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鸞
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仁
愛
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学
学
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田　

代　

俊　

孝

は
じ
め
に

　

仁
愛
大
学
の
田
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、
本
願
寺
派
の
教
学
の
最
も
要
と
な
る
所
か
ら
お
声
を
掛
け
て
い
た
だ
き
、
ま
た
、
永

い
伝
統
と
格
式
の
あ
る
重
要
文
化
財
の
龍
大
大
宮
学
舎
本
館
講
堂
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
た
い
へ
ん
光
栄
に
存
じ
ま
す
。

　

私
は
真
宗
学
を
中
心
に
学
ん
で
お
り
、
同
時
に
そ
の
応
用
・
展
開
と
し
て
、
死
生
学
、
生
命
倫
理
学
を
学
ん
で
お
り
ま
す
。
本
日
は

そ
れ
に
関
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
親
鸞
聖
人
の
生
と
死
」
と
い
う
講
題
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
お
話
は
、

親
鸞
聖
人
の
生
涯
に
お
け
る
生
と
死
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
上
に
い
た
だ
く
生
と
死
の
問
題
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
初
め
に
、
立
場
と
視
点
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
私
た
ち
は
大
学

で
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
研
究
者
番
号
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
科
学
研
究
費
な
ど
を
申
請
す
る
場
合
に
、
そ
の
番

号
が
必
要
な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
い
き
ま
す
と
真
宗
学
の
分
類
は
人
文
系
の
哲
学
の
分
野
に
な
り
ま
す
。
哲
学
の
分
野
に
仏
教
学
が
あ

り
、
そ
の
中
の
一
部
が
真
宗
学
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
客
観
的
な
学
問
と
し
て
研
究
す
る
場
合
は
、
こ
の
分
類
は
当
然

の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
曇
鸞
大
師
や
善
導
大
師
を
研
究
す
る
場
合
、
中
国
の
北
魏
、
随
、
唐
時
代
の
思
想
家
と
し
て
の
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聖
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と
死
」

曇
鸞
大
師
や
善
導
大
師
の
研
究
と
い
う
方
法
で
す
。
こ
れ
は
科
研
費
の
研
究
の
分
け
方
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
善
導
大
師
の
研
究
を

す
る
場
合
、
浄
土
真
宗
の
立
場
に
立
た
ず
、
客
観
的
に
仏
教
を
研
究
す
る
中
で
の
善
導
大
師
の
研
究
と
い
う
方
法
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、

私
ど
も
の
学
び
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
の
眼
を
通
し
た
曇
鸞
大
師
や
善
導
大
師
の
研
究
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、〝
親
鸞

仏
教
〟
と
申
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
、
そ
の
よ
う
な
〝
親
鸞
仏
教
〟
と
い
う
立
場
と
視
点
で
生
と
死
の
問

題
を
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
が
根
本
で
す

が
、
親
鸞
聖
人
が
学
ば
れ
た
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』、
源
信
僧
都
の
『
往
生
要
集
』、
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
を
始
め
と
す
る
五
部

九
巻
な
ど
、
七
祖
の
伝
統
、
つ
ま
り
、
親
鸞
聖
人
の
眼
を
通
し
た
伝
統
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

Ⅰ
現
代
に
応
え
る

一
、
教
学
と
教
化

　

真
宗
学
を
学
ん
で
お
り
ま
す
と
、
教
学
と
教
化
が
大
変
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
き
ま
す
。
教
化
と
申
し
ま
す
と
、
伝
道
の
手
法
と

い
う
意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
伝
道
の
手
法
も
大
切
で
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
、
人
が
仏
に
教
化
さ
れ
て
目

覚
め
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
単
な
る
伝
道
の
手
法
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
根
本
的
な
立
場
で
こ
れ
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
化
を
無
視
し
て
教
学
だ
け
を
進
め
る
と
、
そ
れ
は
戯
論
に
な
り
ま
す
。
逆
に
、
教
学
を
無
視
し
て
教
化
を
進
め
る
と
、
こ
れ
は
単
な

る
社
会
運
動
と
な
り
ま
す
。
様
々
な
社
会
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
私
ど
も
は
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
学
ん
で
、
こ
れ
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と

し
て
問
題
を
考
え
て
こ
そ
、
私
ど
も
の
立
場
が
あ
る
の
で
す
。
も
し
、
教
学
を
無
視
し
て
社
会
問
題
だ
け
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
と
、

い
く
ら
袈
裟
・
衣
を
着
け
て
い
て
も
教
化
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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「
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鸞
聖
人
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と
死
」

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
教
学
と
教
化
の
関
係
を
考
え
る
一
つ
の
原
点
、
或
い
は
両
者
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
が
『
観

無
量
寿
経
』
の
説
相
だ
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
『
無
量
寿
仏
観
経
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
ち
ら
の
言
い
方
の

ほ
う
が
良
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ご
承
知
の
通
り
『
観
無
量
寿
経
』
は
「
一
経
両
会
」
と
申
し
ま
し
て
、
お
釈
迦
様
は
も
と
も
と
耆

闍
崛
山
（
霊
鷲
山
）
で
説
法
の
会
座
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
王
舎
城
で
悲
劇
が
起
き
、
韋
提
希
夫
人
が

世
尊
、
わ
れ
宿
、
な
ん
の
罪
あ
り
て
か
、
こ
の
悪
子
を
生
ず
る
。・
・
・
や
や
、
願
は
く
は
世
尊
、
わ
が
た
め
に
広
く
憂
悩
な
き

処
を
説
き
た
ま
へ
。	

（「
序
分
」、『
聖
典
』・
九
〇
）

と
哀
願
さ
れ
、
お
釈
迦
様
は
阿
難
と
目
連
を
つ
れ
て
霊
鷲
山
か
ら
王
舎
城
へ
行
か
れ
た
の
で
す
。
王
舎
城
で
の
説
法
の
対
告
衆
は
、
韋

提
希
夫
人
と
五
〇
〇
人
の
侍
女
で
す
。
王
舎
城
と
い
う
場
所
は
日
常
の
場
所
で
す
。
そ
し
て
、
王
舎
城
で
の
説
法
を
終
え
た
お
釈
迦
様

は
耆
闍
崛
山
へ
還
っ
て
行
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
場
の
対
告
衆
に
向
か
っ
て
、
阿
難
が
、
お
釈
迦
様
は
今
、
王
舎
城
で
こ
の
よ
う

に
御
説
法
な
さ
っ
た
と
い
っ
て
再
説
し
ま
す
。
前
者
の
会
座
を
「
王
宮
会
」、
後
者
の
会
座
を
「
耆
闍
会
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
だ

か
ら
、『
観
無
量
寿
経
』
は
一
つ
の
経
典
で
あ
り
な
が
ら
、
二
つ
の
会
座
を
持
つ
と
い
う
た
い
へ
ん
特
異
な
経
典
な
の
で
す
。
こ
の
王

宮
会
は
日
常
で
す
。
俗
の
世
界
で
す
。
生
活
の
場
で
す
。
霊
鷲
山
は
聖
な
る
場
で
す
。
仏
法
の
場
で
す
。
た
く
さ
ん
の
対
告
衆
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
日
常
の
問
題
を
聖
な
る
場
所
へ
持
っ
て
行
く
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
そ
の
こ
と
を
仏
法
に
問
い
か
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、
お

釈
迦
様
は
、
聖
な
る
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
て
王
宮
会
で
も
韋
提
希
夫
人
に
対
し
て
説
法
を
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
聖
な
る
世
界
と
俗

な
る
世
界
の
両
者
の
関
係
性
が
見
え
る
の
で
す
。
そ
こ
に
教
学
と
い
い
、
教
化
と
い
う
も
の
の
関
係
性
が
表
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
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親
鸞
聖
人
の
生
と
死
」

　

私
ど
も
は
社
会
の
中
に
生
き
て
お
り
ま
す
か
ら
、
社
会
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
課
題
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
時
に
、
こ
う
い
っ
た
『
観
経
』
の
一
経
両
会
と
い
う
説
相
が
そ
の
在
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
を
抜

き
に
し
て
、
袈
裟
・
衣
を
着
け
て
い
て
も
社
会
運
動
だ
け
に
走
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
い
い
こ
と
で
す
。
悪
い
こ
と
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
教
え
に
生
き
て
い
る
人
間
か
ら
す
れ
ば
、
根
底

に
は
教
学
が
あ
っ
て
の
教
化
で
あ
り
、
教
学
も
教
化
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
本
当
の
教
学
の
学
び
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
私
自
身
、
常
々
、
教
学
と
教
化
の
関
係
を
考
え
る
と
き
に
課
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
、
そ
う
い
っ
た
視
点
で
真
宗
の
教
え
を
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

二
、
現
代
社
会
の
課
題

　

私
は
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
籍
を
持
っ
て
お
り
、
大
谷
派
の
寺
院
の
住
職
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
九
五
五
年
に
大
谷
大
学
の
博
士
後
期
課

程
を
満
期
退
学
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
と
同
じ
ゼ
ミ
に
田
宮
仁
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
彼
は
私
よ
り
も
少
し
年
上
で

し
た
が
、
宗
教
学
の
講
座
か
ら
真
宗
学
へ
編
入
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
学
年
は
一
つ
下
で
し
た
。
彼
は
、
お
兄
さ
ん
が
住
職
で
あ
り

な
が
ら
、
新
潟
の
長
岡
西
病
院
を
経
営
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
い
つ
も
ゼ
ミ
で
よ
く
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
合
っ
て
い
た
の
で
す
。

私
は
、
博
士
課
程
の
満
期
退
学
と
同
時
に
、
名
古
屋
に
あ
る
同
朋
大
学
に
就
職
し
ま
し
た
。
田
宮
先
生
は
、
一
年
遅
れ
で
、
仏
教
大
学

の
社
会
事
業
研
究
所
に
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
交
流
を
し
な
が
ら
、
今
、
社
会
で
何
が
一
番
課
題
か
と
い
う
こ
と
を
話

し
合
い
ま
し
て
、
や
は
り
、
い
の
ち
の
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
三
、
四
人
に
一
人
が
癌
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
癌
の
患

者
さ
ん
が
た
い
へ
ん
多
く
な
っ
て
く
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
末
期
癌
の
患
者
さ
ん
に
対
す
る
心
の
ケ
ア
な
ど
を
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
合
っ
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
名
古
屋
市
の
大
学
に
お
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
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鸞
聖
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と
死
」

大
学
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
最
初
の
頃
は
研
究
室
の
雑
務
を
一
人
で
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
年
を
経
て
、
次
の
先
生
が

入
ら
れ
て
雑
務
を
引
き
継
ぎ
、
や
っ
と
自
分
の
研
究
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
八
五
年
に
、
私
の
研
究
室
に
事
務
局
を
置

い
て
、
医
師
や
看
護
師
に
発
起
人
と
な
っ
て
も
ら
い
、「
死
そ
し
て
生
を
考
え
る
研
究
会
」
と
い
市
民
参
加
の
研
究
会
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
田
宮
氏
が
「
ビ
ハ
ー
ラ
」
と
い
う
名
を
一
緒
に
広
め
よ
う
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
会
の
名
称
を
「
ビ
ハ
ー
ラ

研
究
会
」
と
し
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
ビ
ハ
ー
ラ
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
ホ
ス
ピ
ス
と
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
が
十
字
軍
を
編
成
し
、
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
へ
派
遣
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
傷
つ
い
た
兵
士
達
の
看
取
り
を

地
中
海
の
島
々
の
教
会
が
行
な
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
ホ
ス
ピ
ス
と
い
い
ま
し
た
。
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
一
九
世
紀
、
二
〇
世
紀
に

な
る
と
病
院
に
付
属
し
て
看
取
り
の
施
設
が
出
来
ま
す
。
そ
れ
を
ホ
ス
ピ
ス
と
い
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
倣
っ
て
、
日
本
で
も
淀
川
キ

