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浄
土系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
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第
一
章
　
浄
土
系
仏
教
に
お
け
る
救
済
論
の
基
本
的
構
造

　第
一
節
　
大
無
量
寿
経
の
構
成
と
内
容

　浄
土
系
仏
教
の
完
成
者
と
も
言
う
べ
き
親
鶯
の
代
表
作
『
教
行
信
証
』
を
ひ
も
と
く
と
、
そ
の
教
巻
の
冒
頭
は
、
次
の
標
挙
に
よ
っ
て

始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
「　
　
　
　
真
実
の
教

　　
大
無
量
寿
経

　
　
　
　
　
　
浄
土
真
宗
」

　
真実
の
教
、
即
ち
浄
土
真
宗
の
真
理
を
告
げ
示
し
て
い
る
も
の
は
大
無
量
寿
経
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
『
教
行
信
証
』
全
巻
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
の
大
経
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
七
祖
の
浄
土
信
仰
へ
の
系
譜
を
丈
献
的
に
辿
り
つ
つ
、
浄
土
真
宗
の
教
理
を
理
論
的
に
展
開
し
た
も

の

であ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
大
経
の
構
成
と
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
本
稿
を
始
め
よ
う
。



　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
大
無
量
寿経
は
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
三
部
経
の
一
つ
と
し
て
紀
元
前
一
世
紀
頃
イ
ソ
ド
で
成
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
浄
土
系
仏
教
の

最も
重
要
な
経
典
で
あ
り
、
左
の
よ
う
な
構
成
・
内
容
を
も
つ
上
下
二
巻
か
ら
成
っ
て
い
る
。

〈上巻
〉

　
　
〔
一
、
序
説
ー
序
論
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
し
や
く
っ
せ
ん

　あ
る
時
、
王
舎
城
の
者
閣
堀
山
の
中
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
釈
尊
が
、
　
「
一
切
大
聖
、
神
通
己
達
」
と
い
わ
れ
る
声
聞
や
「
皆
遵
普
賢
、

大
士
之徳
」
と
い
わ
れ
る
菩
薩
達
に
説
法
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
す
べ
て
長
老
格
の
大
弟
子
達
で
あ
っ
た
。

　さ
て
、
今
や
遅
し
と
世
尊
の
出
座
を
待
っ
て
い
た
阿
難
が
ふ
と
顔
を
あ
げ
る
と
、
世
尊
は
い
ま
だ
か
っ
て
見
た
こ
と
が
な
い
妙
な
る
輝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
つ
よ

き
を
放
ち
つ
つ
そ
こ
に
出
現
し
て
い
給
う
の
で
あ
る
。
経
典
は
、
こ
の
時
の
世
尊
の
姿
を
「
諸
根
悦
豫
、
姿
色
清
浄
、
光
顔
魏
魏
」
と
表

現し
て
い
る
。
そ
こ
で
阿
難
は
座
よ
り
起
ち
、
次
の
如
く
世
尊
に
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お

　
「今
日
、
世
尊
よ
、
（
世
尊
の
）
諸
根
は
悦
豫
し
、
姿
色
は
清
浄
に
し
て
、
光
顔
は
娩
鋭
と
ま
し
ま
す
こ
と
、
明
浄
な
る
鏡
の
影
の
、
表
裏
に
暢
る
が
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
と
し
。
威
容
の
顕
曜
に
し
て
、
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
、
無
量
な
り
。
い
ま
だ
か
っ
て
、
殊
妙
な
る
こ
と
今
の
ご
と
く
ま
し
ま
す
を
階
観
た
て
ま
つ
ら
ず
。

　
い
い
し
か

　唯
然
り
、
大
聖
よ
。
わ
れ
、
心
に
念
じ
て
い
う
、
『
今
日
、
世
尊
は
、
奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
、
世
雄
は
、
仏
の
所
住
に
住
し
た
ま
え
り
。
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　…
今
日
、
天
尊
は
、
如
来
の
徳
を
行
じ
た
ま
え
り
。
…
…
（
し
か
ら
ざ
れ
ば
）
な
に
が
ゆ
え
に
、
威
神
の
光
光
た
る
こ
と
、
い
ま
し
し
か
る
や
』
と
。
」

　こ
の
よ
う
に
問
う
阿
難
に
釈
尊
は
、
　
「
阿
難
よ
、
誰
が
そ
う
い
う
問
を
発
せ
し
め
た
の
か
。
諸
天
が
問
わ
し
む
る
の
か
。
自
分
の
慧
見

をも
っ
て
問
う
て
い
る
の
か
」
と
正
し
給
う
。
阿
難
は
「
み
ず
か
ら
所
見
を
も
っ
て
、
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
の
み
」
と
答
え
て
い

る
。
そ
こ
で
釈
尊
は
、
こ
の
阿
難
の
慧
見
を
ほ
め
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
何
故
起
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
如
来
の
本
願
が
あ
ら
わ

れる
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
淳
々
と
説
き
出
し
給
う
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
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一
＝
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ん
ね
ん

　
「よ
い
か
な
、
阿
難
よ
。
問
え
る
と
こ
ろ
、
甚
だ
快
し
。
｛
汝
）
深
き
智
恵
と
真
妙
の
辮
才
を
発
し
、
衆
生
を
懲
念
し
て
、
こ
の
慧
義
を
問
え
り
。
（
そ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん

　
そも
）
如
来
は
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
、
三
界
を
衿
哀
し
た
も
う
。
世
に
出
興
し
た
も
う
所
以
は
、
道
教
を
光
閲
し
、
群
萌
を
抵
い
恵
む
に
真
実
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
をも
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
（
か
く
の
ご
と
き
の
諸
仏
は
）
無
量
億
劫
に
も
、
値
い
難
く
見
た
て
ま
つ
り
難
き
こ
と
、
な
お
、
霊
瑞
華
の
時
々
に
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ち
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
ら
か

　
わ
ち出
ず
る
が
如
し
。
…
…
如
来
は
、
定
と
慧
と
究
暢
し
て
極
ま
り
な
く
、
一
切
の
法
に
お
い
て
、
自
在
を
え
た
ま
え
ば
な
り
、
阿
難
よ
、
　
諦
に
聴
け
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
いま
、
汝
の
た
め
に
説
か
ん
。
」

　
かく
て
世
尊
は
、
法
蔵
菩
薩
の
四
八
願
に
始
ま
る
如
来
の
本
願
の
由
来
を
語
り
給
う
た
の
で
あ
る
。

　

〔二
、
正
説
－
正
宗
分
〕

　
世尊
は
、
阿
難
に
向
か
っ
て
ま
ず
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
済
度
を
発
願
さ
れ
た
そ
の
由
来
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。

　
即ち
、
人
間
の
想
像
も
及
ぼ
ぬ
悠
遠
の
昔
（
乃
往
過
去
、
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
）
に
、
錠
光
如
来
と
い
う
仏
が
世
に
興
出
し

て

以来
、
数
多
く
の
如
来
達
（
魏
訳
で
は
過
去
仏
五
三
）
が
興
出
し
て
人
々
に
道
を
説
い
た
。
世
自
在
王
仏
（
第
五
四
番
目
の
仏
、
阿
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

陀
仏
の
師
仏
）
の
時
代
に
な
っ
て
、
一
人
の
国
王
が
、
世
自
在
王
仏
の
説
法
を
聞
い
て
心
に
悦
了
を
懐
き
、
求
道
心
（
無
上
正
真
道
の
意
）

　
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

を発
し
た
。
彼
は
国
を
棄
て
王
位
を
捕
て
て
出
家
し
て
沙
門
と
な
り
、
法
蔵
と
名
乗
っ
た
。
法
蔵
菩
薩
は
五
劫
の
長
き
に
わ
た
る
思
惟
或

　
　
（
7
）

は

修行
の
後
、
仏
土
を
荘
厳
す
べ
き
清
浄
の
行
を
摂
取
し
た
。
そ
の
時
彼
は
四
八
の
大
願
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
四
八
願
全
体
の
内

容は
、
即
ち
選
択
本
願
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
第
一
八
願
は
、
曇
鶯
（
四
七
一
ー
五
四
二
）
以
来
四
八
願
申
の
願
目
と
さ
れ
て
き
た
。
そ

の

本丈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「

たと
い
、
わ
れ
仏
と
な
る
を
え
ん
と
き
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
に
信
楽
し
て
、
わ
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
し
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
、
生
れ
ず
ん
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

正覚
を
取
ら
じ
。
た
だ
、
五
逆
（
の
罪
を
犯
す
も
の
）
と
正
法
を
誹
諦
す
る
も
の
を
除
か
ん
。
」



　
釈尊
が
、
法
蔵
菩
薩
の
四
八
の
大
願
を
説
き
終
え
た
あ
と
、
法
蔵
菩
薩
の
そ
の
後
の
消
息
に
関
し
て
釈
尊
と
阿
難
と
の
間
に
次
の
よ
う

な
問
答
が
な
さ
れ
る
。

　
「阿
難
、
仏
に
も
う
し
て
い
う
、
「
法
蔵
菩
薩
、
す
で
に
成
仏
し
て
、
滅
度
を
取
り
た
ま
え
り
と
や
せ
ん
、
未
だ
成
仏
し
た
ま
わ
ず
と
や
せ
ん
、
（
成
仏
し

　
て
）
い
ま
現
に
ま
し
ま
す
と
や
せ
ん
」
。
仏
、
阿
難
に
告
げ
た
も
う
、
「
法
蔵
菩
薩
、
今
す
で
に
成
仏
し
て
、
現
に
西
方
に
ま
し
ま
す
。
こ
こ
を
去
る
こ
と

　
十
万
億
刹な
り
。
そ
の
仏
の
世
界
を
、
名
づ
け
て
、
安
楽
と
い
う
」
。
「
阿
難
ま
た
問
う
、
そ
の
仏
、
成
仏
し
た
ま
い
し
よ
り
こ
の
か
た
、
い
く
ば
く
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
（
9
）

　を
経
た
り
と
や
せ
ん
」
。
仏
、
い
い
た
も
う
、
「
成
仏
よ
り
こ
の
か
た
、
お
よ
そ
十
劫
を
歴
た
ま
え
り
。
…
」
。

　
つま
り
法
蔵
菩
薩
は
、
既
に
十
劫
の
昔
、
西
方
十
万
億
刹
の
安
楽
国
に
成
仏
し
て
、
現
在
も
そ
こ
に
い
ま
し
た
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
成
道
さ
れ
た
法
蔵
菩
薩
が
、
無
量
寿
仏
、
無
量
光
仏
等
々
と
呼
ぼ
れ
る
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
お
ら
れ
る
安
楽
国
が
、
清

浄
安
穏
に
し
て
微
妙
快
楽
な
る
西
方
浄
土
な
の
で
あ
る
。

〈下巻
〉

　
下巻
に
入
る
と
、
釈
尊
は
ま
ず
阿
難
に
む
か
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
を
説
き
あ
か
さ
れ
る
。

