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〈
一
〉 

最
初
で
す
の
で
三
帰
依
文
を
ご
唱
和
く
だ
さ
い
。 

人
身
受
け
難
し
、
い
ま
す
で
に
受
く
。
仏
法
聞
き
難
し
、
い
ま
す
で

に
聞
く
。
こ
の
身
今
生
に
お
い
て
度
せ
ず
ん
ば
、
さ
ら
に
い
ず
れ
の

生
に
お
い
て
か
こ
の
身
を
度
せ
ん
。
大
衆
も
ろ
と
も
に
、
至
心
に
三

宝
に
帰
依
し
奉
る
べ
し
。 

 

自
ら
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。
ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も

に
、
大
道
を
体
解
し
て
、
無
上
意
を
発
さ
ん
。 

 

自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。
ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も

に
、
深
く
経
蔵
に
入
り
て
、
智
慧
海
の
ご
と
く
な
ら
ん
。 

 

自
ら
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。
ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も

に
、
大
衆
を
統
理
し
て
、
一
切
無
碍
な
ら
ん
。 

 

無
上
甚
深
微
妙
の
法
は
、
百
千
万
劫
に
も
遭
遇
う
こ
と
難
し
。
我
い

ま
見
聞
し
受
持
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
願
わ
く
は
如
来
の
真
実
義

を
解
し
た
て
ま
つ
ら
ん
。 

京
都
欲
聞
会
に
よ
う
こ
そ
ご
参
集
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

欲
聞
座
座
長
の
藤
原
猶
真
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

ご
案
内
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
私
た
ち
は
こ
の
度
、
欲
聞
座

と
名
の
り
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
し
ま
す
。
欲
聞
座

は
各
地
に
て
聞
法
会
を
企
画
実
施
す
る
こ
と
と
、
年
四
回
、
機
関
誌
『
欲

聞
童
子
』
の
発
行
を
主
な
活
動
と
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

ま
ず
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
欲
聞
童
子
』
創
刊
の
辞
を
、
す
な
わ

ち
欲
聞
座
発
足
の
宣
言
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

「
も
え
あ
が
れ
法
蔵
魂
」 

 

人
生
と
は
何
に
出
遇
い
、
何
に
目
覚
め
、
何
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。
ま
こ
と
に
生
ま
れ
ん
と
し
つ
つ
も
埋
も
れ
続
け
て
い
る

種
子
に
水
を
光
を
熱
を
遣
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
種
子
を
育

て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
は
一
切
群
生
海
を
担
い
、
罪
業
に
覚

醒
し
、
闇
の
中
か
ら
喚
び
か
け
ま
す
。
わ
れ
ら
は
諸
仏
に
出
遇
い
、

真
我
に
目
覚
め
、
法
蔵
の
願
心
を
聞
く
の
で
あ
り
ま
す
。
種
子
と
は

本
願
で
あ
り
ま
す
。
本
願
を
聞
く
と
は
法
蔵
魂
に
目
覚
め
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
法
蔵
魂
と
は
釈
尊
の
出
世
本
懐
に
出
遇
っ
た
阿
難

を
し
て
発
起
せ
し
め
ら
れ
た
心
で
あ
り
ま
す
。
衆
生
の
「
願
楽
欲

聞
」
に
法
蔵
魂
が
う
ず
い
て
い
る
の
で
す
。 

こ
こ
に
わ
れ
ら
は
大
き
く
帆
を
は
っ
て
出
港
す
る
こ
と
を
宣
言

い
た
し
ま
す
。
大
き
く
張
っ
た
帆
に
は
「
も
え
あ
が
れ
法
蔵
魂
」
と

大
書
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
わ
れ
ら
の
大
願
の
船
の
名
は
「
欲
聞

座
」
で
あ
り
ま
す
。
各
地
に
寄
港
し
つ
つ
聞
法
会
を
結
縁
し
て
い
く

所
存
で
あ
り
ま
す
。
「
道
俗
時
衆
」
に
も
え
あ
が
っ
て
く
る
法
蔵
魂
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を
掘
り
起
こ
す
べ
く
歩
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

「
も
え
あ
が
れ
法
蔵
魂
」
。 

欲
聞
童
子
よ
、
集
い
た
ま
え
。
共
に
歩
ま
ん
。 

そ
う
で
す
。
「
も
え
あ
が
れ
法
蔵
魂
」
の
命
題
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
の