リ
ス
ト
教
病
院
、
浜
松
の
聖
隷
ホ
ス
ピ
ス
、
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
の
ホ
ス
ピ
ス
な
ど
が
出
来
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
田
宮

さ
ん
と
、
仏
教
で
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
話
し
合
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
名
前
を
「
仏
教
ホ
ス
ピ
ス
」

と
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
が
付
い
て
し
ま
う
た
め
違
和
感
が
あ
る
。
な
ら
ば
、
新
し
い
言
葉
を
作
っ
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
大
谷
大
学
で
イ
ン
ド
学
を
教
え
て
お
ら
れ
た
雲
井
昭
善
先
生
が
、
当
時
、
佛
教
大
学
に

お
ら
れ
ま
し
た
の
で
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
言
葉
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
安
ら
か
な
場
所
と
い
う
意
味
も
あ
る
し
、
臨
床
で
仏

法
を
学
ぶ
、
或
い
は
そ
の
施
設
に
は
こ
の
言
葉
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
田
宮
氏
も
そ
の
言
葉
を
使

わ
れ
、
私
に
も
、
こ
の
言
葉
を
日
本
中
に
広
め
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
「
ビ
ハ
ー
ラ
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
私
は
名
古
屋
で
「
ビ
ハ
ー
ラ
研
究
会
」
を
ゼ
ミ
生
と
と
も
に
、
一
般
市
民
の
研
究
会
と
い
う
形
で
始
め
ま
し
た
。
中
日
新
聞

な
ど
の
協
力
も
あ
っ
て
多
い
時
は
会
員
は
六
百
人
位
で
、
月
一
回
の
研
究
例
会
に
は
い
つ
も
二
百
人
位
の
市
民
や
医
療
関
係
者
、
福
祉
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関
係
者
が
参
加
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
ゼ
ミ
の
卒
業
生
も
そ
れ
ぞ
れ
が
地
元
で
こ
う
い
っ
た
活
動
を
し
て
く
れ
、
全
国
に
広
が
り

ま
し
た
。
こ
の
研
究
会
に
は
、
名
古
屋
大
学
の
医
学
部
の
先
生
た
ち
も
関
心
を
持
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
ご
縁
で
、
名
古
屋
大

学
の
医
学
部
か
ら
の
依
頼
で
、
名
古
屋
大
学
医
学
部
の
非
常
勤
講
師
や
生
命
倫
理
審
査
委
員
を
引
き
受
け
、
三
十
数
年
間
勤
め
て
お
り

ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
現
実
の
生
老
病
死
の
問
題
に
つ
い
て
、
仏
教
、
特
に
真
宗
の
教
え
に
立
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
超
え
て
い
く

の
か
を
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
医
療
の
場
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
学
ん
で
い
る
お
医
者
さ
ん
も

か
な
り
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
国
立
大
学
の
医
学
部
や
附
属
病
院
の
生
命
倫
理
審
査
委
員
の
全
国
懇
談
会
に
行
き

ま
す
と
、
私
の
本
務
の
大
学
は
同
朋
大
学
で
す
の
で
、「
同
朋
」
と
い
う
名
前
を
聞
く
と
親
鸞
聖
人
に
関
心
の
あ
る
方
は
、
声
を
掛
け

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
方
た
ち
に
呼
び
か
け
て
、
一
九
九
八
年
、
三
重
県
の
私
の
自
坊
の
近
く
の
湯
の
山
温
泉
の
研
修
施

設
で
「
ビ
ハ
ー
ラ
医
療
団
」
を
旗
揚
げ
し
ま
し
た
。
そ
こ
へ
、
今
、
龍
谷
大
学
に
お
ら
れ
る
田
畑
正
久
先
生
に
も
当
初
か
ら
関
わ
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
長
野
県
の
飯
田
に
飯
田
女
子
短
大
（
現
飯
田
短
大
）
と
い
う
大
谷
派
の
関
係
学
校
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
に
報
恩
講
の
お
話

に
行
き
ま
し
た
ら
、
高
松
信
英
理
事
長
兼
学
長
か
ら
、
地
元
の
医
師
会
か
ら
看
護
学
科
を
作
っ
て
欲
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
と
の
ご
相

談
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
設
置
趣
旨
を
書
く
に
は
「
ビ
ハ
ー
ラ
」
で
い
く
の
が
最
適
だ
と
申
し
ま
し
て
、
一
九
九
三
年
ご
ろ

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
で
最
初
に
、
仏
教
系
の
大
学
に
看
護
学
科
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
教
員
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
、
佛
教
大
学
の
助
手
を
し
て
い
た
田
宮
仁
先
生
や
、
名
古
屋
大
学
医
療
技
術
短
大
の
看
護
学
科
の
定
年
退
職
間
近
の

先
生
な
ど
を
飯
田
女
子
短
大
の
方
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。
私
自
身
も
非
常
勤
講
師
と
し
て
長
ら
く
関
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

形
で
仏
教
、
真
宗
の
教
え
に
立
っ
て
、
生
死
を
超
え
る
道
を
現
実
の
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
て
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
を
始
め
た

の
で
す
。
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Ⅱ
、
活
動
の
理
論
的
根
拠

一
、
根
本
仏
教

　

そ
の
中
で
、
私
に
よ
く
言
わ
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
特
に
医
学
部
の
先
生
達
か
ら
、「
田
代
君
、
君
面
白
い
こ
と
を

し
て
い
る
ね
。
仏
教
を
利
用
し
て
患
者
さ
ん
の
心
の
ケ
ア
を
す
る
と
は
面
白
い
じ
ゃ
な
い
か
、
協
力
す
る
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
私
に
と
っ
て
そ
の
言
葉
は
腑
に
落
ち
な
い
言
葉
で
し
た
。
エ
ー
ル
を
送
る
つ
も
り
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
す
が
、
私
と
し
て
は
、「
私
は
仏
教
を
利
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。『
涅
槃
経
』
に
、

論
議
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
、
勝
他
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
、
利
養
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
、
諸
有
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
、
持
読
誦
説
せ
ん
。
こ
の

ゆ
ゑ
に
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
す
。	

（『
聖
典
』・
二
五
〇
、
四
〇
九
、『
大
正
蔵
』
一
二
、
五
七
四
上
）

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
に
も
引
か
れ
て
い
ま
す
。
何
々
の
た
め
、
何
々
の
た
め
、
と
い
う
形
で
仏
教
を
利
用
す

る
と
、
仏
教
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
感
覚
な
の
で
す
。
で
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
掛
け
て
い
た
だ
く
た

び
に
、
内
心
で
は
反
発
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
仏
教
を
利
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
は
死
を
前
に
し
た
人
た
ち
と
、
主
体
的
に
真

宗
の
教
え
を
学
ん
で
い
る
の
だ
。
聞
法
し
て
い
る
の
だ
と
。
そ
の
こ
ろ
、
私
の
研
究
室
が
中
心
と
な
っ
て
、
名
古
屋
の
東
別
院
に
「
老

い
と
病
の
た
め
の
心
の
相
談
室
」
を
作
っ
て
、
療
養
型
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
派
遣
す
る
相
談
事
業
を
行
な
っ

て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
会
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
一
緒
に
行
き
ま
し
て
も
、
決
し
て
仏
教
を
利
用
し
て
心
を
癒
す
と
か
、

仏
教
を
利
用
し
て
寄
り
添
う
と
い
う
感
覚
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
場
に
い
る
人
た
ち
と
一
緒
に
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
い
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た
だ
き
、
御
安
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
姿
勢
で
し
た
。
そ
こ
が
、
ど
う
も
一
般
的
な
感
覚
か
ら
す
る
と
、
な
か
な
か
理
解
し
て
い
た
だ

け
な
い
気
が
し
て
い
ま
し
た
。
今
も
ビ
ハ
ー
ラ
運
動
と
い
え
ば
、
全
国
の
色
ん
な
宗
派
が
取
り
組
ん
で
下
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
お
西
さ
ん
も
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
も
大
変
有
難
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
現
場
へ
行
き
ま
す
と
、
や
は

り
ど
う
も
仏
教
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
声
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
自
ら
が
主
体
的
に
仏
法
を

学
び
、
問
う
姿
勢
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
私
た
ち
は
ど
こ
に
学
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
真
宗
の
教
え
で
す
。
真
宗
の
教
え
か
ら
考
え
た
と
き
、
真
宗
の
救
い
と
は
何
か
。
病
気
が
治
る
こ
と
か
。
死

な
な
い
体
に
な
る
こ
と
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
私
は
、
死
に
ゆ
く
身
の
ま
ま
に
た
す
か
っ
て
ゆ
く
世
界
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
病
気
は
病
気
の
ま
ま
で
た
す
か
っ
て
い
く
世
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
だ
と
思
う
の
で
す
。
仏
法
と

い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
仏
法
を
主
体
的
に
学
ぶ
と
そ
う
い
う
世
界
に
至
る
の
で
す
。
仏
法
を
勉
強
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
死
な
な
い
体
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
法
を
勉
強
し
た
か
ら
、
病
気
が
治
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

　

そ
れ
が
、
生
死
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
視
点
で
仏
法
を
見
る
と
、
親
鸞
聖
人
の
課
題
の
出
発
点
も
そ
こ
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
幼
い
こ
ろ
に
両
親
と
別
れ
て
比
叡
山
に
登
ら
れ
た
。『
恵
信
尼
文
書
』
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
生

死
出
づ
べ
き
道
」
を
求
め
て
比
叡
山
で
仏
道
を
学
ば
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
生
死
出
づ
べ
き
道
」、
つ
ま
り
、

生
死
の
迷
い
と
は
流
転
し
て
い
る
と
い
う
迷
い
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
ど
う
や
っ
て
出
離
し
て
い
く
の
か
。
こ
れ
は
文
字
通
り
根
本
仏
教

に
か
え
れ
ば
、
釈
尊
の
四
門
出
遊
か
ら
の
「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
と
し
て
の
歩
み
で
す
。
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二
、
無
生
忍

（
一
）、『
観
無
量
寿
経
』（
機
の
真
実
を
顕
す
経
典
）
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

こ
の
こ
と
を
問
い
か
け
た
と
き
、
先
ほ
ど
の
『
観
無
量
寿
経
』
で
、
韋
提
希
夫
人
の
救
い
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
宗
学
用
語
で
い
え

ば
、「
韋
提
得
忍
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
韋
提
希
夫
人
が
五
〇
〇
の
侍
女
と
と
も
に
目
覚
め
ら
れ
た
救
い
は
、『
観
経
』
の
得

益
分
の
所
説
で
す
。
そ
こ
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

　
　

廓
然
と
し
て
大
悟
し
て
無
生
忍
を
得
た
り
。	

（『
聖
典
』・
一
一
六
）

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
無
生
忍
で
す
。
ご
承
知
の
通
り
、『
観
無
量
寿
経
』
は
二
面
的
な
読
み
取
り
方
が
あ
り
ま
す
。
善
導
大
師
以
前

の
『
観
無
量
寿
経
』
の
解
釈
は
、
あ
の
王
舎
城
の
悲
劇
は
、
お
釈
迦
様
に
『
観
経
』
を
説
い
て
も
ら
う
た
め
の
御
縁
作
り
で
あ
り
、
芝

居
で
あ
る
と
い
う
受
け
止
め
方
で
す
。
そ
の
芝
居
に
よ
っ
て
、
お
釈
迦
様
は
定
善
・
息
慮
凝
心
、
散
善
・
廃
悪
修
善
、
定
善
十
三
観
、

散
善
三
観
、
定
善
が
出
来
な
い
人
は
散
善
を
し
ま
し
ょ
う
と
お
説
き
に
な
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
善
導
大
師
以
前
の
『
観
経
』
の
解

釈
と
い
う
の
は
、
定
善
、
散
善
が
『
観
経
』
の
主
題
で
あ
る
と
、
文
字
通
り
『
観
無
量
寿
経
』
で
す
。
衆
生
が
「
無
量
寿
仏
」
を
「
観
」