　
「

（そ
の

わ
けは
）
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
（
無
量
寿
仏
の
）
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
な
い
し
一
念
も
せ
ん
。
至
心
に
廻
向
し
て
、
か
の
国

　

に
生
れ
んと
願
わ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
す
る
こ
と
を
え
て
、
不
退
転
（
の
位
）
に
住
す
れ
ば
な
り
。
た
だ
、
五
逆
（
の
罪
を
犯
す
者
）
と
正
法
を
誹
諦
す
る
も

　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
の
と
を
除
く
」
。

　
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
本
願
成
就
丈
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
に
あ
げ
た
十
八
願
と
同
じ
内
容
を
釈
尊
は
別
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
た

の

であ
る
。
今
こ
の
両
者
を
漢
訳
仏
典
に
よ
っ
て
比
較
し
て
み
る
と
、
願
丈
の
「
十
方
衆
生
」
は
成
就
丈
で
は
「
諸
有
衆
生
」
と
な
り
、

「

至
心
信楽
欲
生
我
国
」
は
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
と
な
り
、
　
「
乃
至
十
念
」
は
「
乃
至
一
念
」
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
法
蔵
菩
薩
の

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇

願丈
に
お
い
て
は
、
法
蔵
は
、
十
方
の
衆
生
が
至
心
に
信
楽
し
て
浄
土
に
生
れ
よ
う
と
欲
し
な
い
な
ら
ば
、
自
分
は
悟
り
の
位
を
と
ら
な

い
、
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
成
就
丈
に
お
い
て
は
、
本
願
成
就
し
て
如
来
と
な
っ
た
阿
弥
陀
仏
が
、
一
切
の
衆
生
は
南
無
阿
弥
陀

仏
の
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
け
ば
、
そ
れ
を
信
心
し
て
歓
喜
に
あ
ふ
れ
て
念
仏
を
と
な
え
る
で
あ
ろ
う
、
も
し
衆
生
が
至
心
に
廻
向
し
て
浄

土
に

生
れよ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
即
座
に
往
生
を
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
四
八
願
中
の
十
八
願
と
こ

の

本
願
成
就
丈が
、
大
経
全
体
の
、
従
っ
て
ま
た
『
教
行
信
証
』
の
骨
格
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
（
1
2
）

　以
下
往
観
偶
、
浄
土
に
往
生
し
た
声
聞
・
菩
薩
の
功
徳
、
三
毒
・
五
悪
を
離
れ
る
べ
き
こ
と
、
浄
土
の
見
仏
・
見
土
と
続
く
が
、
本
稿

の

課
題と
紙
数
の
都
合
で
、
す
べ
て
省
略
す
る
。

　

〔三
、
結
語
ー
流
通
分
〕

　
こ
の
経
の
尊
き
こ
と
を
説
き
、
こ
れ
を
弥
勒
菩
薩
に
付
嘱
す
る
。
経
説
を
聞
く
一
切
の
人
々
の
歓
喜
と
大
地
の
震
動
。

　以
上
、
親
驚
が
「
真
実
の
教
」
と
し
た
大
経
の
構
成
と
内
容
を
、
本
稿
の
展
開
に
関
係
す
る
部
分
を
中
心
に
極
め
て
概
括
的
に
略
述
し

た
。
親
鷺
は
こ
の
経
を
総
括
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
曰
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
「

如来
の
本
願
を
説
く
を
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
は
ち
、
仏
の
名
号
を
も
て
経
の
髄
と
す
る
な
り
」
。

第
二
節
　
親
驚
の
罪
業
意
識
と
救
済
信
仰
（
親
鶯
の
諸
著
作
か
ら
）

親
驚

（＝
七
三
1
＝
一
六
二
）
は
、
九
歳
で
出
家
し
て
比
叡
山
に
登
り
、
修
学
・
修
業
を
積
み
、
自
力
聖
道
門
を
極
め
尽
く
し
た
。

し
か
し
、
内
な
る
煩
悩
は
越
え
が
た
く
、
二
九
歳
に
し
て
遂
に
法
然
の
説
く
他
力
浄
土
門
に
入
り
、
以
後
絶
対
他
力
の
信
心
に
徹
し
て
、



後
に
浄
土
真
宗
の
祖
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　　
「
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
。

　
彼
は
、
念
仏
へ
の
徹
底
と
師
へ
の
思
い
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。
親
鶯
が
、
こ
の
よ
う
に
他
力
の
信
心
に
徹
し
た
背
景
に
は
何
が
あ
る
か
。

そ

れ
は
度し
難
い
自
己
の
罪
業
・
業
縁
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
の
主
著
『
教
行
信
証
』
を
中
心
に
、
『
歎
異
抄
』
（
弟
子
唯
圓
に
よ
る

親鶯
の
語
録
）
を
含
め
て
彼
の
遣
し
た
諸
作
品
も
参
照
し
つ
つ
、
彼
の
自
己
理
解
と
信
心
の
構
造
を
簡
潔
に
再
構
成
し
て
み
よ
う
。

　
親
鶯は
、
自
ら
を
「
か
な
し
き
か
な
愚
禿
鷺
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
か
ず
に
い
る
こ
と
を
よ

ろ
こ

ぼず
、
真
証
の
証
に
ち
か
づ
く
こ
と
を
た
の
し
ま
ず
。
は
つ
べ
し
い
た
む
べ
し
」
　
（
『
教
行
信
証
』
信
巻
、
一
九
二
頁
）
と
述
べ
、

自
ら
を
含
む
衆
生
を
、
「
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
」
（
『
歎
異
抄
』
　
二
、
）
、
「
稼
を
す
て
浄
を
ね
が
ひ
、
行
に
ま
ど
ひ
信
に
ま
ど
ひ
、
心

く
ら
く
識
す
く
な
く
、
悪
お
も
く
さ
は
り
お
ほ
き
も
の
」
（
『
教
行
信
証
』
序
、
二
八
頁
）
、
「
常
没
の
凡
愚
、
流
転
の
群
生
…
…
極
悪
深

，
重
の
衆
生
」
（
『
教
行
信
証
』
信
巻
一
六
－
一
二
九
頁
）
、
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
…
…
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
（
『
歎
異
抄
』

三

一、

）
など
と
表
現
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
罪
業
の
自
覚
に
お
い
て
前
節
に
述
べ
た
大
経
一
八
願
を
中
心
と
す
る
如
来
の
本
願
を
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん

受
する
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
苦
悩
の
群
繭
を
救
済
し
、
世
雄
の
悲
、
ま
さ
し
く
逆
諦
關
提
を
め
ぐ
ま
ん
と
お
ぼ
す
」
（
『
教
行
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ち
け
い

証
』
序
、
二
三
頁
）
も
の
で
あ
り
、
「
凡
小
修
し
や
す
き
真
教
、
愚
鈍
ゆ
き
や
す
き
捷
径
」
　
（
同
上
）
で
あ
る
。
な
か
で
も
如
来
の
本
願

が
、
如
何
に
一
切
の
衆
生
を
も
れ
な
く
救
の
う
ち
に
包
摂
す
る
広
大
無
辺
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
　
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
阿
闘
世
の
獲
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

のく
だ
り
に
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
親
鶯
は
、
　
『
浬
繋
経
』
　
「
梵
行
品
」
に
よ
っ
て
、
阿
閣
世
獲
信
の
経
過
を
引
用
し
、
同
じ
経
の
「
迦

葉品
」
か
ら
阿
閣
世
逆
悪
の
機
縁
を
示
す
文
を
引
い
て
こ
れ
を
補
っ
て
い
る
。
従
っ
て
ま
ず
そ
の
大
要
を
こ
こ
に
要
約
し
て
み
よ
う
。

　

王舎
大
城
の
阿
闇
世
王
は
、
提
婆
達
多
と
い
う
名
の
悪
友
（
釈
尊
の
従
兄
弟
と
も
言
わ
れ
、
仏
教
教
団
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
）
に
そ

　
　　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四

二

そ
の

かさ
れ
、
父
の
マ
ガ
ダ
国
王
頻
婆
娑
羅
を
捕
え
て
殺
し
て
し
ま
う
。
こ
の
行
為
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
後
、
阿
闘
世
王
は
、
自
分
の
心

　
　
く
ゑ
ね
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ

に
「

悔熱
」
を
生
じ
、
そ
の
た
め
体
中
に
瘡
を
生
出
し
、
人
が
寄
り
つ
け
ぬ
ほ
ど
に
悪
臭
を
放
つ
よ
う
に
な
る
。
空
見
論
者
、
宿
命
論
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
ば

等
六人
の
大
臣
の
慰
め
、
励
ま
し
も
王
の
傷
め
る
心
に
適
中
し
な
い
が
、
最
後
に
や
っ
て
来
た
者
婆
な
る
大
医
は
、
王
の
心
に
「
悪
擁
」

の念
が
あ
る
以
上
、
他
の
六
師
の
勧
め
は
無
益
で
あ
っ
て
も
、
妥
達
多
な
る
仏
世
尊
は
、
あ
な
た
を
救
う
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
て
、
阿

聞
世
を
世
尊
の
も
と
へ
伴
い
ゆ
く
。
か
く
て
阿
閣
世
王
は
、
世
尊
の
放
ち
給
う
大
光
明
に
よ
っ
て
そ
の
瘡
を
い
や
さ
れ
、
釈
尊
の
説
法
を

聞
き
、
如
来
を
信
じ
て
浬
葉
に
入
り
、
そ
の
結
果
、
王
の
夫
人
も
後
宮
の
采
女
も
、
マ
ガ
ダ
国
の
無
量
の
人
民
も
無
上
菩
提
の
心
を
起
こ

す
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　と
こ
ろ
で
阿
闘
世
の
獲
信
は
、
　
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
も
こ
の
経
全
体
の
背
景
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
経
の

内
容
全
体
の
紹
介
や
上
記
『
渥
葉
経
』
と
の
出
来
事
の
経
過
に
つ
い
て
の
細
部
の
相
違
点
の
指
摘
や
吟
味
は
、
紙
数
の
都
合
に
ょ
り
本
稿

で
はす
べ
て
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
浄
土
観
想
の
第
十
六
観
の
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
下
品
下
生
の
者
の
往
生
の
方
法
に
つ
い
て

の

み
短
かく
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
下品
下
生
の
者
と
は
、
　
「
不
善
の
業
た
る
五
逆
・
十
悪
を
作
り
、
　
（
そ
の
他
）
も
ろ
も
ろ
の
不
善
を
具
す
」
者
で
あ
る
。
こ
の
人
の
救

に

つ
い
て
、
経
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

「

かく
の
ご
と
き
の
愚
人
は
、
命
終
る
時
に
臨
み
て
、
善
知
識
の
、
種
々
に
安
慰
し
て
、
た
め
に
妙
法
を
説
ぎ
、
教
え
て
仏
を
念
ぜ
し
む
る
に
遇
わ
ん
。

　
　
　
　
　
　
せ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

こ
の
人
、
苦
に
逼
ら
れ
て
、
仏
を
念
ず
る
に
逞
あ
ら
ず
。
（
か
の
）
善
友
隅
告
げ
て
い
う
、
『
汝
よ
、
も
し
（
仏
を
）
念
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ば
、
ま
さ
に

