
に
背
い
て
自
ら
を
立
て
る
と
い
う
の
で

は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
法
然
上
人
の
教
え
の
真
の
意
義
を
顕
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
『
教
行
信
証
』
を
お

作
り
に
な
っ
た
。

せ
い
か
ん
ぼ
う
げ
ん

ち

ず
い
じ
ゅ
う
じ
っ
き
ん

法
然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
勢
観
房
源
智
と
い
う
随
従

昵
近
の
弟
子
が
、
法
然
上
人
の
命
日
に
、
智

恩
講
と
い
う
も
の
を
勤
め
た
。
そ
れ
は
、
法
然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
す
ぐ
の
こ
と
で
す
。
覚
如
上
人
は
、
そ
の
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こ
と
に
一
つ
は
思
い
を
寄
せ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
勢
観
房
源
智
の
場
合
は
、
知
恩
院
の
知
恩
で
す
ね
。
知

る
と
恩
で
、
知
恩
講
。
そ
れ
に
対
し
て
覚
如
上
人
は
、
報
恩
講
と
名
付
け
ら
れ
た
。

そ
の
御
恩
を
報
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
三
つ
の
徳
と
い
う
も
の
を
、
我
々
が
顕
か
に
自
分
の
こ
と
と
し
て

い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
真
宗
の
興
行
の
徳
だ
と
云
わ
れ
る
。
興
行
と
い
う
と
今
は
、
演
芸
の
方
で
興

行
と
い
う
こ
と
を
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
を
興
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
が
興
行
で
す
。

そ
れ
か
ら
二
番
目
に
は
、
本
願
相
応
の
徳
。
そ
れ
は
、
本
願
と
別
の
意
味
で
浄
土
真
宗
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
絶
対
に
な
い
の
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
相
応
し
て
、
我
々
が
信
心
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
た
だ
く

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
本
願
相
応
の
徳
、
そ
の
模
範
を
示
さ
れ
た
の
が
、
親
鸞
聖
人
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、『
教

行
信
証
』
に
は
『
教
巻
』
、
『
行
巻
』
の
後
に
、
『
信
巻
』
、
『
証
巻
』
、
『
真
仏
土
巻
』
、
『
化
身
土
巻
』
と
い
う
四
巻

が
あ
る
。
『
教
』
、
『
行
』
の
二
巻
は
、
伝
承
の
巻
。
こ
れ
は
、
釈
尊
か
ら
七
高
僧
に
至
る
ま
で
、
ず
っ
と
長
い
間

の
教
え
が
こ
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
、
伝
え
ら
れ
て
私
の
所
ま
で
来
ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
顕
し
て
、

そ
の
結
び
に
、
『
正
信
偈
』
を
作
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
『
教
行
信
証
』
は
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

そ
の
行
の
徳
と
い
う
も
の
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
徳
に
よ
っ
て
、
信
心
を
我
々
が
は
っ
き
り
さ
せ
て
頂
く
。
そ
の
南

無
阿
弥
陀
仏
の
徳
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
本
願
の
徳
で
す
。
す
べ
て
の
人
を
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
の

は
た
ら
用
き
で
救
い
取
り
た
い
と
い
う
、
こ
の
徳
を
私
一
人
が
た
め
と
い
た
だ
く
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
な
か
な
か
難
し
い
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で
す
ね
。

聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
に
は
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た

め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け

る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
、
「
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫

よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
し
ず
み
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
」
（
散
善
義
）
と

い
う
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
わ
せ
お
わ
し
ま
さ
ず
。
さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、

わ
れ
ら
が
、
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
え
る

を
、
お
も
い
し
ら
せ
ん
が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
。
ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い
う
こ
と
を
ば
さ
た
な
く
し
て
、

わ
れ
も
ひ
と
も
、
よ
し
あ
し
と
い
う
こ
と
を
の
み
も
う
し
あ
え
り
。

聖
人
の
お
お
せ
に
は
、
「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
如
来
の
御
こ
こ

ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し

と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、

火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た

だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
こ
そ
お
お
せ
は
そ
う
ら
い
し
か
。（

『
歎
異
抄
』
六
四
〇
頁
Ｌ
―
七
）
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親
鸞
聖
人
が
御
述
懐
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
唯
円
大
徳
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
御
述
懐
と
い
う
こ
と
は
、