ず
る
、
瞑
想
す
る
と
い
う
自
力
の
経
典
に
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
善
導
大
師
や
親
鸞
聖
人
は
『
無
量
寿
仏
観
経
』
と
申
さ
れ
ま

す
。「
化
巻
」
で
は
す
べ
て
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
無
量
寿
仏
（
阿
弥
陀
仏
）
が
、
衆
生
を
観
（
み
そ
な
わ
）
す
経
と
い
う

意
味
で
す
。

　

そ
の
領
解
は
、
す
な
わ
ち
、『
観
経
』
の
序
分
に
、
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汝
は
こ
れ
凡
夫
な
り
、
心
相
羸
劣
に
し
て
、	

（『
聖
典
』・
九
三
）

と
あ
り
ま
す
。『
観
経
』
で
お
釈
迦
様
は
、
韋
提
希
夫
人
に
対
し
て
、「
汝
は
こ
れ
凡
夫
な
り
」
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
あ
な
た
は

凡
夫
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
善
導
大
師
は
韋
提
希
夫
人
を
「
実
業
の
凡
夫
」
と
見
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、「
大

権
の
聖
者
」、
つ
ま
り
仏
や
菩
薩
が
芝
居
を
行
な
っ
て
御
縁
作
り
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
際
の
業
を
背
負
っ
た
凡
夫
で
あ

る
と
見
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
あ
の
『
観
経
』
の
流
通
分
で
す
。

汝
好
く
こ
の
語
を
持
て
。
こ
の
語
を
持
て
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
、
無
量
寿
仏
の
名
を
持
て
と
な
り
。	

（『
聖
典
』・
一
一
七
）

と
、『
観
経
』
の
結
論
は
、
お
念
仏
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
定
善
、
散
善
が
主
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
定
善
、
散
善
を
結
論
に
す
れ

ば
よ
い
と
こ
ろ
を
『
観
経
』
の
結
論
は
、
お
念
仏
が
結
論
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ご
承
知
の
通
り
、
善
導
大
師
は
韋
提
希

夫
人
を
、
仏
や
菩
薩
の
化
身
で
は
な
く
、
実
際
に
悩
ん
で
い
る
凡
夫
と
見
た
の
で
す
。
凡
夫
で
あ
る
か
ら
、
お
釈
迦
様
は
あ
え
て
定
善
、

散
善
と
い
う
難
し
い
修
行
方
法
を
お
説
き
に
な
っ
た
。
や
れ
ま
す
か
？
や
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
で
き
な
い
で
し
ょ
う
？
な
ら
ば
お
念

仏
し
か
な
い
で
は
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
定
善
、
散
善
を
方
便
と
見
た
わ
け
で
す
ね
。
た
だ
お
念
仏
し
か
な
い
と
。

　

ち
な
み
に
、
韋
提
希
夫
人
は
定
善
が
出
来
ず
、
第
七
・
華
座
観
の
と
こ
ろ
で
ギ
ブ
ア
ッ
プ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
に
出
遇
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
定
善
が
出
来
な
い
の
で
あ
れ
ば
散
善
を
し
な
さ
い
、
散
善
す
ら
出
来
な
い
と
い
う
告
白
が
『
歎
異
抄
』
で
す
。

散
善
と
い
の
は
、
三
福
で
す
。
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当
に
三
福
を
修
す
べ
し
。
一
つ
に
は
父
母
に
孝
養
し
、
師
長
に
奉
事
し
、
慈
心
に
し
て
殺
さ
ず
、
十
善
業
を
修
す
。
二
つ
に
は
三

帰
を
受
持
し
、
衆
戒
を
具
足
し
、
威
儀
を
犯
せ
ず
。
三
つ
に
は
菩
提
心
を
発
し
、
深
く
因
果
を
信
じ
、
大
乗
を
読
誦
し
、
行
者
を

勧
進
す
。
か
く
の
ご
と
き
の
三
事
を
名
づ
け
て
浄
業
と
す
。	

（『
聖
典
』・
九
二
）

で
す
。
し
か
し
、『
歎
異
抄
』
に
は
、

親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
返
に
て
も
念
仏
申
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
候
は
ず
。	

（『
聖
典
』・
八
三
四
）

と
あ
り
、
ま
た
、

慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ

ど
も
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
は
め
て
あ
り
が
た
し	

（『
聖
典
』・
八
三
四
）

と
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。	

（『
聖
典
』・
八
三
三
）

で
す
。
以
下
の
章
も
同
じ
で
す
。「
孝
養
父
母
、
奉
事
師
長
、
慈
心
不
殺
、
修
十
善
業
・
・
・
」
と
説
か
れ
る
散
善
さ
え
到
底
出
来
な
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い
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
告
白
が
、『
歎
異
抄
』
な
の
で
す（

（
（

。
こ
れ
は
今
日
の
主
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
こ
の
あ
た
り
に
い
た
し
ま
す
が
、

『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
を
、
善
導
大
師
は
実
際
の
悲
劇
で
あ
り
、
そ
し
て
、
凡
夫
で
あ
る
韋
提
希
夫
人
は
お
釈
迦
様
か
ら
定
善
、

散
善
を
や
っ
て
み
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
で
き
っ
こ
な
い
。
な
ら
ば
、
お
念
仏
し
か
な
い
。
第
七
・
華
座
観
で
ギ
ブ
ア
ッ
プ

し
た
内
容
が
、
流
通
分
の
直
前
の
得
益
分
の
内
容
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
の
得
益
分
で
い
ま
の
「
廓
然
と
し
て
大
悟
し
て
無
生
忍
を
得

た
り
」
と
あ
る
わ
け
で
す
。
で
は
、
こ
の
「
無
生
忍
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

無
生
忍
と
は
一
切
諸
法
の
無
生
無
滅
を
忍
ず
る
が
ゆ
え
な
り
。	

（『
宝
積
経
』
二
六
、『
大
正
蔵
』
十
一
・
一
四
六
中
）

　

あ
る
い
は
『
大
智
度
論
』
に
よ
れ
ば
、

無
生
法
忍
と
は
、
無
生
滅
の
諸
法
実
相
中
に
お
い
て
信
受
通
達
無
礙
不
退
な
り
。
こ
れ
を
無
生
忍
と
名
づ
く
。

	

（『
大
智
度
論
』
五
〇
、『
大
正
蔵
』
二
五
・
四
一
七
下
）

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
『
大
智
度
論
』
に
は
、

此
の
無
生
忍
を
得
る
と
は
諸
の
業
行
を
な
さ
ず
お
こ
さ
ず
、
是
得
無
生
法
忍
と
名
づ
く
。
得
無
生
法
忍
の
菩
薩
は
是
れ
阿
鞞
跋
致

と
名
づ
く
な
り
。	

（『
同
』『
大
正
蔵
』
二
五
・
五
七
四
下
）



三
二

「
親
鸞
聖
人
の
生
と
死
」

と
あ
り
、
阿
鞞
跋
致
と
は
不
退
転
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、『
大
乗
義
章
』
に
は
、

龍
樹
の
説
の
ご
と
く
、
初
地
已
上
亦
無
生
を
得
。
も
し
、
仁
王
経
お
よ
び
地
経
に
よ
ら
ば
無
生
は
、
七
八
九
地
に
あ
り
。

	

（『
大
乗
義
章
』
一
二
、『
大
正
蔵
』
四
四
・
七
〇
二
上
）

と
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、『
観
念
法
門
』
に
は
、
浄
土
を
「
無
生
の
宝
国
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
「
無
生
忍
」
に
つ
い
て
『
浄

土
和
讃
』
で
左
訓
を
つ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
巣
ご
も
り
の
間
に
二
年
余
り

か
け
て
、『
親
鸞　

左
訓
字
訓
語
訓
辞
典
』
と
い
う
辞
典
を
作
り
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
言
葉
の
理
解
を
見
て
い
た
だ
く
の
に
大
変
便

利
な
辞
典
で
す
。
ま
た
、
最
初
か
ら
読
み
物
と
し
て
言
葉
の
一
つ
ひ
と
つ
の
理
解
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
の
も
面
白
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
「
無
生
忍
」
と
い
う
言
葉
に
は
次
の
よ
う
に
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

ふ
た
い
の
く
ら
ゐ
と
ま
う
す
な
り　

か
な
ら
す
ほ
と
け
に
な
る
へ
き
み
と
な
る
な
り

	

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
讃
篇
七
一
）

　

さ
ら
に
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
は
、

勢
至
菩
薩
の
た
ま
は
く
、
我
本
因
地　

以
念
仏
心　

入
無
生
忍　

今
於
此
界　

摂
念
仏
人　

帰
於
浄
土
と
い
へ
り
。
我
本
因
地
と
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い
ふ
は
、
わ
れ
も
と
因
地
に
し
て
と
い
へ
り
。
以
念
仏
心
と
い
ふ
は
、
念
仏
の
心
を
も
て
と
い
ふ
。
入
無
生
忍
と
い
ふ
は
、
無
生

忍
に
い
る
と
な
り
。
今
於
此
界
と
い
ふ
は
、
い
ま
こ
の
娑
婆
界
に
し
て
と
い
ふ
也
。
摂
念
仏
人
と
い
ふ
は
、
念
仏
の
ひ
と
を
摂
取

し
て
い
ふ
。
帰
於
浄
土
と
い
ふ
は
、
念
仏
の
人
お
さ
め
と
り
て
浄
土
に
帰
せ
し
む
と
の
た
ま
へ
る
な
り
。	

（『
聖
典
』・
六
四
九
）

と
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
「
無
生
忍
」
と
は
、「
ふ
た
い
の
く
ら
ゐ
と
も
う
す
な
り
、
か
な
ら
ず
ほ
と
け

と
な
る
べ
き
み
と
な
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
生
正
定
聚
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
現
生
に
お
い
て
正
定

聚
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
「
無
生
忍
」
の
受
け
止
め
方
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
で
す
ね
。『
歎
異
抄
』
に
も
こ
の

よ
う
な
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

弥
陀
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
ま
ひ
ら
す
ゆ
へ
に
、
一
念
発
起
す
る
と
き
金
剛
の
信
心
を
た
ま
は
り
ぬ
れ
ば
、
す
で
に
定
聚
の
く
ら
ゐ

に
お
さ
め
し
め
た
ま
ひ
て
、
命
終
す
れ
ば
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
悪
障
を
転
じ
て
、
無
生
忍
を
さ
と
ら
し
め
た
ま
ふ
な
り
。

	

（『
聖
典
』・
八
四
五
）

と
す
る
と
、
現
生
に
て
正
定
聚
に
住
す
る
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
「
無
生
忍
」
の
理
解
で
す
。
親
鸞
聖
人
か
ら
す
れ
ば
、
韋
提
希
夫
人

の
目
覚
め
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
事
で
あ
り
ま
す
。

（
二
）、
無
生
無
滅
の
浄
土
教
的
展
開

　

で
は
、
無
生
の
忍
（
さ
と
り
）、
つ
ま
り
、
無
生
無
滅
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
曇
鸞
大
師
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の
『
論
註
』
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

問
て
曰
く
。
大
乗
経
典
の
中
に
處
處
に
衆
生
は
畢
竟
無
生
に
し
て
、
虚
空
の
如
し
と
説
け
り
。
云
何
ぞ
天
親
菩
薩
願
生
と
の
た
ま

う
や
と
。
答
え
て
曰
く
。
衆
生
無
生
に
し
て
虚
空
の
如
し
と
説
く
に
二
種
あ
り
。
一
者
に
は
凡
夫
の
如
き
、
い
わ
ゆ
る
実
の
衆
生

な
り
。
凡
夫
の
見
る
所
の
実
の
生
死
の
如
き
は
こ
れ
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
所
有
無
き
こ
と
亀
毛
の
ご
と
し
。
虚
空
の
如
し
。
二