無
量
寿
仏
（
の
名
）
を
称
う
べ
し
』
と
。
か
く
の
如
く
、
至
心
に
、
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
、
十
念
を
具
足
し
て
、
〈
南
無
阿
弥
陀
仏
〉
を
称
え
し
む
。

仏
の
名
を
称
う
る
が
ゆ
え
に
、
念
々
の
中
に
お
い
て
、
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
き
、
命
終
る
時
、
金
蓮
華
の
、
な
お
日
輪
の
ご
と
く
に
し
て
、
そ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
だ

　人
の
前
に
住
す
る
を
見
ん
、
一
念
の
頃
の
如
く
に
、
す
な
わ
ち
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
、
蓮
華
の
中
に
お
い
て
、
十
二
大
劫
を
満
ち
て
、
蓮
華

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
ま
さ
に
開
く
。
…
ー
」

　
かく
て
下
品
下
生
の
者
は
、
他
の
仏
の
教
法
に
よ
っ
て
は
到
底
救
わ
れ
難
い
の
で
あ
る
が
、
無
量
寿
仏
の
名
を
、
至
心
に
、
令
声
不
絶

に
、
十
念
を
具
足
し
て
称
う
る
な
ら
ば
救
わ
れ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
下
品
下
生
の
者
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
阿
闇

世
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
こ
の
経
は
、
愁
憂
憔
埣
、
悲
泣
雨
涙
の
中
に
あ
る
母
章
提
希
に
、
阿
閣
世
の
よ
う
な
者
で

も
無
量
寿
仏
の
名
を
称
え
れ
ば
救
わ
れ
る
の
だ
と
述
べ
て
、
慰
め
と
希
望
を
与
え
、
も
っ
て
こ
の
経
を
読
む
す
べ
て
の
者
に
も
未
曽
有
の

歓喜
を
与
え
ん
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　さ
て
、
　
「
信
巻
」
巻
末
は
、
阿
閣
世
の
獲
信
に
関
す
る
経
丈
を
引
用
し
た
あ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
難
化
の
機
」
に
関
す
る
大
乗
経
典
の
経

丈
の
異
同
を
列
記
し
て
、
逆
悪
の
者
、
諦
法
の
者
の
抑
止
と
摂
取
の
如
何
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
　
『
大
経
』
の
十
八
願
丈
に
は
、

「

唯
除

五
逆
誹諦
正
法
」
と
あ
る
が
、
　
『
観
経
』
に
は
、
下
品
下
生
の
者
を
「
不
善
の
業
た
る
五
逆
・
十
悪
を
作
り
、
　
（
そ
の
他
）
も
ろ

も
ろ
の
不
善
を
具
す
」
と
述
べ
て
、
五
逆
・
十
悪
の
者
で
も
念
仏
す
れ
ぽ
往
生
す
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
『
観
経
』
で
は
、
　
「
誹
諦

正法
」
の
者
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
『
浬
葉
経
』
に
は
、
難
治
の
機
と
病
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
教
説
の
真
意
を

ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　こ
れ
に
つ
い
て
、
親
鷺
は
ま
ず
曇
鶯
の
『
浄
土
論
註
』
を
、
次
に
善
導
（
光
明
寺
の
和
尚
）
の
『
観
経
疏
（
四
巻
）
』
中
の
「
散
善
義
」

及
び
『

法
事
讃

（略称
）
』
を
引
用
し
て
、
解
釈
の
歴
史
を
辿
る
。

　
曇繕
に
よ
れ
ば
、
　
『
大
経
』
は
、
五
逆
と
誹
諦
正
法
と
二
種
の
重
罪
を
具
え
る
者
に
つ
い
て
言
っ
て
お
り
、
　
『
観
経
』
は
、
た
だ
十
悪

五
逆
の罪
に
つ
い
て
言
う
の
み
で
、
誹
誘
正
法
に
つ
い
て
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
誹
諦
正
法
の
罪
を
犯
し
て
も
五
逆
罪
を
犯

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
四

し
て
い
な
い
者
は
往
生
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
曇
鶯
の
答
は
、
　
「
た
だ
正
法
を
誹
講
せ
し
め
て
、
さ

ら
に
余
の
つ
み
な
し
と
い
う
と
も
、
か
な
ら
ず
生
ず
る
こ
と
を
え
じ
」
　
（
二
主
二
頁
）
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
五
逆
罪
は
正
法
な
き
に

よ
り
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
誹
諦
正
法
の
罪
は
、
　
「
極
重
」
、
「
最
重
」
で
あ
り
、
仏
法
を
誹
諦
す
る
者
が
仏
土
を
願
生
す
る
理

はな
い
。

　こ
れ
に
対
し
善
導
は
、
　
『
大
経
』
が
誹
法
五
逆
を
除
い
た
の
は
、
こ
の
二
業
が
極
重
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
　
「
如
来
そ
れ
こ
の
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ふ

過
を

つく
ら
ん
を
お
そ
れ
て
、
方
便
し
て
と
ど
め
て
往
生
を
え
ず
と
の
た
ま
へ
り
。
ま
た
こ
れ
摂
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
　
（
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
し
も
ん

七頁
）
と
主
張
し
、
こ
れ
を
抑
止
門
と
称
し
て
い
る
。
善
導
に
よ
れ
ば
、
　
『
観
経
』
の
下
品
下
生
の
者
は
、
阿
閣
世
に
見
る
通
り
五
逆
罪

をす
で
に
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
已
造
業
）
。
し
か
し
彼
は
ま
だ
諦
法
の
罪
は
つ
く
っ
て
い
な
い
（
未
造
業
）
。
だ
か
ら
抑
止
し
て
、
諦

法
を
なさ
ぼ
往
生
し
得
ぬ
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
「も
し
つ
く
ら
ば
か
へ
り
て
摂
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
し
め
ん
。
か
し
こ
に
生
ず
る
こ
と
を
う
と
い
ふ
と
も
、
華
合
し
て
多
劫
を
へ
ん
」
。

と
述
べ
て
、
多
劫
に
わ
た
っ
て
華
に
包
ま
れ
て
、
三
宝
を
見
聞
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
多
劫
抑
止
の
条
件
つ
き
な
が
ら
も
、
と
も

かく
誹
詩
正
法
の
者
も
摂
取
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
最後
に
親
鷺
は
、
善
導
の
『
法
事
讃
』
か
ら
次
の
よ
う
な
一
節
を
引
い
て
、
　
「
信
巻
」
の
筆
を
お
く
。

「浄
土
に
は
誹
り
嫌
い
の
声
は
絶
え
、
憂
い
悩
み
と
い
う
も
の
は
な
い
。
人
も
天
も
善
も
悪
も
、
皆
な
往
生
す
る
こ
と
を
得
、
そ
こ
に
至
れ
ば
差
別
は
な

く
、
斉
し
く
同
じ
く
不
退
の
身
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
そ
れ
は
弥
陀
の
因
地
に
於
て
、
世
饒
王
仏
の
所
で
位
を
捨
て
家
を
出
で
て
、
悲
智

の

心
を

起し
、
広
く
四
十
八
願
を
弘
め
た
も
う
の
に
由
る
の
で
あ
る
。
そ
の
仏
の
願
力
に
依
っ
て
、
五
逆
も
十
悪
も
罪
が
減
し
て
、
往
生
を
得
、
諦
法
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

閾
提も
、
廻
心
す
れ
ば
皆
な
往
生
し
得
る
の
で
あ
る
」
。

9
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こ
の
「
信
巻
」
結
び
の
引
用
丈
に
、
親
鷺
は
自
分
の
信
を
重
ね
合
わ
せ
て
告
白
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
阿
弥
陀
如
来
は
、
五
逆
十

悪
の
者
も
諦
法
の
者
も
關
提
を
も
、
そ
の
人
が
廻
心
し
て
一
念
十
念
念
仏
を
称
え
る
な
ら
ば
、
皆
こ
と
ご
と
く
摂
取
し
た
も
う
、
と
い
う

こ
と
が
、
曇
彌
・
善
導
を
引
用
し
つ
つ
、
親
驚
自
ら
の
実
存
的
告
白
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
　
「
信
巻
」
の
説
得
力
が
あ
る

の

であ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
り

　我
々
は
、
こ
の
行
を
学
び
つ
つ
、
イ
エ
ス
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
二
人
の
犯
罪
人
（
ル
カ
ニ
三
・
三
九
－
四
三
）
、
そ
し
て
首

を

っ
っ

て自
殺
し
た
ユ
ダ
（
マ
タ
イ
ニ
七
・
一
－
一
〇
）
を
思
い
出
す
。
諦
法
も
聞
提
も
「
廻
心
す
れ
ぽ
往
生
し
得
る
」
と
い
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
か
ら
、
イ
エ
ス
を
の
の
し
っ
た
強
盗
に
も
、
ユ
ダ
に
も
救
わ
れ
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
親

鶯
の
信
心
が
如
何
に
す
べ
て
の
者
を
摂
取
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

第
二
章
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
そ
の
救
済
論
の
一
異
に
つ
い
て

　さ
て
我
々
は
、
前
章
に
お
い
て
浄
土
系
仏
教
の
救
済
論
に
つ
い
て
親
鶯
の
信
心
に
的
を
絞
り
つ
つ
一
応
の
輪
郭
を
描
き
出
し
て
見
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
（
ま
た
は
救
済
信
仰
）
と
対
比
す
る
た
め
に
は
、
順
序
と
し
て
当
然
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
救
済

論
の
概
観
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
課
題
に
本
格
的
に
取
り
組
む
に
は
独
立
の
論
究
を
要
し
、
紙
数
の
制
限
も
今
は
こ
れ
を

ゆ
る
さ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
新
約
聖
書
、
な
か
ん
ず
く
パ
ウ
ロ
の
瞭
罪
信
仰
（
例
え
ば
そ
の
代
表
的
な
告
白
の
一
例
を
ロ
マ
書
三

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四

六

・

二
三－
二
四
に
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
）
を
、
聖
書
の
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
の
成
果
等
へ
の
顧
慮
も
一
切
省
略
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
の
正
統
的
救
済
信
仰
と
し
て
字
義
通
り
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
か
つ
本
稿
の
読
者
に
は
周
知
の
こ
と
と
し
て
そ
の
全
貌
の
説
明
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

切省
略
し
、
た
だ
ち
に
こ
れ
と
浄
土
系
仏
教
と
の
比
較
に
入
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

一、
往
相
・
還
相
と
神
の
愛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　ま
ず
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
よ
る
救
が
顕
わ
さ
れ
る
経
過
を
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
、
十
字
架
受
難
の
道
行
き
と
比
べ
て
み
た
い
と
思

う
。

　
大
経
に
お
い
て
は
、
先
に
一
瞥
し
た
通
り
、
世
自
在
王
仏
の
説
法
を
聞
い
て
心
を
動
か
さ
れ
た
法
蔵
菩
薩
が
、
出
家
し
て
、
五
劫
の
長