常
の
仰
せ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
公
式
の
席
上
で
、
人
に
聴
か
せ
る
と
い
う
よ
う
な
場
所
で
云
わ
れ
た
の
と
は

違
っ
て
、
独
り
言
の
よ
う
に
し
て
、
い
つ
も
云
っ
て
お
ら
れ
た
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ

ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
、
私
の
よ
う
な
も
の
の
為
に
本
願
を
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
さ

れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
」
、
そ
く
ば
く
と
は
、
多
く
の
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
多
く
の
業
の
果
で
苦
し
ん
で

い
る
と
。
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
」
、
私
は
そ
う
い
う
身
で
あ
り
ま
す
と
。
そ
の
身

を
救
済
し
よ
う
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
、
頂
い
て
お
ら
れ
る
。

私
た
ち
は
そ
こ
ま
で
私
一
人
が
た
め
な
り
と
、
こ
う
い
た
だ
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い

こ
と
が
多
い
。
教
義
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
私
一
人
が
た
め
な
り
け
り
と
、
深
く
い
た
だ
く
こ
と

は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。

そ
れ
を
唯
円
大
徳
が
、
「
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
、
『
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ

り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
し
ず
み
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
』
（
散
善
義
『
聖
典
』

二
一
五
頁
Ｌ
一
五
）
と
い
う
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
わ
せ
お
わ
し
ま
さ
ず
。
」
、
機
の
深
信
に
一
つ
も
そ
ぐ
わ

な
い
の
だ
と
。
親
鸞
一
人
が
た
め
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
よ
う
な
罪
悪
の
深
い
、
つ
ま
り
、
仏
の
教
え
ら
れ
て
い

る
法
に
背
い
て
い
る
私
だ
と
い
う
こ
と
を
深
く
知
ら
せ
て
頂
い
て
、
本
願
を
唯
一
の
依
り
処
と
し
て
生
き
る
と
い
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う
こ
と
を
、
親
鸞
聖
人
が
お
示
し
下
さ
っ
た
。
こ
う
唯
円
大
徳
は
受
け
止
め
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
私
は
非
常
に
大

事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
後
序
の
お
言
葉
で
す
。
ち
ょ
っ
と
開
け
て
み
て
下
さ
い
。
六
四
〇
頁
で

す
。
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
に
は
、
」
と
い
う
の
は
、
七
行
目
で
す
。
そ
の
後
に
、
「
善
導
の
、
『
自
身
は
こ
れ

現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
し
ず
み
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な

き
身
と
し
れ
』
（
散
善
義
）
と
い
う
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
わ
せ
お
わ
し
ま
さ
ず
。
」
。

つ
ま
り
、
機
の
深
信
と
い
う
も
の
を
徹
底
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
五
劫
思
惟
の
本
願
は
ひ
と
え
に
親

鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
と
い
た
だ
か
れ
た
の
だ
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
見
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
唯
円
大
徳
は
、
「
さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ
ら
が
、
身
の
罪
悪

の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
え
る
を
、
お
も
い
し
ら
せ
ん

が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
。
」
親
鸞
聖
人
は
、
何
も
人
に
教
え
る
た
め
に
云
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
一

人
が
た
め
な
り
と
歓
ば
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
い
た
唯
円
大
徳
が
、
我
々
が
本
願
の
深
い
意
味
を
知
ら
ず
し
て
迷
っ

て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
云
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
、

教
え
よ
う
と
し
て
云
わ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
深
い
教
え
と
し
て
唯
円
大
徳
に
受
け
と
め
ら
れ

て
、
そ
し
て
、
今
日
我
々
が
、
『
歎
異
抄
』
の
お
言
葉
と
し
て
、
そ
れ
を
頂
い
て
い
る
。

親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
と
い
う
こ
と
は
、
私
一
人
が
た
め
な
り
と
、
自
分
が
受
け
止
め
て
い
る
か
ど
う
か

が
問
題
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
「
他
力
と
い
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
。
」
と
、
い
つ
も
本
願
力
を
受
け
て
、
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私
は
目
覚
め
て
生
か
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
が
本
山
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
わ
ず
か
三
、
四
年
の
間
に
、
高
倉
会
館
で
法
話
を
し
て
く
れ
と
い
う
こ
と
が
、