に
は
、
謂
く
諸
法
は
因
縁
生
の
故
に
即
ち
是
れ
不
生
な
り
。
所
有
無
き
こ
と
虚
空
の
如
し
。
天
親
菩
薩
の
願
ず
る
所
の
生
は
是
因

縁
義
な
り
。
因
縁
義
の
ゆ
え
に
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
実
の
衆
生
、
実
の
生
死
有
る
と
謂
う
が
、
如
き
に
は
非
ら
ざ
る
な
り
。

	

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
二
八
三
）

と
、
こ
こ
に
二
つ
の
立
場
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
一
つ
は
、
虚
妄
無
生
で
す
。
生
死
は
「
亀
の
毛
の
ご
と
し
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

亀
の
毛
と
い
う
も
の
を
御
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
多
分
、
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
亀
に
毛
は
生
え
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
喜
寿
と
か
米
寿
と
い
う
お
め
で
た
い
と
き
、
料
理
屋
さ
ん
へ
行
く
と
鶴
と
亀
の
描
か
れ
た
掛
け
軸
が
掛
か
っ
て

い
る
の
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
亀
を
見
る
と
、
毛
が
ふ
さ
ふ
さ
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
本
当
の
毛
で
は

な
い
の
で
す
。
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
藻
が
付
着
し
て
、
そ
れ
が
毛
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
本
来
な
い
も
の
を
勝
手
に
あ
る
よ
う
に
思
う
こ
と
を
「
亀
毛
の
ご
と
し
」
と
喩
え
て
い
る
の
で
す
。
生
死
は
亀
毛
の
ご
と
し
。
我
々

は
生
死
、
命
を
実
体
的
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る
か
ら
、
当
て
が
外
れ
て
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
命
を
対
象
化
し
て

い
る
の
で
す
。
モ
ノ
と
し
て
み
た
り
、
数
字
で
表
わ
し
た
り
し
ま
す
。
か
つ
て
、「
豊
か
な
長
寿
社
会
を
！
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
日
、
長
寿
に
な
り
ま
し
た
が
、
豊
か
で
し
ょ
う
か
。
み
ん
な
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」
と
思
っ
て
い
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る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
命
を
対
象
化
す
る
も
の
だ
か
ら
、
苦
し
み
に
な
る
わ
け
で
す
。
本
来
な
い
も
の
を
あ
る
も
の
と
し
て
、

勝
手
に
頭
で
考
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
有
の
と
ら
わ
れ
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
何
も
な
い
と
す
る
の
は
、
無
の
と
ら
わ
れ
、
虚

無
主
義
で
す
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
我
々
の
苦
し
み
の
原
因
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
分
で
作
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。「
有
無
の
と
ら
わ
れ
」

で
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
因
縁
生
、
つ
ま
り
因
縁
無
生
で
す
。
命
は
、
縁
起
的
存
在
で
す
。
こ
の
縁
起
を
別
の
言
葉
で
言
う
な
ら

ば
、
関
係
存
在
と
い
っ
て
も
よ
い
で
す
。
私
が
こ
の
娑
婆
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
私
の
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
関
係
性
で
す
。

御
縁
で
す
。
父
が
あ
り
母
が
あ
り
、
祖
父
が
あ
り
祖
母
が
あ
り
、
連
綿
と
続
く
御
縁
の
連
続
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
私
は
こ
の
娑
婆

に
生
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
の
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
も
同
じ
で
す
。『
歎
異
抄
』
に
、

ち
か
ら
な
く
し
て
を
は
る
と
き
に
、
か
の
土
へ
は
ま
ゐ
る
べ
き
な
り
。	

（『
聖
典
』・
八
三
七
）

と
あ
る
よ
う
に
、
私
の
力
で
思
い
通
り
に
死
を
決
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
御
縁
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
尽
き
た
と
き
、

娑
婆
の
命
を
終
え
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
我
々
は
実
体
化
し
て
そ
れ
を
見
て
い
ま
す
。
そ
し
て
数
字
で
計
っ
て
、
長
い
と
か
短
い
と

か
、
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
上
と
か
下
と
か
言
っ
て
、
自
分
で
苦
し
み
を
作
っ
て
い
る
分
け
で
す
。
こ
の
無
生
と
は
、
そ
の
よ
う
な
実

体
的
な
見
方
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
仏
法
の
救
い
な
の
で
す
。
実
体
化
し
た
命
を
延
ば
す
こ
と
が
救
い
で
は
な
い
の
で

す
。
長
寿
が
救
い
な
の
で
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
死
ん
で
ゆ
く
身
の
ま
ま
救
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。
病

気
も
御
縁
で
す
。
だ
れ
も
罹
ろ
う
と
し
て
意
識
的
に
罹
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
曇
鸞
大
師
の
こ
の
無
生
を
善
導
大
師
も
得
益
分

で
、
韋
提
希
夫
人
の
凡
夫
の
救
い
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
申
上
げ
た
よ
う
に
、
韋
提
希
夫
人
は
第
七
・
華
座
観
に
て
ギ

ブ
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
そ
し
て
、
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汝
が
為
に
、
苦
悩
を
除
く
法
を
、
分
別
解
説
す
べ
し
。	

（『
聖
典
』・
九
七
）

と
い
う
声
を
聞
い
て
、
ふ
と
頭
を
上
げ
た
ら
、
空
中
に
阿
弥
陀
仏
が
住
立
し
て
い
た
の
で
す
ね
。
こ
の
箇
所
の
説
明
を
善
導
大
師
は
流

通
分
の
直
前
の
経
文
と
見
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
語
を
説
き
た
ま
う
時
に
、
韋
提
希
、
五
百
の
侍
女
と
、
仏
の
所
説
を
聞
き
て
、
時
に
じ
て
す
な
わ
ち
極
楽
世
界
の
広
長
の
相

を
見
た
て
ま
つ
る
。
仏
身
お
よ
び
二
菩
薩
を
み
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
て
、
心
に
歓
喜
を
生
ず
。
未
曾
有
な
り
と
歎
ず
。
廓
然
と

し
て
大
悟
し
て
無
生
忍
を
得
た
り
。
五
百
の
侍
女
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
起
し
て
、
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
世
尊
こ

と
ご
と
く
「
み
な
当
に
往
生
す
べ
し
」
と
記
す
。
か
の
国
に
生
ま
れ
已
わ
り
て
、
諸
仏
現
前
三
昧
を
得
ん
。
無
量
の
諸
天
、
無
上

道
心
を
起
し
き
。	

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
六
五
）

　

そ
し
て
、『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」
に
は
、

第
七
に
韋
提
、
仏
の
正
説
を
聞
き
て
、
得
益
す
る
分
斉
を
料
簡
す
と
。
問
う
て
曰
く
、
韋
提
既
に
忍
を
得
た
り
と
言
へ
り
。
未
審
、

何
れ
の
時
に
か
忍
を
得
る
。
出
で
て
何
れ
の
文
に
か
在
る
や
。
韋
提
の
得
忍
は
、
出
で
て
第
七
の
観
の
初
め
に
あ
り
。

	

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
九
・
三
八
）

と
、
第
七
・
華
座
観
の
と
こ
ろ
で
、
韋
提
希
夫
人
は
、
廓
然
と
し
て
大
悟
し
て
無
生
忍
を
得
た
と
善
導
大
師
は
受
け
止
め
て
ら
っ
し
ゃ
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る
の
で
す
。

　

次
に
、
同
じ
く
「
玄
義
分
」
に
、

此
れ
阿
弥
陀
仏
の
国
、
清
浄
に
し
て
、
光
明
た
ち
ま
ち
に
眼
の
前
に
現
ず
。
何
ぞ
踊
躍
、
勝
へ
む
。
こ
の
喜
び
に
因
る
が
故
に
、

即
ち
無
生
の
忍
を
得
る
こ
と
を
明
か
す
。
ま
た
は
、
喜
忍
と
名
づ
く
。
ま
た
悟
忍
と
名
づ
く
。
ま
た
、
信
忍
と
名
づ
く
。

	

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
九
・
一
〇
〇
）

と
、
要
す
る
に
善
導
大
師
は
韋
提
希
夫
人
の
救
い
と
い
う
の
は
、
無
生
忍
を
得
る
こ
と
だ
と
い
う
受
け
止
め
方
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
ら

は
仏
教
本
来
の
受
け
止
め
方
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

三
、
来
迎
か
ら
摂
取
へ
─
現
生
正
定
聚
─

（
一
）、
臨
終
行
儀
と
阿
弥
陀
信
仰

　

と
こ
ろ
が
、
浄
土
教
信
仰
で
は
、
違
う
方
向
に
向
か
う
の
で
す
。
そ
れ
は
『
観
経
』
三
輩
段
か
ら
で
す
。

こ
の
功
徳
を
具
す
る
こ
と
、
一
日
乃
至
七
日
し
て
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
。
か
の
国
に
生
ず
る
時
、
こ
の
人
精
進
勇
猛
な
る
が
ゆ

え
に
、
阿
弥
陀
如
来
、
観
世
音
・
大
勢
至
・
無
数
の
化
仏
・
百
千
の
比
丘
・
声
聞
の
大
衆
・
無
数
の
諸
天
・
七
宝
の
宮
殿
と
，
観

世
音
菩
薩
は
金
剛
台
を
執
り
て
、
大
勢
至
菩
薩
と
と
も
に
行
者
の
前
に
至
り
た
ま
ふ
。
阿
弥
陀
仏
は
大
光
明
を
放
ち
て
行
者
の
身

を
照
ら
し
、
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
と
と
も
に
手
を
授
け
て
迎
接
し
た
ま
ふ
。	

（『
聖
典
』・
一
〇
八
）
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こ
れ
は
、
も
と
も
と
三
輩
段
で
す
か
ら
散
善
な
の
で
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
方
便
に
当
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
が
源
信
僧
都
の
『
往
生
要
集
』
に
な
る
と
、

運
心
年
深
き
者
は
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
大
な
る
喜
自
ら
生
ず
。
然
る
所
以
は
、
弥
陀
如
来
、
本
願
を
以
て
の
故
に
、
諸
の
菩

薩
、
百
千
の
比
丘
衆
と
与
に
、
大
光
明
を
放
ち
て
、
晧
然
と
し
て
目
の
前
に
在
り
。
時
に
大
悲
の
観
世
音
は
、
百
福
荘
厳
の
手
を

申
べ
、
宝
蓮
台
を
擎
げ
て
、
行
者
の
前
に
至
り
た
ま
ひ
、
大
勢
至
菩
薩
は
，
無
量
の
聖
衆
と
与
に
、
同
時
に
讃
嘆
し
、
手
を
授
け

て
引
接
し
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
行
者
、
目
の
あ
た
り
自
ら
こ
れ
を
見
て
，
心
中
に
歓
喜
し
、
身
心
安
楽
な
る
こ
と
禅
定
に
入
る
が

如
し
。
当
に
知
る
べ
し
。	

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
七
五
八
）

と
、
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
承
知
の
通
り
、
こ
こ
を
根
拠
に
臨
終
来
迎
が
主
張
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

一
念
の
頃
に
、
西
方
の
極
楽
世
界
に
生
ず
る
こ
と
を
得
ん
。	

（
同
）

と
か
、「
臨
終
行
儀
」
に
は
、

導
和
尚
云
く
。「
行
者
等
、
若
し
は
病
み
病
ま
ざ
ら
ん
も
、
命
終
ら
ん
と
欲
す
る
時
は
、
一
（
も
っ
ぱ
）
ら
上
の
念
仏
三
昧
の
法

に
依
り
て
、
正
し
く
身
心
に
当
て
て
、
面
を
回
ら
し
て
西
に
向
け
、
心
も
ま
た
専
注
し
て
、
阿
弥
陀
仏
を
観
想
し
心
口
相
応
し
て

声
声
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
決
定
し
て
往
生
の
想
、
花
台
の
聖
衆
来
り
て
迎
接
す
る
の
想
を
作
せ
。（
中
略
）
願
わ
く
は
行
者
等
、
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好
く
自
ら
謹
慎
し
て
仏
教
を
奉
持
し
、
同
じ
く
見
仏
の
因
縁
を
作
せ
と
。	