き
に
渉
る
激
し
い
思
惟
修
業
の
後
、
成
道
を
得
て
四
十
八
願
を
発
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
蔵
は
十
劫
の
昔
に
既
に
成
道
し
て

阿
弥
陀
仏
と
な
り
、
西
方
十
万
億
刹
の
安
楽
国
に
い
る
の
で
あ
る
が
、
五
徳
瑞
現
の
姿
を
と
っ
て
今
弟
子
た
ち
の
前
に
現
わ
れ
て
い
る
釈

尊
こ
そ
如
来
の
本
願
を
説
く
た
め
に
こ
の
世
に
応
化
し
た
如
来
の
応
身
な
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
大
経
の
構
造
を
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
そ
の
生
涯
の
使
命
を
要
約
す
る
代
表
的
な
次
の
二
つ
の
聖
句

と
対
比
し
て
み
よ
う
。

「

キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
か
た
ち
で
あ
ら
れ
た
が
、
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
事
と
は
思
わ
ず
、
か
え
っ
て
、
お
の
れ
を
む
な
し
う
し
て
僕
の

か
た
ち

をと
り
、
人
間
の
姿
に
な
ら
れ
た
。
そ
の
有
様
は
人
と
異
な
ら
ず
、
お
の
れ
を
低
く
し
て
、
死
に
至
る
ま
で
、
し
か
も
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で

従
順
で
あ
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
は
彼
を
高
く
引
き
上
げ
、
す
べ
て
の
名
に
ま
さ
る
名
を
彼
に
賜
わ
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
の
御
名
に
よ
っ
て
、

天上
の
も
の
、
地
上
の
も
の
、
地
下
の
も
の
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
ひ
ざ
を
か
が
め
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
舌
が
、
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
主
で
あ
る
』

と
告
白
し
て
、
栄
光
を
父
な
る
神
に
帰
す
る
た
め
で
あ
る
」
。
（
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
二
・
六
ー
＝
）
。



「

神
はそ
の
ひ
と
り
子
を
賜
わ
っ
た
ほ
ど
に
、
こ
の
世
を
愛
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
は
御
子
を
信
じ
る
者
が
ひ
と
り
も
滅
び
な
い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る

た
め

であ
る
」
。
（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
三
・
一
六
）
。

　
こ
れ
ら
の
御
言
葉
と
如
来
の
本
願
に
よ
る
救
の
成
就
の
使
信
と
の
間
に
は
、
彼
岸
（
あ
る
い
は
超
越
）
と
此
岸
（
あ
る
い
は
内
在
）
の

往還
に
関
し
て
、
顕
著
な
並
行
関
係
、
あ
る
い
は
本
質
的
な
類
似
性
が
見
い
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
反
面
、
極
め
て
重
要
な
構
造
上
の
相
違

があ
り
、
単
純
な
比
較
を
拒
む
こ
と
に
も
同
時
に
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
世
を
救
う
た
め
に
そ
の
ひ
と
り
子
を
賜
う
ほ
ど
の
神
の

愛
は
、
一
切
衆
生
を
救
わ
ん
と
す
る
如
来
の
本
願
に
本
質
的
に
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
し
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み

る
と
、
聖
書
で
は
、
　
「
神
は
、
…
…
こ
の
世
を
愛
し
て
下
さ
っ
た
し
、
　
「
キ
リ
ス
ト
は
神
の
か
た
ち
で
あ
ら
れ
た
が
」
と
い
う
風
に
、
す
べ

て
は
、
神
と
い
う
超
越
的
人
格
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
経
で
は
、
如
来
の
本
願
が
発
せ
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
、
五
劫
の

長き
に
渉
る
法
蔵
菩
薩
の
修
業
が
あ
る
。
大
経
で
は
、
ま
ず
法
蔵
の
往
相
、
更
に
湖
れ
ば
錠
光
の
往
相
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
成
道
し
た

法蔵
の
還
相
、
即
ち
阿
弥
陀
仏
の
還
相
が
あ
り
、
そ
れ
は
一
切
衆
生
に
と
っ
て
は
廻
向
と
な
る
。
こ
の
廻
向
の
お
蔭
で
、
衆
生
は
「
聞

其名
号
内
至
一
念
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
相
廻
向
と
し
て
の
行
・
信
を
得
て
即
得
往
生
し
、
そ
こ
か
ら
再
び
還
相
廻
向
と
し
て
の
証
の

世界
へ
降
り
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
衆
生
に
関
し
て
言
え
ば
、
一
切
は
如
来
の
廻
向
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で

あ
り
、
こ
の
点
で
は
キ
リ
ス
ト
信
者
の
救
が
、
全
く
一
方
的
に
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
顕
わ
さ
れ
た
神
の
恵
み
に
よ
る
こ
と
と
並
行
関
係
を

な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
経
で
は
、
如
来
の
本
願
発
現
の
原
点
と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
業
が
先
行
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

「神
は
…
…
」
を
す
べ
て
の
出
発
点
と
す
る
前
掲
の
聖
句
の
場
合
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

　
そ

れ
では
、
法
蔵
菩
薩
と
は
一
体
何
者
な
の
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
既
に
第

一
章第
一
節
に
略
述
し
た
法
蔵
菩
薩
と
、
釈
迦
族
の
皇
太
子
で
あ
り
な
が
ら
出
家
し
て
修
業
し
遂
に
成
道
を
得
た
釈
迦
と
の
間
に
は
著
し

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
八

い

並
行関
係
が
あ
る
。
従
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
は
、
後
の
時
代
に
大
無
量
寿
経
を
編
纂
し
た
仏
弟
子
に
よ
る
釈
尊
の
理
想
化
な
い
し
投
影
で

あ
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
に
異
論
は
見
い
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
五
劫
の
思
惟
・
修
業
の
後
、

　
「
荘
厳
仏
土
清
浄
之
行
」
を
摂
取
し
な
が
ら
、
一
切
衆
生
を
救
う
ま
で
は
仏
に
な
ら
ぬ
と
誓
い
を
立
て
て
衆
生
救
済
の
た
め
に
働
く
阿
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

陀
如
来
は
、
初
転
法
輪
し
て
衆
生
救
済
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
釈
尊
の
姿
の
理
想
化
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
結
城
令
聞
『
大
無
量
寿
経
入
門
－
三
、
釈
迦
牟
尼
仏
と
阿
弥
陀
仏
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

即ち
、
人
間
と
し
て
八
〇
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
八
〇
入
滅
の
釈
尊
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
入
滅
後
の
弟
子

達
の
間
で
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
た
。
小
乗
の
人
々
は
、
た
と
え
仏
陀
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
命
は
死
を
以
て
永
遠
に
滅
無
に
帰
し
て
し
ま
う

と
考
え
た
。
し
か
し
、
大
乗
の
人
々
は
、
仏
陀
の
人
格
の
中
に
永
遠
に
し
て
無
限
な
る
も
の
を
感
得
し
得
た
か
ら
、
肉
身
の
仏
陀
以
外
の

゜

仏
陀
、
た
と
い
仏
陀
の
肉
体
が
消
滅
し
て
も
消
滅
し
た
と
考
え
得
な
い
仏
陀
の
人
格
を
、
肉
身
の
仏
陀
自
身
の
口
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
と

いう
名
の
も
と
に
聞
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
結
城
に
よ
れ
ば
、
大
経
の
編
纂
結
集
者
は
、
　
「
肉
身
の
仏
陀
に
即
し
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

八
十年
の
生
命
を
超
越
し
た
、
永
遠
に
し
て
普
遍
な
る
人
格
を
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
の
も
と
に
感
得
し
た
」
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

いう
名
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
「
自
己
自
身
を
語
っ
て
い
る
」
、
「
真
実
の
自
己
を
顕
出
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
や
が
て
、
釈
迦
は
阿
弥
陀
如
来
の
応
身
と
し
て
世
に
来
た
の
だ
と
い
う
教
義
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
阿
弥
陀
仏
と
は
、
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
諺
巳
萄
げ
冨
（
無
量
光
仏
）
、
跨
邑
畠
饗
ω
（
無
量
寿
仏
）
の
最
初
の
諺
巳
鼠
を

音
写し
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
上
の
釈
尊
と
無
限
の
光
、
無
限
の
時
間
を
意
味
す
る
こ
の
仏
と
の
結
合
の
過
程
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と

キ
リ
ス
ト
称
号
と
の
関
係
に
並
行
す
る
も
の
が
あ
っ
て
興
味
深
い
が
、
今
は
こ
の
問
題
に
は
深
入
り
し
な
い
。
し
か
し
、
一
言
付
言
し
て

おき
た
い
の
は
、
　
「
肉
身
の
仏
陀
」
が
、
　
「
永
遠
に
し
て
普
遍
な
る
人
格
、
阿
弥
陀
仏
」
へ
と
昇
華
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
誰
で
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞠



様
の
修
業
を
積
め
ば
達
し
得
る
は
ず
の
菩
薩
で
あ
っ
た
釈
迦
牟
尼
仏
が
、
そ
れ
に
帰
依
し
、
そ
の
力
に
あ
つ
か
っ
て
菩
薩
行
を
実
践
す
べ

き
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
に
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
移
行
の
背
景
に
は
、
後
述
す
る
人
間
の
罪
業
あ
る
い
は
無
力
の

自
覚
の
深
化
の
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ

れ
はと
も
か
く
、
以
上
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
両
宗
教
の
救
済
の
出
来
事
が
生
起
す
る
経
過
に
は
多
く
の
並
行
現
象
が
見
い
出
さ

れる
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ま
ず
神
の
世
界
救
済
の
意
志
の
発
現
か
ら
一
切
が
始
ま
り
、
浄
土
系
仏
教
で
は
、
も
と
も
と

は
人
であ
る
法
蔵
菩
薩
あ
る
い
は
人
間
釈
迦
の
往
相
的
発
心
か
ら
一
切
が
始
ま
る
と
い
う
原
点
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
私
は
、
浄
土
系
仏
教
演
超
越
化
の
方
向
を
極
め
て
顕
著
に
示
し
つ
つ
も
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
あ
く
ま
で
内
在
性
の
立
場
か
ら
出

発
し
た
仏
教
の
も
つ
本
質
的
特
徴
を
明
確
に
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
や
は
り
本
質
的

に

超
越
性
から
出
発
す
る
啓
示
の
宗
教
で
あ
る
と
思
う
。

二
、
絶
対
他
力
の
信
心
と
悪
人
の
自
覚

　と
こ
ろ
で
、
本
来
内
在
性
か
ら
出
発
し
て
悟
り
を
求
め
る
方
向
を
も
つ
仏
教
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
発
展
に
伴
っ
て
何
故
こ
の
よ
う
に
超

越的
人
格
神
と
も
見
ま
ご
う
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
罪
業
救
済
の
信
心
が
生
ま
れ
、
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

阿
弥
陀
仏
信
仰
の
歴
史
的
起
源
の
究
明
も
勿
論
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
仏
教
信
仰
の
内
的

発
展
に
お
い
て
そ
れ
が
如
何
な
る
必
然
性
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
か
に
考
察
を
集
中
し
た
い
と
思
う
。