さ

い

さ

何
回
か
あ
り
ま
し
た
。
私
は
そ
の
時
の
題
に
、
「
覚
め
て
生
き
る
」
と
い
う
題
に
し
た
。
覚
め
て
と
い
う
の
は
、

さ

い

自
覚
の
覚
の
字
で
す
。
「
覚
め
て
生
き
る
」
と
い
う
題
で
話
を
し
た
ら
、
私
の
次
の
週
の
日
曜
講
演
の
人
が
そ
れ

さ

い

さ

ひ

を
誤
解
し
て
、
「
冷
め
て
生
き
る
」
、
熱
い
も
の
が
冷
め
る
と
い
う
、
冷
え
る
と
い
う
ふ
う
に
誤
解
し
て
、
私
を

批
判
さ
れ
た
。
私
は
そ
の
話
を
後
ろ
で
聞
い
て
い
て
、
覚
め
て
生
き
る
と
い
う
の
は
、
覚
の
字
だ
と
い
う
こ
と
を
、

は
っ
き
り
強
調
し
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
覚
め
る
と
い
う
の
は
、
冷
や
し
中
華
の
冷
め

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
目
覚
め
て
生
き
る
。
今
ま
で
目
覚
め
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
、
煩
悩
生
活
を
し
て
い
た
私

が
、
本
願
力
に
よ
っ
て
目
覚
め
て
生
き
る
生
き
方
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う

い
う
こ
と
で
す
。
覚
め
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
自
分
に
思

わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
保
温
し
て
い
た
も
の
が
冷
め
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
あ
く
ま
で
も
冷

静
な
心
を
取
り
戻
し
て
、
つ
ま
ら
な
い
煩
悩
の
こ
と
で
興
奮
し
て
い
た
も
の
が
、
浄
土
を
願
う
と
い
う
心
を
起
こ

さ
せ
て
頂
く
。
そ
の
背
景
に
選
択
本
願
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
選
択
と
は
、
仏
の
力
で
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
我
々
で
選
ぶ
力
は
な
い
の
で
す
。
我
々
は
煩
悩
で
も
の
を
選
択
す
る
の
で
す
か
ら
、
仏
の
智
慧
で
本
願
を
選

ぶ
と
い
う
よ
う
な
深
い
こ
と
は
、
我
々
凡
夫
に
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
で
き
な
い
我
々
に
対
し
て
、
本
願
を
選

ん
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
た
す
け
て
い
た
だ
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
顕
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
選
択
本
願
が
、
浄
土
真
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宗
で
あ
る
。

定
散
二
善
と
い
う
の
は
、
我
々
が
自
分
の
力
で
感
情
を
統
一
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
意
志
を
統
一
し
た
り
し
て
、

自
分
の
心
を
平
静
に
し
て
、
浄
土
を
心
に
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
教
え
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
『
観
経
』
の

表
に
説
か
れ
て
い
る
教
え
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
方
便
で
あ
る
。
問
題
は
、
感
情
も
意
志
も
統
一
で
き

な
い
、
自
分
の
力
で
は
統
一
で
き
な
い
、
愚
か
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
深
く
知
っ
て
、
本
願
を
唯
一
の
依

り
処
と
し
て
生
か
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
こ
れ
が
選
択
本
願
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
も
と
は
、
如
来
の
本
願

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
顕
か
に
し
て
下
さ
っ
た
。
選
択
本
願
は
、
浄
土
真
宗
で
あ
る
と
云
わ
れ
た
の
は
、
そ
う

い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

予
定
さ
れ
た
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
ご
質
疑
な
り
、
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
引
き
続
い
て
承
り
ま
す
。
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〈
座

談
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（
司
会
）

先
生
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
非
常
に
大
事
な
お
話
を
、
分
か
り
や
す
く
い
た
だ
い
た
と
思
い

ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
親
鸞
聖
人
や
真
宗
の
こ
と
、
選
択
本
願
の
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
資
料
な
ど
も

巷
に
大
変
出
回
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
気
に
入
っ
た
も
の
を
買
っ
て
、
読
ん
で
み
た
り
、
勉
強
さ
れ
て

い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
是
非
こ
の
機
会
に
、
先
生
に
こ
ん
な
こ
と
聞
い
て
み
た
い
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
遠
慮
な
く
手
を
挙
げ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