が
「
欲
聞
座
」
の
名
の
り
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
「
い
わ
て
欲
聞
座
」
が

呼
応
し
て
改
名
し
名
の
り
を
あ
げ
ら
れ
て
、
そ
し
て
新
潟
、
木
揚
場
教
会

に
お
い
て
も
欲
聞
座
の
聞
法
会
を
開
催
し
、
今
後
継
続
し
て
ま
い
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
度
の
、
わ
た
く
し
の
お
話
は
、
本
日
の
太
田
浩
史
先
生
、
明
日
の

那
須
信
孝
先
生
、
貝
沼
宜
徳
先
生
の
ご
法
話
の
序
論
と
な
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
講
題
を
提
出
で
き
ず
に
思
案
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
「
も

え
あ
が
れ
法
蔵
魂
」
を
も
う
少
し
公
的
に
発
信
し
て
い
く
上
で
、
私
は

「
い
ま
真
宗
復
興
を
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
し
て
お
り
ま
す
。 

 

〈
二
〉 

さ
て
、
改
め
ま
し
て
、
こ
の
宣
言
に
謳
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「
法

蔵
魂
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
体
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
法
蔵
魂

ぞ
」
と
い
う
曽
我
先
生
の
お
言
葉
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
法
蔵
魂
」
を
自

覚
す
る
こ
と
、
「
法
蔵
魂
」
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
帰
依
三
宝
に
お
け

る
態
度
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
う
わ
け
で
あ
り

ま
す
。 

先
日
、
「
尾
北
講
習
会
」
と
い
う
会
を
開
き
ま
し
た
。
尾
北
真
宗
協
会

と
申
し
ま
す
が
、
尾
北
と
は
尾
張
の
北
部
に
所
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

真
宗
寺
院
六
ヶ
寺
で
構
成
さ
れ
た
お
講
が
基
と
な
っ
た
会
な
ん
で
す
け

ど
も
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
五
日
の
五
日
間
午
前
午
後
に
、
申
経
と
五
日

間
で
五
名
の
講
師
を
招
聘
し
て
ご
法
話
を
聴
聞
す
る
と
い
う
「
尾
北
講

習
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
本
年
、
第
一
〇
〇
回
を
迎
え
ま
し
た
。
大

正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
か
ら
数
え
て
一
〇
〇
回
な
ん
で
す
。
一
〇
〇
回

続
く
っ
て
な
か
な
か
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
有
名
な
と
こ

ろ
で
は
「
夏
の
甲
子
園
」
、
「
箱
根
駅
伝
」
も
一
〇
〇
回
を
超
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
級
の
事
業
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
ま
で
続
く
っ
て
こ
と

は
や
ら
ず
に
お
れ
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
民
意
を
得
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。 

尾
北
講
習
会
第
一
〇
〇
回
記
念
事
業
と
し
ま
し
て
、
最
終
日
の
十
月

五
日
に
真
宗
大
谷
派
の
ご
門
首
を
お
迎
え
し
、
帰
敬
式
な
ら
び
に
親
鸞

聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
の
慶
讃
法
要
を
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
門
首
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
御
親
修
と
言

い
慣
わ
し
て
い
ま
す
が
、
帰
敬
式
の
受
式
希
望
者
は
一
〇
八
名
の
お
申

し
込
み
が
あ
り
、
お
か
み
そ
り
を
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。
ち
ょ
う
ど

一
〇
八
の
煩
悩
の
も
と
ど
り
を
た
っ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
。
ま
あ
、
実

は
欠
席
が
あ
り
ま
し
て
一
〇
六
名
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
。
数
字
は
ど

う
で
も
よ
い
の
で
す
が
。 

そ
の
帰
敬
式
。
帰
敬
式
の
帰
と
は
よ
り
ど
こ
ろ
、
敬
と
は
敬
う
べ
き
も

の
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。「
篤
く
三
宝

を
敬
え
」
（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
1155
頁
）
の
「
敬
」
え
。
「
其
れ
三