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
八
五
四
）

で
す
。
善
導
大
師
と
い
う
方
は
非
常
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
受
け
止
め
方
を
な
さ
る
一
方
で
は
、『
観
念
法
門
』
で
は
臨
終
来
迎
の
こ
と
お

説
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

臨
終
の
一
念
は
百
年
の
業
に
勝
る
。	

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
八
五
九
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
往
生
要
集
』
の
『
往
生
要
集
』
の
臨
終
行
儀
と
い
う
の
が
、
平
安
後
期
か
ら
日
本
に
広
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

生
前
に
徳
を
積
ん
で
い
れ
ば
、
臨
終
の
時
に
聖
衆
が
来
迎
し
て
、
そ
し
て
極
楽
へ
迎
え
取
っ
て
く
だ
さ
る
。
紫
雲
が
た
な
び
い
て
奇
瑞

が
起
れ
ば
、
浄
土
に
往
生
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
同
じ
浄
土
宗
で
、
鎮
西
や
西
山
で
は
そ
れ
が
教
義
の

中
心
と
な
っ
て
広
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
愛
知
県
の
三
河
地
方
に
も
西
山
派
の
お
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
今
で
も
亡
く
な
っ
た

人
を
囲
ん
で
数
珠
を
繰
り
な
が
ら
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
習
慣
が
ご
ざ
い
ま
す
。
無
常
講
と
か
、
迎
講
と
か
い
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
。
あ
る
い
は
、
糸
引
き
往
生
と
申
し
ま
し
て
、
枕
辺
に
臨
終
仏
を
置
い
て
、
そ
こ
か
ら
五
色
の
糸
を
引
い
て
、
死
に
ゆ
く
人
に
持
た

せ
る
の
で
す
。『
栄
花
物
語
』
で
は
、
藤
原
道
長
や
頼
道
が
宇
治
に
平
等
院
を
建
て
て
亡
く
な
る
と
き
に
九
品
往
生
に
な
ぞ
ら
え
て
、

九
体
の
阿
弥
陀
仏
を
置
い
て
、
そ
こ
か
ら
五
色
の
糸
を
引
い
て
、
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
よ
う
に
、
臨
終
来
迎
が
広
ま
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
、
そ
れ
は
自
力
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
人
間
の
力
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
。

徳
を
積
む
と
い
っ
て
も
積
め
る
の
だ
ろ
う
か
。「
臨
終
の
一
念
は
百
年
の
業
に
も
勝
る
」
と
は
い
う
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
な
死
に
方
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を
す
る
か
は
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
一
握
り
の
特
別
な
人
達
だ
け
で
あ
る
と
い
う

課
題
も
あ
る
わ
け
で
す
。

（
二
）
法
然
・
親
鸞
に
お
け
る
「
来
迎
」

　

で
は
、
そ
の
「
来
迎
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

　

一
つ
は
、
臨
終
に
正
念
を
得
て
、
仏
の
来
迎
に
あ
ず
か
る
と
言
う
が
、
臨
終
の
時
に
正
念
を
得
る
、
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

ど
ん
な
死
に
方
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
。

　

二
つ
に
は
、
死
後
に
何
日
間
か
経
て
、
正
定
聚
の
位
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
成
仏
し
て
極
楽
世
界
へ
行
く
、
つ
ま
り
、
死
後
を
非
常

に
実
体
視
し
た
よ
う
な
受
け
と
め
方
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
実
体
的
な
地
獄
・
極
楽
が
、
果
し
て
あ
る
の
か
。
そ
れ
が
本
当
の
救
済

に
な
っ
て
い
く
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。

　

三
つ
に
は
、
生
前
に
徳
を
積
ん
で
、
臨
終
の
時
に
仏
さ
ま
の
お
迎
え
に
あ
ず
か
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
徳
が
積
め
る
の
で
す
か
。
ま

あ
賢
い
人
は
積
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
凡
夫
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
頑
張
っ
て
、
自
力
で
徳
が
積
め
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で

す
。

　

で
は
、
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、『
選
択
集
』
の
第
七
章
は
「
来
迎
章
」
と
は
言
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
摂

取
章
」
で
す
。
引
文
の
箇
所
に
は
来
迎
に
つ
い
て
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
法
然
上
人
の
私
釈
の
と
こ
ろ
で
は
来
迎
に
つ
い

て
は
一
言
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
来
迎
で
は
な
く
て
摂
取
不
捨
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
摂
取
不
捨
と
い
う
の
は
他
力
で
す
。
来
迎
と

い
う
の
は
、
徳
を
積
ん
で
仏
の
迎
え
に
あ
ず
か
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
自
力
で
す
。
だ
か
ら
、
法
然
上
人
は
『
選
択
集
』
の
第
七
章
に
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弥
陀
の
光
明
余
行
の
者
を
照
ら
さ
ず
し
て
、
唯
念
仏
の
行
者
を
摂
取
し
た
ま
う
の
文	

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
九
五
五
）

と
掲
げ
、「
来
迎
章
」
と
は
言
わ
ず
に
「
摂
取
章
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
親
縁
、
近
縁
、
増
上
縁
と
い
う
三
縁
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

鎮
西
の
ほ
う
で
は
こ
の
三
縁
を
非
常
に
大
切
に
さ
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
『
選
択
集
』
の
こ
の
箇
所
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
親
縁
、
近

縁
、
増
上
縁
と
い
う
三
縁
は
仏
さ
ま
か
ら
衆
生
に
対
す
る
御
縁
の
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
衆
生
が
徳

を
積
ん
で
仏
さ
ま
に
親
縁
、
近
縁
、
増
上
縁
を
結
ん
で
い
く
と
い
う
話
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
選
択
集
』
で
、
も
し
法
然
上
人
が
来

迎
を
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
来
迎
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
釈
で
は
、

摂
取
不
捨
に
つ
い
て
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
法
然
上
人
の
救
済
論
、
証
果
論
は
、
摂
取
不
捨
で
あ
っ
て
来
迎
で
は

な
い
と
思
う
の
で
す
。

（
三
）
親
鸞
に
お
け
る
「
来
迎
」
理
解

　

そ
れ
を
親
鸞
聖
人
が
、
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
何
も
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
に
背
い
て
来
迎
を
否
定
し
て

摂
取
不
捨
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
お
立
場
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

来
迎
は
諸
行
往
生
に
あ
り
。
自
力
の
行
者
な
る
が
ゆ
え
に
。
臨
終
と
い
う
こ
と
は
、
諸
行
往
生
の
ひ
と
に
い
う
べ
し
。
い
ま
だ
、

真
実
の
信
心
を
え
ざ
る
が
ゆ
え
な
り
。
ま
た
、
十
悪
五
逆
の
罪
人
の
、
は
じ
め
て
善
知
識
に
お
う
て
、
す
す
め
ら
る
る
と
き
に
い

う
こ
と
ば
な
り
。
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
え
に
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
。
こ
の
ゆ
え
に
、
臨
終
ま
つ
こ
と
な

し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
、
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
。
来
迎
の
儀
式
を
ま
た
ず
。
正
念
と
い
う
は
，
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本
弘
誓
願
の
信
楽
さ
だ
ま
る
を
い
う
な
り
。
こ
の
信
心
う
る
ゆ
え
に
、
か
な
ら
ず
無
上
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。

	

（『
聖
典
』・
七
三
五
）

こ
れ
は
『
末
灯
鈔
』
の
第
一
通
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
は
、
来
迎
は
諸
行
往
生
の
人
に
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
未
だ
信
心
を
え
て
い
な
い

人
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。「
十
悪
五
逆
の
罪
人
の
、
は
じ
め
て
善
知
識
に
お
う
て
、
す
す
め
ら
る
る
と
き
に
い
う
こ
と
ば
」
で
あ
る

と
い
い
ま
す
。「
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
え
に
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
。
こ
の
ゆ
え
に
，
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、

来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。」
な
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
申
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、「
臨
終
の
一
念
は
百
年
の
業
に
も
勝
る
」
も
の
で
、
臨
終

に
正
念
を
え
る
の
で
、
臨
終
が
最
も
大
切
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
は
、「
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
」

な
の
で
す
ね
。
ま
た
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
、

「
来
迎
」
と
い
う
は
、「
来
」
は
、
浄
土
へ
き
た
ら
し
む
と
い
う
。
こ
れ
す
な
わ
ち
若
不
生
者
の
ち
か
い
を
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
。

穢
土
を
す
て
て
，
真
実
報
土
に
き
た
ら
し
む
と
な
り
。
す
な
わ
ち
他
力
を
あ
ら
わ
す
御
こ
と
な
り
。
ま
た
「
来
」
は
、
か
え
る
と

い
う
。
か
え
る
と
い
う
は
、
願
海
に
い
り
ぬ
る
に
よ
り
て
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃
に
い
た
る
を
、
法
性
の
み
や
こ
へ
か
え
る
と
も
う

す
な
り
。	

（『
聖
典
』・
七
〇
二
）

と
、
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
同
じ
く
『
唯
信
鈔
文
意
』
で
す
。

「
迎
」
は
、
む
か
う
る
と
い
う
、
ま
つ
と
い
う
。
他
力
を
あ
ら
わ
す
こ
こ
ろ
な
り
。「
来
」
は
、
か
え
る
と
い
う
、
き
た
ら
し
む
と
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い
う
。
法
性
の
み
や
こ
へ
、
む
か
え
い
て
、
き
た
ら
し
め
、
か
え
ら
し
む
と
い
う
。	

（『
聖
典
』・
七
〇
五
）

ま
た
、
続
け
て
、

法
性
の
み
や
こ
と
い
う
は
、
法
身
と
も
う
す
如
来
の
、
さ
と
り
を
自
然
に
ひ
ら
く
と
き
を
、
み
や
こ
へ
か
え
る
と
い
う
な
り
。（
中

略
）
こ
の
さ
と
り
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
大
慈
大
悲
き
わ
ま
り
て
、
生
死
海
に
か
え
り
い
り
て
、
普
賢
の
徳
に
帰
せ
し
む
と
も
う

す
。
こ
の
利
益
に
お
も
む
く
を
、「
来
」
と
い
う
。
こ
れ
を
法
性
の
み
や
こ
へ
か
え
る
と
も
う
す
な
り
。「
迎
」
と
い
う
は
、
む
か

え
た
ま
う
と
い
う
、
ま
つ
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。	

（『
聖
典
』・
七
〇
二
）

さ
ら
に
、

法
性
の
み
や
こ
よ
り
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
、
こ
の
娑
婆
界
に
き
た
る
ゆ
え
に
、「
来
」
を
き
た
る
と
い
う
な
り
。
法
性
の
さ
と

り
を
ひ
ら
く
ゆ
え
に
、「
来
」
を
か
え
る
と
い
う
な
り
。	

（『
聖
典
』・
七
〇
五
）

と
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
親
鸞
聖
人
は
、
来
迎
と
は
「
若
不
生
者
の
ち
か
い
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
」
と
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

自
力
の
行
者
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
真
実
信
心
の
人
が
摂
取
不
捨
さ
れ
る
こ
と
を
来
迎
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、「
来
迎
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
言
葉
は
同
じ
だ
け
れ
ど
も
他
力
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
辻
褄
が
合
わ
な
い
の
で
す
。
先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
お
り
ま
す
、
仏
教
本
来
の
無
生
忍
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
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自
力
で
徳
を
積
ん
だ
者
が
救
わ
れ
る
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
す
。
自
力
の
無
功
を
信
知
し
て
自
然
に
阿
弥
陀
の
本
願
の
救
い
に
あ
ず

か
っ
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
摂
取
不
捨
で
す（

（
（

。

（
四
）
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き

　

親
鸞
聖
人
は
『
浄
土
和
讃
』
に
、

　
　

十
方
微
塵
世
界
の　
　
　
　

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し

　
　