　さ
て
、
親
鶯
に
お
い
て
は
、
釈
尊
の
修
業
成
道
の
跡
を
踏
む
と
い
う
自
力
の
契
機
は
全
く
消
え
て
、
我
々
の
往
相
で
あ
る
行
も
信
も
、

還相
と
し
て
の
証
も
こ
と
ご
と
く
ひ
と
え
に
如
来
の
至
心
廻
向
に
よ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
。
廻
向
と
は
如
来
か
ら
さ
し
向
け

　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
で
言
え
ば
、
　
「
恵
み
」
と
か
「
恩
寵
」
に
近
い
言
葉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
、

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
〇

教巻
の
冒
頭
に
、
　
「
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
廻
向
あ
り
。
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
廻
向
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
還
相
の
み
な
ら
ず
往
相
も
如
来
の
廻
向
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に

親鷺
に
よ
れ
ば
、
往
相
の
廻
向
を
あ
ら
わ
す
も
の
は
、
大
行
と
大
信
で
あ
る
。
大
行
と
は
無
磯
光
如
来
の
御
名
を
称
す
る
念
仏
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

大
信と
は
信
心
で
あ
る
。
我
々
が
ふ
つ
う
行
と
い
う
場
合
に
は
自
力
の
修
業
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
行
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
六
宇
の
名
号

を念
仏
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
念
仏
も
信
心
も
如
来
か
ら
の
廻
向
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

　
「

そ
れ
真宗
の
教
行
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
大
悲
廻
向
の
利
益
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、
も
し
は
因
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
の

廻向
成
就
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
。

　ま
こ
と
に
浄
土
真
宗
は
絶
対
他
力
の
信
心
で
あ
る
。
い
ま
や
浄
土
真
宗
で
は
前
項
に
み
た
法
蔵
菩
薩
の
発
願
・
成
道
に
至
る
往
相
の
道

は消
え
、
ヨ
ハ
ネ
伝
三
・
一
六
ー
一
七
、
ピ
リ
ピ
書
二
・
六
ー
＝
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
一
方
的
な
上
か
ら
の
恵
み
の
宗
教
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
シ
テ
セ
バ
ゼ
ン
ト
　
ノ
ニ
　
チ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

いる
。
事
実
親
鷺
は
、
　
「
（
私
が
）
至
心
廻
向
願
レ
生
二
彼
国
一
即
得
二
往
生
一
」
と
い
う
大
経
成
就
文
の
一
節
を
、
「
（
如
来
は
）
至
心
廻

セ

シ

メ
タ
マ
ェ
リ
セ
パ
ゼ
ン
ト
ノ
ニ
　
チ
　
　
ヲ

向
　
　
願
レ
生
二
彼
国
一
即
得
」
一
往
生
一
L
と
強
引
に
読
み
か
え
て
、
如
来
の
至
心
廻
向
に
よ
っ
て
、
我
々
は
信
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

いう
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
何
故
親鷺
は
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
他
力
廻
向
の
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
親
鷺
自
身
の
宗
教
体
験
に
遡
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

考え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
永
三
郎
は
、
　
「
親
鶯
の
宗
教
の
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的
考
察
」
と
題
す
る
論
丈
の
申
で
、
親
鷺
の
宗
教

のす
べ
て
の
体
系
の
中
核
は
悪
人
正
機
説
で
あ
る
と
明
言
し
、
更
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

何
故な
ら
ば
、
悪
人
正
機
説
は
、
「
悪
人
」
た
る
こ
と
を
以
て
人
間
の
本
質
と
認
定
す
る
深
刻
な
反
省
を
基
盤
と
し
、
こ
の
「
悪
人
」
と
し
て
の
人
間
と
絶

対者
と
し
て
の
如
来
と
の
離
反
か
ら
来
る
苦
悩
を
逆
説
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
、
深
い
宗
教
的
洞
察
か
ら
成
る
思
想
で
あ
っ
て
、
単
な
る
経
典
論
釈
の



　

交字
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
な
く
、
現
実
の
人
生
問
題
の
処
理
方
策
と
し
て
発
生
し
成
立
し
た
宗
教
的
教
説
だ
か
ら
で
あ
る
L
。

　
親
鶯は
、
信
巻
に
お
い
て
善
導
の
三
心
釈
と
の
関
連
で
「
深
心
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「深
心
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
決
定
し
て
ふ
か
く
自
身
は
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
畷
劫
よ
り
こ
の
か
た

　
つ
ね
に

没
し

つ
ね
に
流転
し
て
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。
二
に
は
決
定
し
て
ふ
か
く
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
摂
受
し
て
う
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
が
いな
く
お
も
ん
ぱ
か
り
な
け
れ
ば
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
さ
だ
め
て
往
生
を
う
と
信
ず
」
。

　
即ち
自
己
に
紺
す
る
徹
底
し
た
絶
望
の
自
覚
、
そ
し
て
如
来
の
本
願
へ
の
ま
じ
り
け
の
な
い
ひ
た
む
き
な
信
頼
、
こ
れ
が
親
鶯
の
信
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の

基
本
的
構
造
をな
し
て
い
る
。
彼
は
、
自
己
を
「
い
ず
れ
の
行
も
を
よ
び
が
た
き
身
」
と
し
て
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
彼
の
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

心は
、
善
導
の
「
二
河
白
道
の
壁
」
に
登
場
す
る
行
者
の
如
く
、
　
「
一
心
に
た
だ
ち
に
」
如
来
の
本
願
を
信
じ
て
進
む
外
に
は
な
か
っ
た

の

であ
る
。
先
に
述
べ
た
阿
閣
世
の
獲
信
を
め
ぐ
る
解
釈
に
お
い
て
、
　
「
諦
法
も
關
提
も
、
廻
心
す
れ
ば
皆
な
往
生
し
得
る
」
と
い
う
結

論
を引
き
出
し
た
の
も
、
親
鶯
自
身
の
罪
悪
深
重
の
自
覚
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
　
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）

ひと
へ
に
親
驚
ひ
と
り
が
た
め
な
り
け
り
」
と
は
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
実
存
的
自
覚
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　さ
て
親
鶯
の
実
存
的
な
罪
悪
深
重
の
自
覚
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
の
思
想
に
も
つ
な
が
る
深
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し

て
、
浄
土
系
仏
教
の
流
れ
を
汲
む
人
々
、
な
か
で
も
特
に
親
鶯
の
罪
業
の
自
覚
の
深
化
こ
そ
、
内
在
性
の
立
場
、
自
力
の
立
場
、
悟
り
の

立
場
を
本旨
と
す
る
仏
教
か
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
の
愛
（
例
え
ば
ホ
セ
ア
の
ヘ
セ
ド
の
愛
、
新
約
聖
書
の
ア
ガ
ペ
ー
）
、
罪

のゆ
る
し
の
福
音
と
殆
ど
重
な
り
合
う
程
の
深
さ
を
も
つ
如
来
の
本
願
に
よ
る
救
の
信
仰
が
、
成
立
、
発
展
し
て
い
っ
た
原
因
、
あ
る
い

は

秘密
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
思
想
史
の
内
部
に
お
い
て
も
、
イ
ザ
ヤ
の
義
な
る
王
の
預
言
か

ら
第
ニ
イ
ザ
ヤ
の
苦
難
の
僕
の
預
言
へ
の
メ
シ
ア
観
の
発
展
の
背
景
と
し
て
見
い
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
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二
五
二

三
、
罪
と
空

　し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
親
鶯
を
初
め
浄
土
系
仏
教
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
罪
、
罪
悪
、
罪
業
等
の
用
語

は
、
は
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
用
い
ら
れ
る
罪
（
馬
ミ
碕
ミ
）
の
概
念
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け
る
罪
の
問
題
は
、
そ
の
起
源
を
述
べ
て
い
る
創
世
記
三
章
一
－
一
三
節
に
遡
っ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
キ
ス

ト
に
示
さ
れ
る
罪
の
本
質
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
説
が
あ
る
が
、
神
へ
の
服
従
を
捨
て
て
（
へ
び
に
そ
そ
の
か
さ
れ

た
）
自
己
の
判
断
（
三
・
六
参
照
）
を
絶
対
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
人
間
の
高
ぶ
り
（
ω
壱
Φ
尉
露
僧
）
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
、
も

っ
と
も
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
高
ぶ
り
か
ら
、
「
神
の
顔
を
避
け
」
　
（
三
・
八
）
、
自
分
の
責
任
で
あ
る
罪
を
他
者
に

転嫁
し
て
言
い
逃
が
れ
る
無
責
任
で
自
己
中
心
的
な
人
間
の
あ
り
方
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
新
約
聖
書
で
「
罪
を
犯
す
」
を
意
昧
す

る
秘
誉
§
嵐
§
は
、
も
と
も
と
「
的
を
は
ず
す
」
こ
と
を
意
味
し
、
旧
約
聖
書
で
罪
を
示
す
た
め
に
最
も
回
数
多
く
用
い
ら
れ
る
蔓
醤

（・翼
蘇
．
ξ
の
意
味
を
受
け
つ
い
で
い
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
神
か
ら
の
離
反
、
神
へ
の
反
逆
、
即
ち
本
来
我
々
が
立
ち
む
か
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

べき
と
こ
ろ
か
ら
の
的
は
ず
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
罪
は
常
に
超
越
的
人
格
神
の
前
で
の
自
己
の
責
任
、
あ
る
い
は

負
い
目
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。

　と
こ
ろ
が
仏
教
は
、
本
来
超
越
的
人
格
神
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
　
「
た
だ
自
ら
の
憂
悲
苦
悩
の
根
本
原
因
を
自
己
の
内
部
に
向
か
っ

て

徹
底
的
に
追
求し
、
遂
に
内
外
一
切
の
事
物
に
実
体
性
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
無
明
こ
そ
、
す
べ
て
の
苦
悩
を
生
起
す
る
根
本
原
因
で

　
　
　
　
　
（
7
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

あ
る
こ
と
を
覚
証
」
し
た
仏
陀
の
精
神
か
ら
出
発
し
た
。
従
っ
て
空
観
こ
そ
大
乗
仏
教
の
基
本
的
教
説
で
あ
り
、
苦
と
か
罪
と
か
は
、
本

来
実
体
性
をも
た
な
い
は
ず
の
自
我
に
執
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
本
来
永
遠
常
住
な
ら
ざ
る
我
に
妄
執
す
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

業
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
り
（
3
9
）

　
阿闇
世
の
獲
信
の
所
で
、
釈
尊
が
阿
闇
世
に
滅
罪
の
法
を
説
く
行
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
恨
本
理
解
は
、
浄
土
系
仏
教
に

も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
釈
尊
は
、
阿
闇
世
王
が
父
殺
し
に
走
っ
た
の
は
、
　
「
国
を
貧
る
貧
欲
の
狂
い
（
原
丈
「
国
を
貧

し
て
」
）
ー
金
子
大
栄
訳
」
の
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
「
貧
欲
に
酔
う
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
本
心
か
ら
で
は
な
く
、
而
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