（
小
島
）

先
生
、
今
日
は
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
、
機
、
機
法
一
体
と
か
、
機
の
深
信
と
か
に
使
わ

れ
る
機
、
そ
れ
が
ど
う
も
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
機
と
い
う
の
は
、
我
が
身
、
生
身
の
こ
の

我
が
身
と
か
、
煩
悩
欲
望
を
抱
え
て
い
る
わ
が
身
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

（
先
生
）

は
い
、
そ
う
で
す
。
た
だ
、
そ
の
機
と
法
と
い
う
こ
と
は
、
真
宗
の
独
特
の
用
語
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

法
と
い
う
の
は
、
我
々
を
助
け
る
御
法
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
を
私
の
一

人
の
た
め
と
受
け
と
め
せ
て
い
た
だ
く
の
が
、
機
の
自
覚
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
機
の
深
信
と
い
う
こ
と

を
、
中
国
の
善
導
大
師
が
教
え
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
は
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ

れ
は
、
何
も
国
家
の
法
に
背
い
て
、
刑
事
的
な
罪
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
の
と
は
、
全
然
違
う
の
で
す
。

そ
れ
は
、
法
の
道
理
に
背
い
た
、
我
執
と
煩
悩
で
生
き
て
お
る
私
と
い
う
こ
と
で
す
。
罪
を
作
っ
て
生
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き
て
い
る
。
罪
を
作
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
と
、
仏
に
背
を
向
け
て
生
き
て
い
る
私
だ
と
い
う
こ
と

に
自
覚
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
先
程
申
し
上
げ
た
、
覚
め
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
決
し
て
、
冷
え
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
覚
を
す
る
。
罪
悪
生
死
の
凡
夫

と
い
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
得
難
い
わ
け
で
す
。
な
ん
か
自
分
を
悪
く
思
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
劣

等
感
と
い
う
も
の
と
混
同
し
て
し
ま
う
。
機
の
深
信
は
、
劣
等
感
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
優
越
感

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
私
自
身
の
現
実
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
機
の
深
信
と

深
く
信
ず
る
と
、
こ
う
真
宗
の
特
別
の
言
葉
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

（
小
島
）

わ
か
り
ま
し
た
。
ど
う
も
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
司
会
）

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
け
て
お
一
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
、
ど
う
ぞ
。

（
松
村
）

今
、
原
発
の
こ
と
と
か
、
政
治
と
か
、
外
交
の
こ
と
と
か
で
、
い
つ
も
心
の
底
の
と
こ
ろ
に
不
安
が

あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
、
本
当
に
信
心
を
い
た
だ
い
て
、
覚
め
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
出
来

れ
ば
、
そ
う
い
う
不
安
と
い
う
の
は
な
く
な
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
先
生
）

聴
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
翻
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
回
心
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で

す
。
回
心
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
常
識
的
に
自
我
と
煩
悩
を
中
心
に
し
て
、
う
ま
く
生
き
る
と
い
う

こ
と
し
か
考
え
て
な
か
っ
た
も
の
が
、
如
来
の
本
願
を
依
り
処
と
し
て
、
浄
土
を
願
う
精
神
生
活
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
頷
け
る
。
心
が
翻
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
回
向
に
よ
っ
て
出
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来
る
。
如
来
の
回
向
、
お
力
に
よ
っ
て
そ
れ
が
出
来
る
。
で
す
か
ら
、
一
生
涯
に
必
ず
一
度
、
回
心
す

る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
、
『
歎
異
抄
』
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
反
省
と
回

心
と
は
違
う
の
で
す
。
反
省
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
も
う
二
度
と
し
な
い
と
云
っ
て
反
省
す
る
の
が
、
普

通
の
反
省
で
す
が
、
回
心
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
生
き
方
が
引
っ
く
り
返
っ
て
、
本
願
に
よ
っ
て
浄

土
を
願
う
人
間
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
回
心
と
い
う
こ
と
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。
以
上
で
す
。

（
淡
海
）

先
生
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
、
浄
土
真
宗
を
立
教
開
宗
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
『
教
行

信
証
』
を
親
鸞
聖
人
が
著
わ
さ
れ
た
と
い
う
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
『
教
行
信
証
』
を
少
し
読
ま
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
中
で
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
。