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば　
　

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る	

（『
聖
典
』・
五
七
一
）

と
、
摂
取
不
捨
す
る
は
た
ら
き
を
阿
弥
陀
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
阿
弥
陀
と
い
う
の
も
実
体
的
な
仏
さ
ま
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
色
も
形
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
は
た
ら
き
で
す
か
ら
。
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き
を
阿
弥
陀
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
、

は
た
ら
き
だ
け
で
色
も
形
も
な
け
れ
ば
、
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
方
便
法
身
の
尊
形
が
あ
る
の
で
す
。
だ
け
ど
、
あ
れ
は
あ
く
ま
で
方

便
法
身
で
す
か
ら
。
私
た
ち
を
摂
取
不
捨
す
る
は
た
ら
き
を
阿
弥
陀
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、『
親
鸞　

左
訓
字
訓
語
訓
辞
典
』

を
編
纂
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、
親
鸞
聖
人
の
素
晴
ら
し
い
解
釈
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
和
讃
に
付
け
ら
れ
て
い
る
左
訓
で
す
。

　
　

摂
取

　
　

お
さ
め
と
る
。
ひ
と
た
び
と
り
て
な
か
く
す
て
ぬ
な
り
。

　
　

せ
ふ
は
も
の
ゝ
に
く
る
を
お
わ
え
と
る
な
り
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せ
ふ
は
お
さ
め
と
る　

し
ゆ
は
む
か
へ
と
る
〔
左
訓
〕	

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
五
一
）

「
摂
」
は
「
お
さ
め
と
る
」、「
取
」
は
「
む
か
え
と
る
」、「
摂
取
」
と
い
う
は
、「
も
の
ゝ
に
く
る
を
お
わ
え
と
る
な
り
」
と
書
い
て
あ

る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
摂
取
不
捨
と
い
う
の
は
、「
も
の
ゝ
に
く
る
を
お
わ
え
と
る
な
り
」
と
い
う
理
解
で
す
。
摂
取
不
捨
と
聞
け
ば
、

普
通
は
、
こ
ち
ら
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
救
っ
て
あ
げ
ま
す
よ
と
言
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
違
う
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、「
も
の
ゝ

に
く
る
を
お
わ
え
と
る
」
で
す
か
ら
、
逃
げ
て
い
く
人
も
追
い
か
け
て
捕
ら
え
る
と
い
う
の
で
す
。
逃
げ
て
い
る
人
と
は
ど
の
よ
う
な

人
か
と
い
う
と
、
仏
法
に
背
い
て
い
る
人
で
す
。
仏
法
に
背
い
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
お
わ
え
と
る
、
そ
れ
が
摂
取
不
捨
な
の
で
す
。

そ
れ
が
他
力
の
は
た
ら
き
な
の
で
す
ね
。
こ
ち
ら
か
ら
一
生
懸
命
お
念
仏
し
ま
す
。
徳
を
積
み
ま
す
と
い
う
話
で
は
な
い
で
す
ね
。
仏

法
に
背
い
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ
る
者
こ
そ
、
逆
に
仏
法
に
近
い
の
で
す
。
私
は
徳
を
積
み
ま
し
た
、
善
を
積
み
ま
し
た
、
と
い
う

人
が
い
た
ら
「
あ
や
し
く
候
え
な
ま
し
」
で
す
。
こ
の
解
釈
は
蓮
如
上
人
の
『
御
一
代
記
聞
書
』（
二
〇
五
条
・『
聖
典
』
一
二
九
七
）

に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
は
来
迎
と
い
う
言
葉
を
他
力
に
解
釈
し
て
、
先
ほ
ど
の
無
生
忍
の
言
葉
の
理
解
と
同
じ
よ
う
に
、「
ふ
た
い

の
く
ら
ゐ
と
ま
う
す
な
り　

か
な
ら
す
ほ
と
け
に
な
る
へ
き
み
と
な
る
な
り
」
と
、
つ
ま
り
、
現
生
正
定
聚
の
利
益
と
受
け
と
め
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
救
い
の
立
場
で
す
か
ら
、
自
力
の
来
迎
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。「
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の

む
こ
と
な
し
。」、
あ
る
い
は
、

　
　

善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
も
う
さ
ず	

（『
聖
典
』・
七
七
一
）
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と
あ
り
ま
す
か
ら
、
死
に
方
の
善
し
悪
し
に
つ
い
て
も
お
っ
し
ゃ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ビ
ハ
ー
ラ
と
い
っ
て
も
、
色
々
あ
り
ま
す
。
真
言

宗
の
ビ
ハ
ー
ラ
も
あ
れ
ば
、
浄
土
宗
の
ビ
ハ
ー
ラ
も
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
で
は
、『
臨
終
行
儀
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
も
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
に
は
「
頭
北
面
西
右
脇
に
臥
し
て
、
花
を
散
ら
し
、
香
を
焼
き
」
と
あ
り
ま
す
。
い
か
が
で
す
か
、
み
な
さ
ん
。
死
ぬ
と
き
の
作

法
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
う
か
う
か
死
ぬ
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
上
手
な
死
に
方
で
す
。
み
な
さ
ん
上
手
に
死
ね
ま
す
か
？

暴
れ
回
っ
て
死
ん
で
も
良
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
痛
い
時
は
痛
い
と
い
い
、
苦
し
い
と
き
は
苦
し
い
と
い
い
、
ど
ん
な
死
に
方
を
し
て

も
良
し
と
気
づ
い
た
ら
楽
で
す
。
仏
さ
ん
の
御
手
の
中
に
い
る
の
で
す
か
ら
。
摂
取
不
捨
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

他
力
の
御
手
の
中
に
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
中
で
、
ど
ん
な
死
に
方
を
し
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
の
善
し
悪
し
の
と
ら
わ

れ
を
離
れ
た
ら
楽
で
す
。
そ
れ
が
結
局
、
究
極
の
救
い
な
の
で
す
ね
。
死
ぬ
と
き
ま
で
作
法
を
守
っ
て
正
念
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

あ
る
い
は
徳
を
積
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
罪
悪
深
重
の
私
な
ど
は
、
う
か
う
か
死
ね
ま
せ
ん

よ
。
親
鸞
聖
人
の
受
け
止
め
方
は
、
こ
の
よ
う
な
受
け
止
め
方
で
す
。『
末
燈
鈔
』
に
は
、

　
　

行
者
の
よ
か
ら
ん
と
も
あ
し
か
ら
ん
と
も
お
も
わ
ぬ
を
、
自
然
と
は
も
う
す
ぞ
と
き
き
て
そ
う
ろ
う
。	

（『
聖
典
』・
七
六
九
）

と
あ
り
ま
す
。
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
上
と
か
下
と
か
、
長
い
と
か
短
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
と
ら
わ
れ
を
一
切
離
れ
る
。
長
い
命
が

良
く
て
、
短
い
命
が
悪
い
と
、
誰
が
決
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
若
死
に
し
た
人
は
、
み
な
ダ
メ
な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
長
寿
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
と
は
、
誰
が
決
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
力
で
寿
命
を
長
く
し
た
り
、
短
く
し
た
り
出
来
る
の
で
し
ょ

う
か
。
生
は
プ
ラ
ス
、
死
は
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
の
は
誰
が
決
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
生
は
プ
ラ
ス
、
死
は
マ
イ
ナ
ス
な
ど
と
い
う
か
ら
、

死
は
敗
北
に
な
る
の
で
す
。
敗
北
の
う
ち
に
死
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
救
い
も
な
に
も
な
い
で
す
ね
。
親
鸞
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聖
人
の
立
場
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
一
切
の
と
ら
わ
れ
を
離
れ
る
と
い
う
立
場
で
す
。
本
願
の
は
た
ら
き
の
ま
ま
に
。

　
　

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
。	

（『
聖
典
』・
八
三
七
）

と
、『
歎
異
抄
』
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
は
か
ら
い
な
き
を
も
っ
て
本
義
と
す
る
の
で
す
。
浄
土
真
宗
の
教
い
と
い
う
の
は
、
一
切
の

は
か
ら
い
を
離
れ
た
と
き
に
、
そ
の
ま
ま
本
願
の
救
い
に
あ
ず
か
る
と
い
う
も
の
で
す
。
苦
し
み
は
、
私
の
思
い
が
作
っ
て
い
る
の
で

す
か
ら
。
現
実
を
見
た
ら
、
そ
の
思
い
は
砕
か
れ
て
い
き
ま
す
。
死
を
前
に
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
現
実
を
見
た
と
き
に
、
私
の
思
い

と
い
う
の
は
、
全
部
破
れ
て
い
き
ま
す
。『
正
像
末
和
讃
』
に
は
、

　
　

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し　

本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　
　

摂
取
不
捨
の
利
益
に
て　

無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り	

（『
聖
典
』・
六
〇
〇
）

と
あ
り
ま
す
。「
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
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
不
可
称
」、

つ
ま
り
称
る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
不
可
説
」、
つ
ま
り
、
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
。「
不
可
思
議
」、
つ
ま
り
思
議
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
我
々
の
と
ら
わ
れ
を
離
れ
た
と
き
に
、
そ
の
ま
ま
に
阿
弥
陀
の
御
手
の
中
に
お
さ
め
と
ら
れ
て
い
く
、

救
わ
れ
て
い
く
、
こ
れ
が
浄
土
真
宗
の
救
い
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
誰
で
も
出
来
る
の
で
す
。
徳
を
積
ま
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
や
は
り
限
ら
れ
た
人
だ
け
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
臨
終
に
正
念
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
う
か
う
か
と
死

ぬ
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
一
切
の
と
ら
わ
れ
を
離
れ
た
と
き
に
、
摂
取
不
捨
、
本
願
の
御
手
の
中
に
救
わ
れ
て
い
く
の
で
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す
。
私
、
よ
く
言
う
の
で
す
が
、『
西
遊
記
』
に
孫
悟
空
と
い
う
登
場
人
物
が
い
ま
す
。
空
を
悟
っ
た
お
猿
さ
ん
で
す
。
觔
斗
雲
に
乗
っ

て
三
界
を
経
巡
り
回
っ
て
も
、
最
後
は
仏
様
の
手
の
中
だ
っ
た
と
気
づ
く
の
で
す
。
誕
生
も
思
い
を
超
え
た
も
の
で
す
。
死
も
思
い
を

越
え
た
も
の
で
す
。
日
々
の
営
み
も
、
思
い
を
超
え
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
思
い
が
勝
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
大

き
な
御
手
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
長
い
命
が
良
く
て
、
短
い
命
は
良
く
な
い
と
、
生
は
プ
ラ
ス
、
死
は
マ
イ
ナ
ス
と
い
っ
た
と
ら
わ
れ

を
も
っ
て
、
自
分
で
独
り
相
撲
を
と
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
苦
し
み
の
正
体
で
す
。
こ
の
大
き
な
御
手
の
中

に
身
を
預
け
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
ば
楽
で
す
よ
。
私
た
ち
が
申
し
て
い
る
ビ
ハ
ー
ラ
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う

な
目
覚
め
な
の
で
す
。
何
も
、
上
手
に
死
ぬ
た
め
に
心
を
静
め
ま
し
ょ
う
と
か
、
寄
り
添
い
を
し
ま
し
ょ
う
と
か
、
そ
の
よ
う
な
話
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
五
）
本
願
を
信
受
─
浄
土
往
生
を
求
め
て
─

　
『
往
生
礼
讃
』
に
、

　
　

前
念
命
終　

後
念
即
生	

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
六
五
二
）

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、『
愚
禿
鈔
』
で

　
　

本
願
を
信
受
す
る
は
、
前
念
命
終
な
り
。

　
　
　
　
「
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
数
に
入
る
」（
論
註
）
文
、
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「
即
の
時
必
定
に
入
る
」（
十
住
論
）
文
、

　
　
　
　
「
ま
た
必
定
の
菩
薩
と
名
づ
く
る
な
り
」（
十
住
論
意
）
文
、

　
　