れ
を今
、
悔
恨
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
罪
に
報
は
あ
り
ま
せ
ぬ
」
と
説
法
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
殺
罪
と
言
っ
て
も
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

「山
谷
の
響
の
声
」
の
よ
う
に
実
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
　
「
断
梶
あ
る
人
に
は
殺
罪
は
な
く
、
無
漸
塊
の
人
に
は
有
る
」
と
語
ら
れ
る
。

罪
が
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
滅
罪
も
ま
た
漸
悦
の
心
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
。

　
以

上
から
わ
か
る
通
り
、
浄
土
系
仏
教
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
限
り
、
罪
や
業
は
か
げ
ろ
う
の
如
く
根
拠
な
き
我
執
・
妄

執と
し
て
把
え
ら
れ
、
罪
概
念
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
空
ま
た
は
無
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
の
よ
う
に
超
越
的
人
格
神
の
前
に

立
つ
者
の
跨
娼
。
H
ぽ
㊤
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
両
者
の
罪
概
念
は
、
思
想
的
に
は
対
極
的
な
出
発
点
か
ら
出
て
き

たも
の
と
す
ら
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
禰
の
罪
業
の
自
覚
は
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
心
理
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教

の

原罪
の
自
覚
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
程
の
深
さ
を
持
ち
、
そ
の
罪
の
深
淵
か
ら
の
救
は
、
こ
れ
ま
た
超
越
的
人
格
神
と
見
ま
ご
う
程
の
阿

弥
陀如
来
の
本
願
へ
の
ひ
た
む
き
な
信
に
よ
る
外
は
な
い
と
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
類
比
現
象
が
何
故
生
じ
き
た

っ

た
か
を

考
察
する
の
は
、
ま
こ
と
に
興
昧
尽
き
ざ
る
課
題
で
あ
る
。

四
、
滅
罪
の
方
法
と
歴
史
性

　浄
土
系
仏
教
の
罪
業
、
罪
悪
と
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
概
念
の
微
妙
な
相
違
は
と
も
か
く
、
両
教
の
中
心
主
題
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
の

滅罪
に
ょ
る
罪
か
ら
の
救
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
然
る
に
、
浄
土
系
仏
教
に
お
け
る
滅
罪
の
方
法
は
、
前
項
に
一
言
触
れ
た
如
く
、

人間
の
側
の
心
の
態
度
と
し
て
は
「
衛
憶
」
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
悔
い
改
め
（
需
隷
℃
ミ
R
）
」
が
こ
れ
に
対
応
す
る
。
こ
の
語
の

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

動
詞
鳶
『
ミ
。
愚
の
原
義
は
、
　
「
心
の
持
ち
方
を
変
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
人
生
の
方
向
転
換
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
「
悔
い
改
め
て
福

音
を
信
ぜ
よ
」
　
（
マ
ル
コ
一
・
一
五
）
と
の
イ
エ
ス
の
御
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
悔
い
改
め
の
心
を
も
っ
て
「
福
音
を
信

じ
る
」
こ
と
が
、
救
へ
の
道
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
信
じ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
信
仰
」
、
「
信
心
」
と
い
う
用
語
及
び
そ
の
語

の

意
味す
る
内
容
に
微
妙
な
違
い
が
あ
っ
て
も
、
両
教
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
問
題
は
何
を
信
じ
る
か
、
そ
の
信
仰
の
対
象
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
そ
れ
は
「
（
キ
リ
ス
ト
の
）
福
音
」
で
あ
り
、
浄
土
系
仏
教
で
は
「
如
来
の
本
願
」
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
は
、

端
的
に
言え
ば
、

　
「す
ぺ
て
の
人
は
罪
を
犯
し
た
た
め
、
神
の
栄
光
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
、
価
な
し
に
、
神
の
恵
み
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に

　
よ
る
あ
が
な
い
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
（
ロ
マ
書
三
・
二
三
－
二
四
）

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
絶
対
者
な
る
神
の
前
で
我
ら
一
人
一
人
が
受
け
る
べ
き
罪
の
価
を
、
神
の
独
り
子
な
る
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
が
「
世
の
罪
を
取
り
除
く
神
の
小
羊
」
（
ヨ
ハ
ネ
一
・
二
九
）
と
し
て
代
わ
り
に
引
き
受
け
、
我
ら
の
罪
の
価
を
「
十
字
架
の
死
」

（ピ
リ
ピ
ニ
・
八
）
を
も
っ
て
支
払
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ
と
い
う
信
仰
が
告
白
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
イ
エ
ス
の
苦
難
死
は
、
我
ら
の
罪

の

た
め
の犠
牲
死
、
贋
罪
死
で
あ
る
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
に
お
け
る
我
ら
の
滅
罪
で
あ
る
。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
コ

から
の
救
の
信
仰
に
は
、
歴
史
上
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
照
罪
死
と
い
う
出
来
事
に
お
い
て
神
は
私
の
罪
を
さ
ぼ
き
、
私
の
罪
に
仕
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

を

つ
けら
れ
た
の
だ
と
い
う
確
信
が
あ
る
。

　
然る
に
浄
土
系
仏
教
に
お
い
て
は
、
　
「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
」
と
あ
る
が
、
そ
の
名
号
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
は
、
信
心

の

対象
で
あ
っ
て
も
歴
史
的
人
格
で
は
な
い
。
彼
は
法
蔵
菩
薩
が
修
養
の
末
に
な
ら
れ
た
仏
と
さ
れ
て
い
る
が
、
法
蔵
に
つ
い
て
も
本
願

の

発
願
はあ
る
が
、
減
罪
の
た
め
の
苦
難
あ
る
い
は
十
字
架
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
噺
悦
と
「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
、



乃至
一
念
」
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
「
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
」
で
あ
っ
て
も
滅
罪
が
成
就
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
救
（
あ
る
い
は
滅
罪
）

の出
来
事
の
歴
史
性
と
い
う
点
で
は
、
両
教
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
浄
土
系
仏
教
の
場
合
は
、
滅
罪
の
た
め
の
出
来
事
自
体
生
起
し

て

いな
い
。
従
っ
て
幾
分
大
胆
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
立
揚
か
ら
浄
土
系
仏
教
の
滅
罪
と
信
心
を
見
る
と
き
に
、
歴
史

的
事
実
と
し
て
の
農
罪
の
出
来
事
に
依
拠
し
な
い
浄
土
系
仏
教
の
信
心
は
、
結
局
巨
大
な
観
念
論
、
客
観
的
根
拠
を
も
た
な
い
主
観
的
信

心
に

過ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

五
、
法
と
人
格

　さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
法
と
人
格
の
問
題
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
論
題
に
「
所
帰
人
法
－

帰
す
る
所
は
人
か
法
か
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
も
と
も
と
仏
教
的
信
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
人
格
神
信
仰
で
は
な
く
、
法
（
仏
法
）
へ
の

帰
信
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
浄
土
系
仏
教
の
中
心
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
は
、
極
め
て
人
格
的
な
あ
り
方
を
示
し
、
あ
た
か
も
人
格
神
で
あ
る

か
の

如く
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
浄
土
真
宗
信
徒
は
、
人
格
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
て
い
る
の
か
、
信
徒
は
人
に
帰
す
べ
き
か
法
に

帰
す
べ
き
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
真
宗
教
学
で
は
、
浄
土
真
宗
の
信
心
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
く
、
と

いう
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
名
号
は
即
ち
法
で
あ
り
、
従
っ
て
仏
教
の
信
心
は
根
本
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
法
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
取

ら
れ
る
。
即
ち
浄
土
真
宗
で
は
、
一
応
は
方
便
法
身
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
が
本
尊
で
あ
る
が
、
実
は
本
当
の
本
尊
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
名
号
で
あ
る
。
名
号
本
尊
で
あ
る
。
そ
し
て
名
号
は
法
で
あ
る
。
従
っ
て
浄
土
真
宗
で
も
法
が
中
心
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、

法
を
媒
介
に
し
て
初
め
て
仏
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　同
じ
問
題
を
「
仏
の
三
身
」
の
教
説
か
ら
も
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
仏
そ
の
も
の
は
色
も
形
も
な
い
不
可
思
議
な
る
法
性

法身
で
あ
る
。
然
る
に
阿
弥
陀
仏
は
、
こ
の
法
性
法
身
の
世
界
よ
り
顕
わ
れ
た
報
身
（
方
便
法
身
と
も
言
う
）
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
的

　
　
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五
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世界
に
姿
を
顕
わ
し
た
（
応
化
し
た
）
釈
尊
の
こ
と
を
応
化
身
と
言
っ
て
い
る
。
従
っ
て
結
局
仏
そ
の
も
の
は
法
性
法
身
、
邸
ち
法
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
親
鶯
自
身
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
証
巻
の
中
で
『
浄
土
論
』
を
引
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　

「

諸
仏
菩薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方
便
法
身
に
よ
り
て

　

法性
法
身
を
い
だ
す
。
こ
の
二
法
身
は
異
に
し
て
わ
か
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。
こ
の
ゆ
へ
に
広
略
相
入
し
て
、
か
ぬ
る
に
法
の
名
を

　
゜
°
°
（
4
4
）

　
も
て
す
」
。
（
傍
点
筆
者
）

　
両者
は
二
に
し
て
一
で
あ
り
、
要
す
る
に
法
で
あ
る
。
従
っ
て
浄
土
系
仏
教
は
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
（
名
号
本
尊
と
言
っ
て
も
南
無
妙
法

蓮
華経
の
よ
う
に
経
を
名
号
と
し
て
と
な
え
る
の
で
は
な
く
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
人
格
的
な
も
の
を
名
号
と
し
て
と
な
え
る
の
で
あ

る
）
に
お
い
て
人
格
化
の
方
向
を
極
め
て
顕
著
に
示
し
な
が
ら
も
、
し
か
も
な
お
仏
教
の
根
本
思
想
と
も
言
う
べ
き
法
を
中
心
と
す
る
宗

教
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
応
化
と
し
て
の
釈
尊
は
、
歴
史
的
人
格
で
あ
る
と
し
て
も
、
阿
弥
陀
如
来
は
な
お
方
便
法
身
、
即
ち
法

であ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
に
し
て
も
、
何
故
真
如
の
法
が
、
法
性
法
身
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
人
格
的
な
阿
弥
陀
如
来
が
出
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た
の

であ
ろ
う
か
。
徹
底
し
て
人
格
神
信
仰
に
立
ち
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
人
格
の
贋
罪
死
に
よ
る
救
を
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
信

者
に
と
っ
て
誠
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
の
精
神
史
、
実
存
的
な
自
覚
史
に
お
い
て
真
蟄
で
探
求
的
な
魂
が
辿
る
べ
き
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

ら
か
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
普
遍
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
予
感
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。



結
び

　
浄
土系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
構
造
的
類
似
の
精
神
史
的
意
味
に
つ
い
て

　
以
上
の

考
察
に
よ
っ
て
、
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
間
に
は
、
そ
の
基
本
的
構
造
に
著
し
い
類
似
性
、
並
行
関
係
が
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
類
似
性
、
並
行
関
係
の
構
造
的
基
幹
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
悪
人
正
機
説
に
代
表
さ
れ
る