宝
に
帰
（
よ
）
り
ま
つ
ら
ず
は
」
（
同
）
の
「
帰
」
で
す
ね
。
ま
さ
に
「
帰

敬
」
で
す
ね
。
先
ほ
ど
三
帰
依
文
を
唱
和
い
た
し
ま
し
た
が
、
帰
敬
式
を
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受
け
て
、
こ
れ
を
日
々
読
誦
し
暗
唱
し
て
い
く
と
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、

文
章
は
は
っ
き
り
言
っ
て
難
し
い
で
す
。
そ
れ
で
三
帰
依
文
を
よ
り
自

分
事
と
し
て
い
た
だ
い
て
い
く
、
積
極
的
に
自
覚
し
て
い
く
方
法
を
私

は
見
つ
け
ま
し
た
。 

「
人
身
受
け
難
し
、
今
す
で
に
受
く
。
仏
法
聞
き
難
し
、
今
す
で
に
聞

く
。
」
云
々
は
そ
の
ま
ま
で
、
「
自
ら
仏
に
」
「
自
ら
法
に
」
「
自
ら
僧

に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
」
の
と
こ
ろ
の
「
自
ら
」
を
「
我
」
に
か
え
て
あ

え
て
読
む
。
「
我
、
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
」
「
我
、
法
に
帰
依
し
た

て
ま
つ
る
」
「
我
、
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
」
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
方
が
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
法
名
で
す
。
文
字
通
り
法
名
と
は
法
の
名
で
あ
り
ま
す
が
、
い

く
つ
か
ご
質
問
も
あ
り
ま
し
た
。「
死
ぬ
時
の
準
備
に
名
前
を
あ
ら
か
じ

め
も
ら
っ
て
お
け
る
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
」
と
い
う
こ
と
だ
と
か
、
あ
る

い
は
、
「
死
ん
だ
ら
院
号
法
名
を
た
の
も
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
院
号

が
あ
っ
た
方
が
い
い
と
こ
ろ
に
行
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
」
と
か
。

そ
の
問
い
へ
の
お
答
え
は
こ
こ
で
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

ご
門
徒
衆
と
と
も
に
帰
敬
式
受
式
、
法
名
を
い
た
だ
く
こ
と
に
つ
い
て

再
三
お
話
し
合
い
を
す
る
中
で
、
私
は
「
法
名
と
は
法
蔵
魂
の
名
の
り
で

あ
る
」
と
、
「
こ
れ
を
法
名
と
い
う
の
だ
」
と
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
が

至
っ
た
わ
け
で
す
。 

余
談
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
三
十
代
か
ら
九
十
代
の
一
〇
六
名
の
方

が
御
堂
に
て
一
気
に
受
式
さ
れ
た
ん
で
す
。
ご
門
首
が
お
一
人
お
一
人

に
丁
寧
に
頭
を
お
か
み
そ
り
を
な
さ
っ
て
い
か
れ
る
間
中
、「
南
無
阿
弥

陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
三
回
で
す
ね
。
一
〇
六
名

で
す
、
時
間
に
し
て
何
分
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
全
員
が
合
掌
を
崩
さ
ず

に
、
人
が
受
け
て
い
る
間
も
ず
っ
と
念
じ
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の

光
景
に
接
し
ま
し
て
、
我
ら
と
念
じ
て
く
だ
さ
る
法
蔵
の
魂
を
受
式
者

が
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
な
あ
と
。
我
ら
と
念
じ
ら
れ
る
法
蔵
菩
薩
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

の
よ
う
に
思
う
こ
と
で
し
た
。 

 

〈
三
〉 

さ
て
、
そ
の
講
習
会
か
ら
「
い
ま
真
宗
復
興
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
掲
げ
て
お
る
わ
け
で
す
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
今
年
の
元
旦
に
は

能
登
半
島
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
が
七
十
軒
ほ

ど
倒
壊
し
、
被
害
が
出
た
寺
院
は
石
川
、
富
山
、
一
部
福
井
、
新
潟
を
含

め
、
二
百
軒
を
超
え
る
と
の
こ
と
で
す
。
真
宗
寺
院
に
限
っ
て
の
数
字
で

あ
り
、
そ
の
数
倍
数
十
倍
の
家
屋
等
で
被
害
が
出
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は

豪
雨
災
害
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
形
で
、
珠
洲
市
、
輪
島
市
、
能
登
町
に

悲
惨
な
傷
跡
を
残
し
ま
し
た
。
能
登
の
生
活
が
自
然
災
害
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
一
昨
年
前
か
ら
の
相
次
ぐ
自
然
災
害