即
得
往
生
は
、
後
念
即
生
な
り
。
他
力
金
剛
心
な
り
、
知
る
べ
し
。	

（『
聖
典
』・
五
〇
九
）

と
、
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
、
こ
の
「
前
念
命
終　

後
念
即
生
」
と
い
う
文
は
、
臨
終
の
と
き
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
は
、「
本
願
を
信
受
す
る
は
、
前
念
命
終
な
り
。」
と
、
本
願
を
信
受
し
た
と
き
に
、
自
力
に
命
終
し

て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、「
即
得
往
生
は
、
後
念
即
生
な
り
。
他
力
金
剛
心
な
り
」
と
、
後
念
即
生
は
、
他
力
金
剛
心
に
出

遇
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
力
に
死
し
て
他
力
に
即
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

自
力
に
死
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
そ
れ
は
、
老
い
て
ゆ
く
身
の
事
実
、
死
ん
で
ゆ
く
身
の
事
実
、
そ
の
事
実
に
出
会
っ
た
ら
、
自

力
の
功
な
き
を
知
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
す
。
頭
で
は
死
な
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
着
々
と
死
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
頭
で
は
老

い
て
い
か
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
着
々
と
老
い
て
い
く
の
で
す
。
頭
で
は
健
康
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
健
康
な
と
き
も
あ
れ
ば
病
む

と
き
も
あ
る
の
で
す
。
老
い
て
当
た
り
前
、
病
ん
で
当
た
り
前
、
死
ん
で
当
た
り
前
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
身
の
事
実
を
見
た
と
き
に
、

老
い
て
い
か
な
い
と
い
う
自
力
の
思
い
が
破
ら
れ
る
の
で
す
。
身
の
事
実
を
見
た
と
き
に
、
死
な
な
い
と
い
う
私
の
思
い
が
破
ら
れ
る

の
で
す
。
そ
し
て
、
力
な
く
し
て
終
る
。
そ
の
よ
う
な
、
私
の
思
い
が
破
ら
れ
る
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
自
己
否
定
で
す
。
蓮
如
上

人
の
無
常
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
蓮
如
上
人
の
『
御
文
（
御
文
章
）』
に
は
、
無
常
を
説
い
た
も
の
が
、
帖
内
・
帖
外
を
合
わ

せ
る
と
三
十
数
通
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
の
無
常
と
い
う
の
は
中
世
の
吉
田
兼
好
や
鴨
長
明
が
い
っ
て
い
る
無
常
と
は
全
然
違
い

ま
す
。
蓮
如
上
人
の
無
常
観
と
は
、
実
機
の
自
覚
で
す
。
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
い
が
破
ら
れ
、
自
己

否
定
す
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
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さ
れ
ば
朝
に
は
紅
顔
あ
り
て
、
夕
に
は
白
骨
と
な
れ
る
身
な
り
。	

（『
聖
典
』・
一
二
〇
三
）

頭
で
は
命
は
永
遠
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
死
に
ゆ
く
身
の
事
実
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
た
と
き
、
そ

の
思
い
が
破
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
老
い
て
当
た
り
前
、
病
ん
で
当
た
り
前
、
死
ん
で
当
た
り
前
と
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。「
病
患
の

御
文
（
御
文
章
）」
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
　

浄
土
を
ね
が
ふ
行
人
は
、
病
患
を
得
て
ひ
と
へ
に
こ
れ
を
た
の
し
む
。	

（『
聖
典
』・
一
一
八
五
）

病
気
を
楽
し
む
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
法
然
上
人
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
病
気
を
楽
し
む
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
か
。
病
ん
で
当
た
り
前
と
病
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
死
に
つ
い
て
は
、「
朝
に
は
紅
顔
あ
り
て
、
夕
べ
に
は
白
骨
と
な

れ
る
身
」
と
い
う
自
覚
に
よ
っ
て
、
死
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
そ
れ
が
、
死
ん
で
行
く
身
の
ま
ま
に
た
す
か
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
死
ん
で
行
く
身
の
ま
ま
で
、
私
は
「
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
」
と
受
け
止
め
て
い
け
る
の
で
す
。
老
い
な
い
、
病
ま

な
い
、
死
な
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
、
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」
と
死
ん
で
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
実
機
の
自
覚
、
あ
り
の
ま
ま
に
よ
っ
て
、
自
分
の
思
い
が
破
れ
た
ら
、
老
い
も
病
も
死

も
、
こ
れ
で
よ
し
と
受
け
止
め
て
い
け
る
の
で
す
。
浄
土
真
宗
の
救
い
は
、
病
気
が
治
る
こ
と
で
も
な
く
、
死
な
な
い
体
に
な
る
こ
と

で
も
な
く
て
、
死
ん
で
ゆ
く
身
の
ま
ま
で
、
た
す
か
っ
て
い
く
の
で
す
。「
こ
れ
で
よ
か
っ
た
」
と
。
そ
う
い
う
学
び
な
の
で
す
。
身

近
な
人
の
死
を
通
し
て
自
分
の
死
を
思
う
。
自
分
の
死
を
感
じ
た
時
に
、
人
は
そ
の
死
に
応
え
得
る
だ
け
の
生
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
死
を
先
送
り
す
る
の
で
は
な
く
て
、
今
、
自
ら
の
死
を
問
う
と
き
、
自
分
の
力
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
思
い
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を
超
え
た
大
き
な
本
願
の
御
手
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
気
づ
け
る
。
そ
し
て
、
不
可
称
、
不
可
説
、
不
可
思
議
の
自
然
の
浄

土
に
往
生
す
る
確
信
を
獲
る
。
そ
う
い
う
出
遇
い
を
、
ま
さ
に
「
今
」、
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
当
二
益
の
救
い
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
今
と
い
う
の
は
、
物
理
的
な
時
間
の
今
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
今
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
今
な
の
で
す
。「
人
身

受
け
難
し
、
今
す
で
に
受
く
。
仏
法
聞
き
難
し
、
今
す
で
に
聞
く
」
と
い
う
「
今
」
で
す
。
そ
う
い
っ
た
死
の
問
題
が
課
題
に
な
る
時

が
、
い
つ
も
「
今
」
な
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
今
、
死
を
問
う
と
こ
ろ
に
、
逆
に
生
の
意
味
が
見
え
て
く
る
。
本
願
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
立
場
が
、
親
鸞
聖
人
の
立

場
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
世
で
は
も
う
だ
め
だ
か
ら
、
生
前
に
徳
を
積
ん
で
お
い
て
死
後
の
世
界
を
祈
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
の
で
す
。

　

八
万
四
千
の
ビ
ハ
ー
ラ
が
あ
り
ま
す
が
、
浄
土
真
宗
で
い
う
ビ
ハ
ー
ラ
と
は
摂
取
不
捨
に
あ
ず
か
る
こ
と
で
す
。
他
力
の
浄
土
往
生

で
す
。
ま
さ
に
死
に
直
面
し
た
人
、
死
苦
に
直
面
し
て
い
る
人
と
一
緒
に
聞
法
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
寺
に
通
っ
て
い
た
人
が
、

も
う
病
気
に
な
っ
て
お
寺
に
来
ら
れ
な
い
。
じ
ゃ
あ
、
病
院
に
行
っ
て
一
緒
に
聞
法
す
る
。
そ
う
い
う
信
仰
運
動
な
の
で
す
。

　

誤
解
し
て
お
ら
れ
る
方
は
、
癒
し
の
運
動
だ
、
聖
道
の
慈
悲
だ
と
か
お
っ
し
ゃ
る
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
ま

さ
に
臨
床
の
場
で
、
病
の
人
と
一
緒
に
、
今
、
死
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
を
超
え
た
世
界
に
目
覚
め
て
い
く
。
往
生
が
約
束
さ
れ

た
世
界
に
目
覚
め
て
い
く
。
本
願
に
目
覚
め
て
浄
土
往
生
を
願
生
す
る
。
そ
れ
が
摂
取
不
捨
の
救
い
の
世
界
な
の
で
す
。

Ⅲ
、
事
例

　

救
い
の
あ
り
様
を
最
も
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
先
立
つ
人
の
事
例
で
す
。
そ
れ
で
、
事
例
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
も
色
ん
な
ケ
ー
ス
を
お
読
み
だ
と
思
い
ま
す
。
古
く
は
、
北
海
道
の
鈴
木
章
子
さ
ん
の
『
癌
告
知
の
後
で
─
私
の
如
是
我
聞
─
』
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（
探
求
社
）
と
い
う
詩
集
を
お
読
み
に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
し
、
あ
る
い
は
、
私
ど
も
が
出
版
の
お
手
伝
い
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
平
野
恵
子
さ
ん
の
『
子
ど
も
た
ち
よ　

あ
り
が
と
う
』（
法
蔵
館
）
と
い
う
手
記
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
方
た
ち
の
救

い
と
い
う
の
は
、
何
も
寄
り
添
い
や
癒
し
の
救
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鈴
木
章
子
さ
ん
の
救
い
と
は
、
や
は
り
仏
法
と
の
出
遇
い
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
四
六
歳
の
そ
の
身
を
受
け
止
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
平
野
恵
子
さ
ん
の
救
い
も
癒
や
し
や
寄
り
添
い
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
さ
し
く
仏
法
に
出
遇
っ
て
、
四
一
歳
の
そ
の
身
を
受
け
止
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
の
人
生
は
「
こ
れ

で
よ
か
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
お
手
元
の
資
料
に
は
、
岡
山
大
学
教
授
の
阿
部
幸
子
さ
ん
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
て
お
り

ま
す
。
な
お
、
摂
著
『
ビ
ハ
ー
ラ
往
生
の
す
す
め
─
悲
し
み
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
─
』（
法
蔵
館
）
に
多
く
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

【
事
例
一
】
阿
部
幸
子
さ
ん
（
岡
山
大
学
教
授
）

　

彼
女
は
、
一
九
三
一
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
や
Ｅ
．
Ｍ
フ
ォ
ス
タ
ー
な
ど
の
研
究
を
し
、
京
都
大
学
の
大
学
院
を

修
了
し
、
結
婚
し
て
か
ら
も
、
ず
っ
と
幾
つ
か
の
大
学
を
移
籍
し
な
が
ら
も
研
究
を
続
け
て
い
た
。
一
九
八
九
年
岡
山
大
学
に
教
授
と

し
て
赴
任
し
た
直
後
に
大
腸
癌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
癌
と
の
「
出
会
い
」
を
彼
女
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
癌
と
の
出
会
い
」

癌
と
最
初
に
出
会
っ
た
時
、
人
々
は
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
、
病
気
を
否
定
し
よ
う
と
自
分
自
身
に
対
し
て
取
り
引
き
す
る
と
聞

い
て
い
た
。
絶
望
し
、
自
殺
を
考
え
る
人
す
ら
あ
る
と
聞
い
て
い
た
。
が
、
私
の
反
応
は
異
な
っ
て
い
た
。
一
瞬
大
気
の
温
も
り

が
肌
に
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
目
前
に
迫
っ
て
き
た
人
生
の
困
難
に
圧
倒
さ
れ
か
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
癌
と
は
私
に
と
っ

て
の
一
つ
の
新
し
い
体
験
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
平
和
だ
っ
た
私
の
人
生
に
激
動
の
時
が
訪
れ
た
の
だ
。
病
気
を
持
っ
た
自
己
自
身
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と
の
対
決
は
今
ま
で
自
分
で
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
秘
め
ら
れ
た
心
の
内
面
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

人
生
や
死
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
時
間
を
恵
む
の
か
も
し
れ
な
い
。
癌
に
な
っ
た
こ
と
で
自
分
で
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
事
に

出
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
癌
死
を
望
む
」

文
字
通
り
生
の
中
に
死
を
見
つ
め
な
が
ら
毎
日
を
送
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
な
ぜ
生
き
な
が
ら
死
を
み
つ
め
る
こ
と
が
絶
望
に
結
び