罪
人と
し
て
の
人
間
の
自
覚
と
、
絶
対
他
力
の
信
仰
、
十
字
架
の
恵
み
に
よ
る
信
仰
義
認
の
教
説
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
法
を
中
心
と
し
、

内
在
性
の
立
場
に
立
ち
、
悟
り
を
求
め
る
仏
教
の
系
譜
か
ら
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
超
越
的
人
格
神
に
近
い
阿
弥
陀
如
来
へ
の
信
心

に
よ
る
救
を
信
じ
る
浄
土
教
が
成
立
し
発
展
し
て
き
た
こ
と
の
中
に
、
我
々
自
身
の
実
存
の
場
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
通
し
て
考

え
れ
ば
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
精
神
史
的
、
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
的
意
味
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

　第
一
に
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
釈
尊
の
教
説
か
ら
大
乗
仏
教
、
特
に
浄
土
系
仏
教
へ
の
仏
教
思
想
の
展
開
を
、
救
を
求
め
る
人
間
の
魂

の

探
求
の

過
程と
み
る
場
合
、
そ
の
探
求
の
深
ま
る
に
従
っ
て
、
人
間
の
罪
悪
の
現
実
へ
の
認
識
が
深
ま
り
、
そ
こ
か
ら
の
救
済
は
、
自

己
を

越え
た
絶
対
的
他
者
の
恩
恵
的
力
に
よ
る
外
は
な
い
と
い
う
自
覚
が
深
め
ら
れ
て
き
た
も
の
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
自
覚
は
期
せ
ず

し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
へ
の
ヤ
ハ
ウ
エ
の
啓
示
の
歴
史
の
中
で
自
覚
さ
れ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
出
来
事
に
お
い
て
成
就

し
た
と
証
し
す
る
聖
書
の
福
音
、
そ
し
て
パ
ウ
ロ
的
救
済
信
仰
と
接
続
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
罪

性

及
び
救
済
願
望
が
時
代
や

東
西
の隔
て
を
越
え
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
人
間
は
、
そ
の
理
性
的
探
求
に
お
い
て
、
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仏
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聖書
の
特
殊
啓
示
に
示
さ
れ
た
救
の
真
理
に
肉
迫
す
る
真
理
感
得
能
力
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
は
一
般
啓
示
あ
る
い
は
原
啓
示
と
し
て
の
人
間
の
理
性
的
探
求
と
特
殊
啓
示
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
真
理
と
の
一
つ
の
出

合
い
あ
る
い
は
接
触
が
生
じ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　第
二
に
、
前
述
の
第
一
点
と
は
逆
の
現
象
で
あ
る
が
、
本
来
超
越
的
人
格
神
を
申
心
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
お
い
て
も
、
た
と

え
ば
ド
イ
ッ
神
秘
主
義
等
に
お
い
て
非
人
格
的
内
在
的
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
む
し
ろ
法
を
中
心
と
す
る
禅
仏
教
等
に
接
続
す
る
思
想
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
見
逃
が
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
真
理
の
多
面
的
複
合
的
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
は
、
諸
世
界
宗
教
相
互
の
原
理
的
関
係
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
・
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
と
し
て
把
握
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
的
人
格

神と
仏
教
の
内
在
的
法
は
、
い
お
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
の
ポ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
的
真
理
契
機
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だろ
う
か
。
従
っ
て
両
者
の
関
係
は
、
一
方
が
他
を
否
定
す
る
と
い
う
単
純
な
関
係
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
如
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

「

拒
絶と
受
容
の
弁
証
法
的
結
合
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
最後
に
、
申
国
浄
土
教
の
流
れ
を
受
け
つ
ぎ
、
絶
対
他
力
の
浄
土
系
仏
教
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
日
本
人
法
然
や
親
鶯
の
独
創
的
宗
教

体
験
の

深さ
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
偉
大
な
先
輩
の
信
仰
的
思
想
的
遺
産
が
、
そ
の
後
の
浄
土
宗
や
真
宗
教
団
の
発
展
の
中
で
ど

れ
だ
け
真摯
に
受
け
と
め
ら
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
日
本
人
で
あ
る

法
然
や
親
鶯が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
罪
悪
」
を
深
刻
に
自
覚
し
、
そ
こ
か
ら
の
救
を
如
来
の
本
願
と
い
う
絶
対
他
力
に
求
め
て
行
き
、
広

範
な
日
本
の
民
衆
に
こ
の
教
え
が
普
及
し
、
彼
ら
の
精
神
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
日
本
の
丈
化
は
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

の

丈化
で
あ
っ
て
罪
の
文
化
で
は
な
い
、
と
だ
け
言
い
切
っ
て
す
ま
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
現
代
の
目
本
人
の
罪
に
対
す
る
驚
く
べ

き
鈍
感
さ
を
盾
に
取
っ
て
、
伝
道
の
困
難
を
い
た
ず
ら
に
嘆
く
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
我
国
民
の
先
達
の
中
に
も
、
罪
悪
深
重
を
深
刻



に自
覚
し
、
嘆
き
、
ひ
た
む
き
に
他
者
な
る
如
来
の
廻
向
に
す
が
っ
た
魂
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
は
、
こ
の
よ
う
な
魂
の
感
受
性
が

多
く
の
人
々
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
な
先
達
を
も
つ
我
が
国
民
の
魂
に
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
福
音
が
熱
誠
を
も
っ

て

語り
か
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
我
が
国
民
の
中
か
ら
も
再
び
罪
悪
深
重
の
自
覚
に
目
ざ
め
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
二
種
深
信
の
思
い
を
深
め

る
魂
が
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（本稿
に
は
、
一
九
六
四
年
九
月
八
－
十
一
日
、
N
C
C
宗
教
研
究
所
（
当
時
有
賀
鐵
太
郎
所
長
）
の
主
催
で
行
わ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
宗
教
に
つ

い
て
の第
一
回
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
（
於
同
志
社
北
小
松
学
舎
）
で
の
結
城
令
聞
（
東
大
名
誉
教
授
）
、
佐
藤
三
千
雄
（
竜
谷
大
学
教
授
ー
当
時
助
教
授
）

両先
生
の
御
講
義
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
、
大
変
役
立
っ
て
い
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
）
。

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教は
、
中
国
仏
教
、
特
に
漢
訳
仏
典
の
影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で

（1
）
　
『
教
行
信
証
』
（
岩
波
文
庫
・
金
子
大
栄
校
訂
）
二
四
頁
。
山
辺
習
　
　
　
　
あ
る
か
ら
、
引
用
は
主
と
し
て
康
僧
鎧
の
訳
（
魏
訳
）
の
書
き
下
し
か
ら

　学
・
赤
沼
智
善
共
著
『
教
行
信
証
講
義
（
全
三
巻
）
』
（
法
蔵
館
）
の
「
教
　
　
　
　
行
っ
た
。

　行
の
巻
」
八
一
頁
以
下
参
照
。
こ
の
標
挙
は
、
山
辺
・
赤
沼
の
本
で
は
　
　
（
4
）
大
無
量
寿
経
、
観
無
量
寿
経
、
阿
弥
陀
経
。

　
教巻
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
岩
波
文
庫
版
で
は
序
の
末
尾
に
置
　
　
　
（
5
）
　
『
浄
土
三
部
経
（
上
）
』
（
岩
波
文
庫
）
＝
一
五
頁
。
こ
の
時
の
釈
尊

　
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
、
岩
波
文
庫
本
に
よ
っ
て
行
う
。
　
　
　
　
　
の
出
現
を
五
徳
瑞
現
と
い
う
。

（2
）
龍
樹
、
天
親
、
曇
鷺
、
道
緯
、
善
滋
、
源
信
、
源
空
（
法
然
）
の
　
　
　
（
6
）
　
前
掲
書
一
二
六
頁
。

　
七
高僧
。
「
正
信
念
仏
偶
」
（
『
教
行
信
証
』
行
巻
末
尾
）
、
「
高
僧
和
讃
」
　
　
　
（
7
）
浄
土
教
で
は
、
法
蔵
菩
薩
が
発
願
し
て
衆
生
救
済
と
浄
土
建
設
の

　
〔
『
日
本
古
典
文
学
大
系
8
2
・
親
鷺
集
・
日
蓮
集
』
（
岩
波
）
所
収
〕
参
照
。
　
　
　
　
た
め
に
長
年
月
を
要
し
た
修
業
を
「
五
劫
思
惟
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、

（3
）
　
本
稿
で
は
、
岩
波
文
庫
『
浄
土
三
部
経
上
（
大
無
量
寿
経
）
』
（
中
　
　
　
　
真
宗
で
は
、
五
劫
を
発
願
に
至
る
ま
で
の
思
惟
と
見
、
修
業
と
は
見
な

　村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註
）
を
用
い
た
。
こ
の
本
に
は
、
サ
　
　
　
　
い
。
前
掲
書
二
七
一
－
二
七
二
頁
の
註
。

　
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
か
ら
の
口
語
訳
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
仏
　
　
　
（
8
）
　
前
掲
書
、
一
三
六
頁
、

浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九



二
六
〇

（9
）
　
前
掲
書
、
一
四
六
ー
一
四
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
切
の
出
家
の
人
を
打
ち
、
罵
り
、
責
め
、
そ
の
過
を
挙
げ
て
監
禁
し
、

（ユ
0
）
　
前
掲
書
、
一
六
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
還
俗
せ
し
め
て
駈
使
し
、
命
を
断
た
し
め
る
。
④
父
を
殺
し
、
母
を
害

（1
1
）
　
三
毒
…
貧
欲
、
瞑
悉
、
愚
擬
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
、
仏
身
よ
り
血
を
出
し
、
和
合
僧
を
破
し
、
阿
羅
漢
を
殺
す
、
⑤
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
み

（1
2
）
　
五
悪
…
浄
土
宗
で
は
、
不
殺
生
、
不
楡
盗
、
不
邪
婬
、
不
妄
語
、
　
　
　
　
果
を
無
し
、
常
に
十
不
善
行
を
行
う
。
次
に
「
十
悪
」
と
は
、
身
・
口
・

不
飲
酒
の

五戒
に
そ
む
く
こ
と
。
真
宗
で
は
、
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
　
　
　
意
の
三
つ
に
な
す
十
種
の
悪
い
行
い
で
、
①
殺
生
、
②
楡
盗
、
③
邪
婬
、

　
の
五
常
に
そ
む
く
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
妄
語
（
偽
り
）
、
⑤
綺
語
（
ざ
れ
ご
と
）
、
⑨
悪
口
、
⑦
両
舌
（
二
枚
舌
）
、

（1
3
）
　
『
教
行
信
証
』
（
岩
波
文
庫
）
二
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
貧
欲
、
⑨
瞑
悉
、
⑩
愚
療
（
又
は
邪
見
）
（
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』

（1
4
）
　
『
歎
異
抄
』
二
一
、
（
岩
波
交
庫
、
三
八
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ょ
る
）
。
山
辺
．
赤
沼
『
教
行
信
証
講
義
－
信
巻
』
に
は
、
『
六
要
砂
』