『
教
行
信
証
』
の
中
の
、
二
四
二
頁
の
一
番
最
後
の
行
に
、
「
『
心
』
は
即
ち
慮
知
な
り
。
」
と
い
う
言

葉
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
心
、
こ
こ
ろ
は
す
な
わ
ち
慮
知
な
り
。

私
は
、
こ
の
言
葉
が
と
て
も
気
に
な
っ
て
い
て
、
勝
手
に
自
分
で
は
、
こ
の
心
と
い
う
の
は
、
私
た
ち

の
心
と
い
う
の
は
、
慮
知
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
思
慮
分
別
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
た
の
で
、
私
の

心
は
即
ち
す
ご
く
思
慮
分
別
す
る
よ
う
に
思
っ
た
の
で
す
ね
。
機
の
深
信
的
な
見
方
で
、
私
に
対
し
て

い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
の
で
す
。
よ
く
読
ん
で
み
れ
ば
、
こ
の
心
は
菩
提
心
を
い
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
、
菩
提
心
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
慮
知
な
り
と
、
ど
う
し
て
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そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
。

（
先
生
）

こ
れ
は
、
聖
道
門
の
『
摩
訶
止
観
』
の
中
か
ら
使
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
が
こ
こ

に
引
用
さ
れ
た
意
味
は
、
慮
知
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
の
引
用
さ
れ
た
お
心
を
い
た
だ
く
と
、
我
が

は
た
ら

身
を
本
願
の
用
き
に
よ
っ
て
深
く
深
く
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
私
は
思
わ
せ
て
い

た
だ
く
。
私
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、
こ
う
い
う
自
分
の
常
識
的
判
断
で
は
な
く
て

で
す
ね
、
菩
提
心
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
、
成
仏
す
る
道
を
求
め
る
求
道
者
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
深
く
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
。

（
淡
海
）

そ
う
し
ま
す
と
、
今
お
話
を
伺
っ
た
、
本
願
力
の
回
向
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
と
れ
ば
い

い
の
で
す
ね
。

（
先
生
）

そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
淡
海
）

こ
の
文
章
が
、
前
後
の
段
落
の
と
こ
ろ
に
急
に
入
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
難
し
い
で
す
。

（
先
生
）

『
教
行
信
証
』
は
難
し
い
で
す
。
そ
れ
は
、
後
の
方
と
も
関
係
が
あ
る
の
で
す
ね
。
横
超
断
四
流
と

い
う
。
横
超
断
四
流
と
い
う
の
は
、
横
様
に
と
い
う
の
は
、
自
力
に
対
し
て
他
力
を
あ
ら
わ
す
の
が
、

横
様
に
と
い
う
こ
と
で
す
。
欲
・
有
・
見
・
無
明
と
い
う
四
つ
の
迷
い
を
乗
り
越
え
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
、
こ
れ
が
横
超
断
四
流
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
導
か
れ
る
意
味
に
お
い
て
、
『
涅
槃
経
』

（
二
四
四
頁
Ｌ
一
〇
）
を
入
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
深
く
深
く
自
分
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
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と
を
、
慮
知
（
二
四
二
頁
Ｌ
一
六
）
と
い
う
こ
と
だ
と
、
私
は
了
解
し
て
お
り
ま
す
。

（
淡
海
）

そ
う
で
す
か
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
引
っ
か
か
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
お
聞
き
し

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

（
先
生
）

菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
、
自
力
で
菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。

（
淡
海
）

法
然
上
人
と
明
恵
上
人
の
菩
提
心
の
理
解
も
違
い
ま
す
よ
ね
。

（
先
生
）

如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
、
初
め
て
自
分
は
成
仏
す
る
身
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
成
仏
す
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
こ
の
世
に
言
葉
の
わ
か
る
人
間
と
し
て
、
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
だ
と
い
う

こ
と
に
気
が
付
か
せ
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
そ
こ
ま
で
来
る
の
は
、
な
か
な
か
容

易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
淡
海
）

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
で
す
ね
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
我
が
身
は
、

本
当
に
。

（
先
生
）

南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
気
が
付
か
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。

（
岡
田
）

先
生
、
今
日
の
ご
法
話
、
有
り
難
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
よ
う
な
愚
禿
の
凡
夫
が
、

先
生
を
は
じ
め
、
多
く
方
々
に
お
育
て
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
今
現
在
が
あ
る
と
、
そ
れ
も
他
力
で
感

じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
先
程
か
ら
お
話
が
出
て
お
り
ま
す
、
善
導
大
師
の
機
の
深
信
で
す
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け
れ
ど
、
こ
れ
は
、
深
く
深
く
我
を
見
る
と
い
う
こ
と
だ
と
、
私
は
感
じ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の

感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
も
、
如
来
様
か
ら
賜
っ
た
も
の
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

（
先
生
）

如
来
の
回
向
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
全
く
気
付
か
な
か
っ
た
機
の
深
信
が
、
自
分
の
上
に
で
き
た
。
こ

れ
は
も
う
少
し
も
と
に
か
え
っ
て
お
話
し
申
し
ま
す
と
、『
観
経
』
に
三
心
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

至
誠
心
、
深
心
、
回
向
発
願
心
と
い
う
、
三
つ
の
心
と
い
う
も
の
が
、
『
観
経
』
に
出
て
く
る
の
で
す

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
釈
尊
は
、
何
も
詳
し
く
説
明
は
し
て
お
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
三
つ
の
心
が
あ
る

と
。
至
誠
と
は
、
誠
の
至
誠
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
深
心
と
は
深
い
心
。
回
向
発
願
心
と
は
、
発
願
を
起

こ
す
心
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
、
た
だ
そ
れ
だ
け
三
つ
を
挙
げ
ら
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
意
味
を
述
べ
て

お
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
、
『
観
経
』
で
は
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
意
味
は
こ
う
い
う
意
味
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
善
導
大
師
が
、
今
か
ら
千
何
百
年
昔
に
、
顕
か
に
し
て
下
さ
っ
た
の
が
、
『
観
経
』
の
三
心

釈
と
い
う
も
の
で
す
。
三
心
釈
と
い
う
の
は
、
釈
尊
が
説
明
も
何
も
し
て
お
ら
れ
な
い
三
つ
の
心
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
自
分
の
了
解
を
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
、
深
心
と
い
う
、
深
い
心
と
い
う
の

は
、
深
く
信
ず
る
心
だ
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
大
事
な
こ
と
で

す
。
深
い
心
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
非
常
に
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い
。
と
こ
ろ
が
善

導
大
師
は
、
深
く
信
ず
る
心
だ
と
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
い
う
も
の
に
分
け
ら

れ
る
。
も
っ
と
詳
し
く
云
う
と
、
七
深
信
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
で
大
事
な
の
が
、
第
一
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の
機
の
深
信
と
、
第
二
の
法
の
深
信
で
あ
る
。
機
の
深
信
と
い
う
の
は
、
自
身
を
深
信
す
る
。
自
分
を

深
く
知
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
『
愚
禿
鈔
』
の
中
に
そ
う
書
い
て
あ
る
（
四
四
〇
頁
Ｌ
―
四
）
。

自
身
を
深
信
す
る
。
自
分
を
高
く
評
価
し
て
、
人
に
認
め
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
長
い
間
し
て
き
た
自

分
、
あ
る
い
は
、
自
分
を
正
当
化
す
る
こ
と
だ
け
に
一
生
懸
命
に
な
っ
て
い
た
自
分
と
い
う
も
の
が
、

仏
法
の
鏡
に
照
ら
さ
れ
て
、
仏
の
教
え
に
顕
か
に
せ
ら
れ
た
法
の
用
き
に
背
い
て
い
た
私
で
あ
る
と
。

つ
ま
り
、
我
執
と
煩
悩
の
生
活
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
私
だ
と
い
う
こ
と
、
も
う
少
し
言
葉
を
変
え
て

云
う
な
ら
ば
、
迷
い
の
世
界
し
か
知
ら
な
か
っ
た
私
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
深
く
自
覚
さ
せ
て

い
た
だ
く
。

そ
れ
で
、
「
常
に
没
し
」
と
い
う
の
は
、
何
か
水
没
す
る
よ
う
な
具
合
に
、
空
中
に
あ
っ
た
も
の
が
水

の
中
に
沈
む
と
い
う
よ
う
な
具
合
に
、
文
字
を
見
れ
ば
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
『
涅

槃
経
』
を
見
ま
す
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
三
種
の
水
中
動
物
と
い
う
喩
が
、
『
涅
槃
経
』