つ
か
な
い
の
か
。
そ
の
答
え
は
単
純
明
快
だ
。
生
の
実
相
と
は
死
が
あ
っ
て
こ
そ
生
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
。
生
は
死
の
反
対
概
念
で
あ
っ
て
同
時
に
反
対
概
念
で
は
な
い
。
少
々
矛
盾
し
た
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
常
に
死

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
生
き
る
こ
と
は
真
実
の
生
命
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
死
と
一
体
化
し
た
生
を
生
き
る
事
は
、（
略
）

真
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
躍
動
的
な
生
命
を
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
旅
路
の
果
て
に
死
が
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
死
は
こ

こ
に
控
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
充
実
し
た
生
命
の
一
瞬
一
瞬
を
生
き
よ
と
常
に
指
示
し
て
い
る
の
だ
。
癌
を
生
き
る
日
々
を
通
じ

て
死
は
段
々
親
し
み
深
い
も
の
に
変
え
ら
れ
て
行
く
。
も
う
時
間
が
来
た
よ
と
死
に
手
を
取
ら
れ
て
も
、
君
は
ず
っ
と
私
の
友
達

だ
っ
た
ね
と
笑
み
が
返
せ
そ
う
で
あ
る
。
死
を
み
つ
め
て
延
命
を
生
き
る
日
々
を
与
え
ら
れ
た
た
め
に
私
に
は
生
の
本
当
の
意
味

が
分
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
す
べ
て
の
難
問
に
自
ず
と
解
決
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
心
境
の
日
々
に
な
れ
た
。

「
死
を
前
に
し
て
思
う
こ
と
」

癌
に
な
る
前
は
自
分
の
力
で
生
き
て
い
る
の
だ
と
自
信
過
剰
な
私
で
あ
っ
た
。
人
生
の
困
難
に
直
面
し
て
も
脱
出
時
を
見
い
だ
す

こ
と
も
出
来
た
し
、
様
々
な
状
況
に
柔
軟
に
対
応
す
る
能
力
も
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
癌
に
直
面
し
た
私
は
、
そ
れ
ま
で
た
だ
ひ
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た
す
ら
お
の
れ
の
信
じ
る
道
を
歩
き
続
け
て
き
た
が
、
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
浮
か
ん
だ
疑
問
は
こ
れ

ま
で
の
人
生
を
本
当
に
自
分
だ
け
の
力
で
生
き
て
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
力
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
き
た
の

だ
と
。
な
ぜ
今
ま
で
こ
ん
な
単
純
な
真
理
に
目
を
閉
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
気
付
く
の
が
遅
す
ぎ
た
と
思
う
と
同
時
に
、
気
付

か
ぬ
ま
ま
死
ぬ
よ
り
良
か
っ
た
。
や
っ
と
の
思
い
で
終
バ
ス
に
乗
車
出
来
た
の
で
あ
る
。

	

（
以
上
『
い
の
ち
を
見
つ
め
る
─
進
行
の
癌
の
患
者
と
し
て
─
』
探
求
社
刊
よ
り
）

　

も
う
一
つ
、
ケ
ー
ス
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
作
家
の
水
上
勉
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
す
。
水
上
さ
ん
は
『
才
市
』（
講

談
社
）
と
い
う
本
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
『
才
市
』
が
水
上
さ
ん
の
真
宗
と
の
決
定
的
な
出
遇
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ

と
が
表
れ
て
い
る
の
が
次
の
文
章
で
す
。
朝
日
新
聞
の
記
事
で
す
。

【
事
例
二
】
水
上
勉
さ
ん
（
作
家
）

「
や
あ
、
こ
ん
な
姿
に
な
り
ま
し
た
」。
長
野
県
北
御
牧
村
の
山
荘
を
訪
れ
る
と
、
水
上
さ
ん
は
長
女
、
蕗
子
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て

現
れ
た
。
体
が
弱
り
、
話
し
か
た
も
ゆ
っ
く
り
に
な
っ
た
が
、
冗
談
を
交
え
て
の
話
は
い
つ
も
通
り
の
水
上
節
だ
。

　

福
井
県
の
貧
し
い
家
か
ら
九
歳
で
京
都
の
禅
寺
の
小
僧
と
な
っ
た
。「
ま
あ
ー
か
」「
は
ん
に
ゃ
」
と
口
伝
え
で
般
若
心
経
を
な

ら
っ
た
。
つ
ら
い
生
活
が
続
い
た
の
と
、
教
団
仏
教
へ
の
反
発
か
ら
、
八
年
間
の
修
行
の
末
に
還
俗
（
げ
ん
ぞ
く
）
し
た
。
修
行

で
得
た
も
の
は
、
そ
の
後
の
生
活
や
創
作
の
軸
に
な
っ
た
。
推
理
小
説
の
分
野
で
人
気
を
得
た
あ
と
、『
一
休
』『
良
寛
』『
破
鞋
』

な
ど
で
、
個
性
の
強
い
禅
僧
や
禅
が
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
歴
史
を
次
々
と
描
い
た
。
自
力
で
悟
り
を
得
る
禅
に
対
す
る
問

い
か
け
を
含
ん
だ
作
品
だ
っ
た
。
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「
禅
寺
の
小
僧
に
な
っ
た
の
は
自
分
の
運
で
す
。
野
良
犬
の
よ
う
に
寺
を
出
た
が
、
宗
教
や
本
山
に
対
す
る
抵
抗
な
ど
、
そ
の
時

に
抱
い
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
考
え
た
こ
と
で
す
。
い
ま
は
他
力
本
願
の
仏
教
が
、
わ
か
り
や
す
い
年
齢
に
な
っ

た
。
看
護
師
さ
ん
に
紙
パ
ン
ツ
を
替
え
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
他
力
本
願
の
生
活
で
す
」（
こ
れ
は
人
頼
み
と
い
う
意
味

で
は
な
い
で
す
）

　

何
も
か
も
仏
に
ま
か
せ
る
「
他
力
」
を
意
識
し
始
め
た
の
は
、
八
十
九
年
の
『
才
市
』
を
書
い
た
こ
ろ
か
ら
だ
。
浅
原
才
市
は
、

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
）
に
亡
く
な
っ
た
島
根
県
の
下
駄
（
げ
た
）
職
人
。
真
宗
信
者
で
、「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
唱
え
な
が
ら
、

つ
ぶ
や
く
よ
う
に
出
る
歌
こ
と
ば
を
一
万
首
以
上
カ
ン
ナ
く
ず
に
書
き
つ
け
た
。
鈴
木
大
拙
が
、
無
学
な
が
ら
高
い
宗
教
的
境
地

の
妙
好
人
だ
と
評
価
し
た
。

　

水
上
さ
ん
は
、
大
工
の
父
親
か
ら
カ
ン
ナ
く
ず
に
ひ
ら
が
な
を
書
い
て
も
ら
っ
て
字
を
覚
え
た
幼
い
日
を
思
い
出
し
た
。
心
筋

梗こ
う
塞そ
く
で
心
臓
の
働
き
が
落
ち
た
こ
と
も
あ
り
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
預
け
た
方
が
楽
な
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
笑
っ
た
。

　
「
自
力
と
他
力
を
比
べ
て
見
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
と
か
空
と
か
い
う
け
れ
ど
、
自
力
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ま
は
、
他
人
（
こ
れ
は
「
他
人
」
で
は
な
く
て
「
他
力
」
で
す
ね
。）
に
生
命
を
預
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
気
が
し
ま
す
」

　

他
力
本
願
を
説
い
た
『
歎
異
抄
』
や
注
釈
書
を
読
み
返
す
の
が
楽
し
み
な
日
々
だ
。
自じ

然ね
ん
に
ま
か
せ
て
、
共
生
に
至
る
思
想
が

あ
る
と
い
う
。

　
「
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
善
悪
二
元
論
を
訴
え
る
が
、
善
を
続
け
て
も
世
の
中
に
は
悪
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
大
乗

の
船
に
乗
れ
ば
、
悪
も
善
も
空
に
な
る
と
、
幼
い
こ
ろ
に
教
わ
っ
た
。『
歎
異
抄
』
を
何
度
も
読
ん
で
い
る
と
、
そ
の
理
屈
が
ひ

し
ひ
し
と
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
親
鸞
の
思
想
に
寄
り
添
う
と
い
う
か
、
仲
間
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
」

	
（『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
二
〇
〇
二
・
七
・
四
）
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こ
れ
は
、『
歎
異
抄
』
の
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
」
や
、「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
非
善
な
り
」
な
ど
を
指
す
の
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
、
水
上
さ
ん
は
禅
の
人
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
最
後
は
こ
う
し
て
、
善
悪
の
と
ら

わ
れ
を
離
れ
て
、
念
仏
に
よ
る
摂
取
不
捨
の
他
力
に
救
わ
れ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。

む
す
び　

─
自
然
の
浄
土
に
還
る
─

　

わ
れ
わ
れ
は
、
概
し
て
死
後
の
他
界
観
の
中
に
来
迎
、
死
後
の
世
界
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
死
生
観
を
、『
往
生
要
集
』
以
来
持
っ
て
お

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
る
世
界
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
の
通
り
、「
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、

来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
」
で
あ
っ
て
、
今
、
死
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
死
に
応
え
得
る
生
に
出
遇
う
。
本
願
に
目
覚
め
る
。
そ

れ
が
永
遠
の
い
の
ち
に
目
覚
め
て
い
く
世
界
な
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
仏
を
対
象
化
し
て
延
命
を
祈
っ
て
、
死
の
苦
し
み
を
超

え
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
言
葉
を
替
え
て
言
え
ば
、
自
然
の
法
に
生
き
、
自
然
の
浄
土
に
還
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
誕
生
も
思
い
を
超
え
た
も

の
。
死
も
思
い
を
超
え
た
も
の
。
日
々
の
営
み
も
思
い
を
超
え
た
も
の
。
思
い
を
超
え
た
本
願
の
は
た
ら
き
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
気

づ
い
た
と
き
に
、
何
歳
で
あ
っ
て
も
、
い
の
ち
の
長
短
、
臨
終
の
善
悪
な
ど
の
と
ら
わ
れ
を
離
れ
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
死
に
ゆ
く
身
を

「
こ
れ
で
よ
し
」
と
、
受
け
と
め
て
い
け
る
世
界
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
「
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と

な
し
」
で
す
。
た
っ
た
今
と
い
う
こ
と
で
、
親
鸞
聖
人
の
「
来
迎
」
は
、
他
力
の
来
迎
で
す
。
他
力
の
来
迎
に
よ
っ
て
死
ん
で
い
く
身

の
ま
ま
で
、「
こ
れ
で
よ
か
っ
た
」
と
い
っ
て
助
か
っ
て
い
く
道
で
す
。
正
し
く
、
ビ
ハ
ー
ラ
は
臨
床
に
お
け
る
願
生
浄
土
の
歩
み
だ
と
、

私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
な
さ
る
解
釈
は
ご
随
意
に
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
宗
の
教
え
に
学
ん
で
ビ

ハ
ー
ラ
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
摂
取
不
捨
の
救
い
に
あ
ず
か
っ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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私
た
ち
が
生
死
の
苦
を
ど
の
よ
う
に
超
え
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
臨
終
に
あ
た
っ
て
、「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」
と
不
平
不

満
の
ま
ま
、
空
し
く
過
ご
し
て
命
終
え
る
の
か
。
逆
に
本
願
力
に
出
遇
っ
て
「
私
の
人
生
は
こ
れ
で
よ
か
っ
た
」
と
、「
こ
の
身
に
満
足
」

し
て
命
終
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
宿
題
が
私
た
ち
に
は
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
避
け
が
た
い
宿
題

を
終
え
る
に
は
、
仏
法
の
学
び
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
宿
題
を
は
や
く
終
え
ら
れ
る
よ
う
に
聞
法
に
い
そ
し

ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
ま
で
熱
心
に
ご
静
聴
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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