（1
5
）
紀
元
二
〇
〇
1
三
〇
〇
年
頃
、
北
イ
ソ
ド
で
製
作
さ
れ
た
と
み
ら
　
　
　
　
を
引
い
て
、
『
若
し
小
乗
の
五
逆
な
ら
ば
、
多
く
の
人
は
犯
し
て
お
ら

れる
『
大
般
浬
薬
経
』
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
と
思
う
て
い
る
。
け
れ
ど
も
大
乗
の
五
逆
説
に
照
さ
る
る
と
き
は
、

（1
6
）
紀
元
一
世
紀
申
葉
以
後
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ど
こ
か
で
成
立
し
た
と
　
　
　
　
何
人
も
五
逆
罪
を
免
る
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
は
常
に
十
悪
五
逆
を

みら
れ
る
。
引
用
は
、
『
浄
土
三
部
経
（
下
）
』
（
岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。
　
　
　
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
L
と
述
べ
、
更
に
、
「
吾
等
は
実
に
五
逆
諺
法

（1
7
）
　
「
五
逆
」
に
つ
い
て
は
、
「
信
巻
」
巻
末
（
二
八
九
－
二
九
〇
頁
）
に
、
　
　
　
關
提
の
す
べ
て
を
集
め
て
い
る
悪
機
で
あ
る
。
」
（
い
ず
れ
も
九
六
二
頁
）

　
　
　
　
　
　
し

親
鷺自
ら
、
溜
州
（
支
那
法
相
宗
第
三
祖
智
周
ー
西
暦
七
〇
〇
年
頃
の
　
　
　
　
と
述
べ
て
、
五
逆
十
悪
の
者
を
我
ら
の
実
存
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

人
）
の
説
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
解
釈
を
挙
げ
て
い
る
。
左
記
O
は
大
　
　
　
（
1
8
）
　
『
浮
土
三
部
経
（
下
）
』
（
岩
波
文
庫
）
七
一
－
七
二
頁
。

小
乗
通
説
の
五
逆
、
⇔
は
大
乗
の
五
逆
と
言
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
『
教
行
信
証
』
二
三
七
ー
二
三
八
頁
。

e①
故意
に
父
を
殺
す
、
②
故
意
に
母
を
殺
す
、
③
故
意
に
羅
漢
を
殺
　
　
　
（
2
0
）
　
同
、
二
三
八
頁
。
引
用
は
、
金
子
大
栄
訳
『
口
語
訳
　
教
行
信
証
』

す
、
④
倒
見
し
て
教
団
の
和
合
を
破
る
、
⑤
悪
心
を
も
っ
て
仏
身
よ
り
　
　
　
　
（
法
蔵
館
）
二
四
一
頁
か
ら
。

血
を出
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
キ
リ
ス
ト
教
救
済
論
に
関
す
る
極
め
て
簡
単
な
要
約
は
、
『
キ
リ
ス

⇔
①塔
を
破
壊
し
、
経
蔵
を
焚
焼
し
、
三
宝
の
財
物
を
盗
用
す
る
、
②
　
　
　
　
ト
教
大
事
典
』
（
教
文
館
）
の
「
救
」
、
「
和
解
」
、
「
贈
罪
論
史
」
の
項
に

三乗
の
法
を
諦
っ
て
聖
教
に
あ
ら
ず
と
言
い
、
非
難
し
妨
害
す
る
、
③
　
　
も
見
ら
れ
る
。

5



（2
2
）
従
っ
て
、
「
諸
根
悦
豫
…
」
と
形
容
さ
れ
る
五
徳
瑞
現
の
釈
尊
は
、
　
　
（
3
4
）
『
歎
異
抄
』
＋
八
一
、
七
四
頁
。

　
何ら
か
の
程
度
に
お
い
て
、
ピ
リ
ポ
・
カ
イ
ザ
リ
ヤ
の
キ
リ
ス
ト
告
白
　
　
　
（
3
5
）
　
聖
書
の
中
で
、
原
罪
の
実
存
的
告
白
と
し
て
は
、
詩
篇
五
一
篇
五

　
を経
て
、
高
い
山
で
変
貌
の
姿
で
自
ら
を
顕
わ
し
給
う
キ
リ
ス
ト
（
マ
　
　
　
　
節
を
、
ま
た
万
人
の
罪
と
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
万
入
の
救
の
宣
言
と
し
て

　
ル
コ
八
・
二
七
ー
九
・
八
）
と
並
行
関
係
を
示
し
て
い
る
も
の
と
見
て
　
　
　
　
は
、
ロ
マ
書
三
章
二
三
ー
二
四
節
を
も
っ
と
も
代
表
的
な
箇
所
と
し
て

　
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

（2
3
）
　
石
上
玄
一
郎
・
結
城
令
聞
『
大
無
量
寿
経
（
他
力
本
願
）
』
（
法
蔵
　
　
　
（
3
6
）
　
『
新
聖
書
大
辞
典
』
「
つ
み
」
の
項
参
照
。

　館
）
所
収
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
山
口
益
、
外
『
仏
教
学
序
説
』
（
平
楽
寺
書
店
）
八
頁
。

（忽
）
　
前
掲
書
一
七
八
頁
、
一
八
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
『
倫
理
・
哲
学
概
説
』
（
倫
理
・
哲
学
研
究
会
、
中
教
出
版
）
一
一

（2
5
）
　
「
廻
向
と
い
ふ
は
、
か
の
国
に
生
じ
お
は
り
て
、
か
へ
り
て
大
悲
　
　
　
　
一
1
＝
七
頁
。

　
を
お
こ
し
て
、
生
死
に
廻
入
し
て
、
衆
生
を
教
化
す
る
を
、
ま
た
廻
向
　
　
　
（
3
9
）
　
『
教
行
信
証
』
（
信
巻
）
、
二
＝
頁
以
下
。
こ
の
部
分
は
『
渥
薬

　
と
な
つ
く
る
な
り
」
。
（
『
教
行
信
証
』
信
巻
一
四
八
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
経
』
「
梵
行
晶
」
か
ら
の
引
用
。

（2
6
）
　
『
教
行
信
証
』
教
巻
二
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
金
子
大
栄
訳
『
口
語
訳
　
教
行
信
証
』
一
ご
二
頁
。

（2
7
）
　
同
書
教
巻
、
二
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
同
右
、
二
二
二
頁
。
な
お
葱
（
噺
）
慌
に
つ
い
て
は
、
岩
波
文
庫

（2
8
）
　
同
書
証
巻
、
二
五
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
版
二
〇
三
ー
二
〇
四
頁
参
照
。

（2
9
）
　
同
書
信
巻
ニ
ニ
0
頁
。
『
浄
土
三
部
経
（
上
）
』
一
六
三
頁
の
本
願
　
　
　
（
昭
）
　
マ
タ
イ
伝
二
七
・
三
で
は
、
イ
エ
ス
を
裏
切
っ
た
ユ
ダ
の
最
後
の

　成
就
文
と
比
較
せ
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
境
に
「
後
悔
す
る
（
需
罫
烹
ざ
紮
ミ
）
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
語
も

（3
0
）
家
永
三
郎
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
（
法
蔵
館
）
所
収
。
次
の
引
　
　
　
　
喬
『
ミ
織
e
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
よ
り
知

用
は
本
書
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
に
「
注
視
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
℃
9
e
に
対
し
、
「
心
を
配
る
、

（3
1
）
　
『
教
行
信
証
』
信
巻
、
＝
二
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
を
砕
く
」
意
味
の
烹
智
琵
“
を
用
い
た
需
『
§
鶏
長
ミ
は
、
よ
り
心

（3
2
）
　
『
歎
異
抄
』
二
一
、
三
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情
的
に
「
悔
い
る
」
と
い
う
含
み
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。
親
鶯
の
用
い

（3
3
）
　
『
教
行
信
証
』
信
巻
、
一
四
ニ
ー
一
四
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
「
噺
悦
」
は
ど
ち
ら
に
よ
り
近
い
か
決
め
が
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
噺

浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
論
の
一
異
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一



・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二

塊
の
念
を
生
じ
た
阿
閣
世
王
の
心
が
「
心
悔
熱
す
る
が
ゆ
へ
に
、
偏
髄
　
　
　
　
寛
容
の
問
題
な
ど
が
取
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
稿

に
かさ
を
生
ず
」
（
『
教
行
信
証
』
信
巻
一
九
三
頁
）
、
「
魚
の
く
が
に
処
　
　
　
　
で
は
あ
く
ま
で
両
教
の
「
救
済
論
」
に
直
接
か
か
わ
る
問
題
だ
け
を
取

する
が
如
し
」
（
同
、
二
〇
三
頁
）
な
ど
と
描
写
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
　
　
　
　
り
あ
げ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
重
要
問
題
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
。

を見
る
と
、
そ
れ
が
深
刻
な
思
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
る
。
　
　
　
（
4
6
）
　
拙
稿
「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
宗
教
の
原
理
的
関
係
に
つ
い
て
」
（
「
出

（4
3
）
　
イ
エ
ス
の
十
字
架
が
我
ら
の
罪
に
対
し
て
贈
罪
的
効
果
を
も
つ
と
　
　
　
合
い
」
一
巻
四
号
、
一
九
六
七
年
、
N
C
C
宗
教
研
究
所
）
参
照
。

　
い
う
こ
と
は
、
イ
エ
ス
を
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
な
る
キ
リ
ス
ト
と
信
じ
る
信
　
　
　
（
7
4
）
　
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』
（
長
谷
川
松
治
訳
・
社
会
思

仰
を
前
提
と
し
て
初
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
史
的
イ
エ
ス
の
研
究
　
　
　
　
想
社
）
。

な
ど
と
の
か
ら
み
で
、
こ
の
こ
と
自
体
に
も
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
学
説

があ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
立
ち

　
入
ら
な
い
。
た
だ
、
は
っ
き
り
言
え
る
こ
と
は
、
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト

　
と
告
白
し
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
枠

外
に
出
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
本
稿
の
考
察
の
対
象
か
ら
も
は
ず
れ

　
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（4
4
）
　
『
教
行
信
証
』
証
巻
、
二
六
〇
頁
。
そ
の
外
証
巻
二
四
三
－
二
四

　
四頁
、
及
び
山
辺
・
赤
沼
『
教
行
信
証
講
義
（
信
証
の
巻
）
』
の
九
七
七

－
九
七
八
頁
参
照
。

（4
5
）
浄
土
系
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
研
究
と
し
て
は
、
こ
の
外
、

浄
土
論
（
来
世
・
彼
岸
の
問
題
）
と
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
、
社
会
倫
理

　
に

対す
る
両
教
の
態
度
の
問
題
な
ど
取
り
あ
げ
る
べ
き
問
題
が
多
く
あ

　り
、
又
、
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
全
体
と
し
て
の
比
較
研
究
に
際
し
て

　は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
神
信
仰
を
め
ぐ
る
問
題
、
両
教
の
排
他
性
と