の
中
に
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
水
の
中
で
生
ま
れ
て
、
水
の
中
で
死
ん
で
し
ま
う
、
水
上
の
世
界
は
全
く
知
ら
な
い
、
普
通

の
魚
。
も
う
一
つ
は
、
ト
ビ
ウ
オ
の
よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
瞬
間
的
に
、
空
中
に
跳
び
上
が
っ
て
、

水
の
上
の
世
界
が
見
え
る
魚
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
カ
メ
で
す
ね
。
ウ
ミ
ガ
メ
は
、
卵
を
産
む
た

め
に
浜
に
上
が
っ
て
く
る
。
ウ
ミ
ガ
メ
の
よ
う
に
、
海
の
中
で
も
暮
ら
せ
る
が
、
空
気
中
で
も
暮
ら
せ
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る
、
そ
う
い
う
三
種
の
水
中
動
物
が
い
る
。

そ
の
「
没
し
」
と
い
う
の
は
、
海
の
中
で
生
ま
れ
て
、
海
の
中
で
死
ん
で
し
ま
う
、
海
の
中
し
か
知
ら

な
い
動
物
と
い
う
意
味
で
、
喩
え
て
あ
る
わ
け
で
す
。
「
常
に
没
し
」
と
い
う
の
は
、
迷
い
の
世
界
に

生
ま
れ
て
、
迷
い
の
世
界
し
か
知
ら
ず
に
死
ん
で
し
ま
う
私
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
「
常
に
没
し
」

と
い
う
具
合
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
を
善
導
大
師
は
、
『
涅
槃
経
』
教
学
の
大
家
で
す
か
ら
、
『
涅
槃
経
』
の
心
を
よ
く
受
け
と
め
て
、

機
の
深
信
の
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已

来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
、
永
い
過
去
の
迷
い
の
前
の
世
界
か
ら

出
る
き
っ
か
け
を
、
今
ま
で
つ
か
ん
で
い
な
い
私
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
か
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
う

い
う
こ
と
が
、
信
心
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
顕
か
に
し
て
下
さ
っ
た
。
以
上
で
す
。

（
岡
田
）

本
当
に
機
の
深
信
が
有
り
難
い
で
す
。

（
先
生
）

そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
る
教
え
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
な
い
の
で
す
。
浄
土

系
の
教
え
、
善
導
大
師
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
教
え
に
し
か
な
い
の
で
す
。

（
岡
田
）

世
の
中
が
変
わ
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
も
の
ね
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
司
会
）

先
生
、
色
々
と
深
い
話
を
分
か
り
易
く
お
話
し
下
さ
っ
て
、
私
も
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

を
も
ち
ま
し
て
お
時
間
で
す
の
で
、
今
日
の
報
恩
講
が
終
了
と
な
り
ま
す
。
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（
住
職
）

最
後
は
ま
だ
五
分
あ
る
か
ら
、
川
澄
さ
ん
が
ま
た
去
年
の
よ
う
に
質
問
を
す
る
。
ま
た
私
と
掛
け
合

い
に
な
る
よ
う
に
や
っ
て
下
さ
い
。

（
司
会
）

私
も
あ
ま
り
勉
強
し
て
い
な
い
の
で
す
け
ど
…
。
今
年
の
春
に
、
推
進
委
員
の
勉
強
会
に
、
京
都
の

本
廟
へ
行
き
ま
し
て
受
け
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
、
一
番
最
後
に
云
わ
れ
た
こ
と
が
、
心
の
中
に
親

鸞
聖
人
を
持
ち
な
さ
い
と
い
う
ふ
う
に
云
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
、
他
力
本
願

を
信
じ
て
、
今
日
も
い
い
天
気
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
最
近
旅
行
な
ん
か
で
も
い
い
天
気
に
恵
ま
れ

る
し
、
台
風
の
間
を
縫
っ
て
で
す
ね
、
そ
れ
は
偶
然
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
す
ご
く
気
持
ち
が
、

私
ず
っ
と
幹
事
を
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
い
つ
も
心
配
し
て
い
た
の
で
す
が
、
割
合
、
大
変
気

が
楽
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
ま
だ
持
ち
き
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
心
掛
け
を
し
て

い
き
た
い
な
と
い
う
ふ
う
に
…
、

（
住
職
）

親
鸞
聖
人
を
心
に
持
っ
て
い
る
と
、
い
つ
も
晴
れ
る
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
い
か
が
な
も
の
か
と
。

（
司
会
）

そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
つ
と
、
非
常
に
私
の
役
柄
も
楽
に
感
じ
る
し
、
必
要
以
上
に
心
配
し
な
い
で

済
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
、
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
な
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

（
住
職
）

わ
か
っ
た
。
清
沢
満
之
と
同
じ
だ
よ
。
念
仏
を
忘
れ
る
と
ね
、
妄
念
が
出
た
と
か
、
念
仏
を
す
る
と
、

わ
が
世
が
開
け
る
と
か
っ
て
ね
、
同
じ
だ
。
親
鸞
聖
人
を
し
っ
か
り
心
に
保
て
ば
、
空
は
曇
っ
て
い
て
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も
晴
れ
る
。
親
鸞
聖
人
を
保
つ
こ
と
を
忘
れ
れ
ば
、
晴
れ
て
い
て
も
曇
る
。

（
司
会
）

一
緒
に
行
っ
た
、
谷
口
さ
ん
、
平
山
さ
ん
、
藤
原
さ
ん
、
私
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
せ
ん
か
。

独
り
だ
け
で
な
く
て
、
何
人
か
で
本
廟
に
行
っ
た
り
し
て
、
勉
強
し
て
く
る
と
色
々
話
し
合
え
る
の
で
、

と
て
も
い
い
で
す
ね
、
先
生
。

（
住
職
）

誓
い
の
言
葉
は
実
行
し
て
い
ま
す
か
。
痛
い
で
し
ょ
う
。

（
司
会
）

そ
れ
で
は
、
お
時
間
に
な
り
ま
す
。
先
生
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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あ
と
が
き

本
書
は
平
成
二
五
年
十
月
二
十
七
日
、
第
二
十
三
回
報
恩
講
に
お
け
る
櫟
暁
先
生
の
ご
法
話
の
記
録
で
す
。

昨
年
、
櫟
先
生
は
胆
嚢
摘
出
手
術
を
さ
れ
、
九
月
の
会
座
に
は
復
帰
さ
れ
、
十
月
の
報
恩
講
へ
ご
出
講
い
た
だ

い
た
こ
と
で
す
。
本
年
（
Ｈ
２６
）
一
月
に
心
筋
梗
塞
で
入
院
さ
れ
、
そ
の
後
、
カ
テ
ー
テ
ル
の
手
術
を
受
け
ら
れ

て
、
鹿
児
島
の
ご
自
坊
に
て
ご
静
養
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
情
よ
り
、
本
年
の
毎
月
の
会
座
は
休
講

と
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
お
話
を
聞
く
と
い
う
機
会
は
有
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
思
い
で
昨
年
の
講
話
を
読
み
返
し
て
お
り
ま
し
た
。

本
書
の
中
で
、
先
生
は
、
「
行
事
と
し
て
、
い
つ
も
と
違
っ
た
お
勤
め
を
し
、
い
つ
も
と
違
っ
た
お
飾
り
を
し

て
お
勤
め
を
す
れ
ば
、
そ
れ
で
報
恩
講
は
終
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
我
々
一
人
一
人
が
、
親
鸞
聖
人
の

教
え
に
よ
っ
て
、
道
を
求
め
、
信
心
を
は
っ
き
り
し
た
求
道
者
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
し
て
生
き
て
い
る
間
、

信
心
が
深
化
し
て
い
く
。
深
ま
っ
て
い
く
。
も
う
私
は
わ
か
っ
た
、
こ
れ
で
終
わ
り
、
何
も
云
う
こ
と
は
な
い
と
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
停
止
し
な
い
で
、
何
も
云
う
こ
と
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
深
い
意
味
が
、
深
ま
っ
て
頷

け
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
の
一
生
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
」
と
お
話
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

私
達
は
こ
れ
で
も
う
よ
い
と
腰
を
下
ろ
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
一
生
涯
を
か
け
て
経
典
や
教
え
の
意
味
を

尋
ね
深
め
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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先
生
に
は
ご
静
養
中
の
と
こ
ろ
、
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
元
役
僧
伊
東
良
英
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌

平
成
二
六
年
十
月
二
十
六
日第

二
十
四
回
報
恩
講
に
あ
た
り

光
照
寺

副
住
職

池

田

孝

三

郎
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