に
よ
り
、
住
む
こ
と
が
困
難
に
な
り
能
登
の
復
興
と
い
う
こ
と
が
念
頭

に
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
も
踏
ま
え
な
が
ら
「
い
ま
真
宗
復
興
を
考
え
る
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
た
わ
け
で
す
。 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
早
期
復
興
が
望
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、
衣
食
住
が
整

え
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
い
い
ん
だ
と
も

言
え
ま
す
。
で
も
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
衣
食
住
を
つ
な
ぐ
も
の
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で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
目
に
み
え
な
い
も
の
で
す
。 

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
能
登
半
島
は
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
が

大
変
多
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
真
宗
門
徒
も

多
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
は
一
宮
市
千
秋
町
と

い
う
所
に
あ
る
一
寺
院
の
住
職
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
千
秋

町
は
人
口
約
一
万
六
千
人
の
と
こ
ろ
に
十
三
ヶ
寺
あ
り
ま
す
。
一
つ
の

字
に
一
寺
院
が
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
数
で
す
。
珠
洲
市
で
は
人
口
一
万

二
千
人
に
四
十
四
ヶ
寺
ほ
ど
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
少

数
の
門
徒
で
一
寺
院
を
護
持
し
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
し
能
登
に
は
御

崇
敬
（
ご
そ
っ
き
ょ
う
）
と
い
わ
れ
る
乗
如
上
人
の
御
講
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
が
順
番
に
回
っ
て
く
る
と
、
一
寺
院
門
徒
関
係
な
し
に
懇
志
が
集

ま
っ
て
、
お
寺
を
護
持
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
私

ど
も
の
愛
知
県
の
ほ
う
は
、
寺
院
運
営
だ
け
で
住
職
一
家
の
生
活
が
成

り
立
つ
率
が
比
較
的
高
い
と
い
え
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
お
預
か
り
し
て

い
る
既
存
の
門
徒
が
十
分
な
数
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
葬
儀
社
と
組

ん
で
競
っ
て
葬
儀
の
数
を
こ
な
し
ま
く
り
、
忌
明
け
の
法
事
、
せ
い
ぜ
い

一
周
忌
は
希
望
が
あ
れ
ば
勤
め
る
と
い
う
経
営
方
針
の
寺
や
、
有
り
余

る
宗
教
法
人
の
土
地
を
樹
木
葬
と
い
う
納
骨
商
売
に
便
乗
し
、
バ
ッ
ク

マ
ー
ジ
ン
を
も
ら
い
つ
つ
経
営
す
る
お
寺
が
増
え
て
い
ま
す
。
能
登
と

私
ど
も
の
地
域
、
ど
ち
ら
の
寺
院
が
真
宗
寺
院
と
し
て
本
物
で
し
ょ
う

か
。 こ

れ
は
戯
言
と
し
て
お
き
ま
し
て
、
置
い
て
お
き
ま
す
。
失
礼
し
ま
し

た
。 震

災
に
よ
り
多
く
の
真
宗
寺
院
、
門
徒
宅
が
倒
壊
し
、
長
年
、
人
々
の

生
活
を
見
守
っ
て
こ
ら
れ
た
ご
本
尊
様
も
、
人
々
が
礼
拝
し
て
こ
ら
れ

た
ご
本
尊
様
も
倒
壊
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
大
変
勿
体
な
い
こ
と
だ
と
思
わ

れ
る
の
で
す
。 

私
は
震
災
後
真
っ
先
に
思
い
ま
し
た
の
は
、
そ
の
倒
壊
し
た
寺
院
や

家
屋
の
下
敷
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ご
本
尊
に
、
ご
門
首
自
ら
が
そ
こ

へ
お
出
か
け
に
な
り
、
そ
こ
に
あ
っ
た
ご
本
尊
に
手
を
合
わ
し
て
い
く

こ
と
が
復
興
の
第
一
歩
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
な
ぜ
そ
ん
な

こ
と
を
言
う
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
ご
本
尊
で
あ
る
方
便
法
身
尊
形
は
、

本
願
寺
の
ご
本
尊
の
分
身
で
あ
り
、
お
寺
を
預
か
る
住
職
は
門
首
の
代

役
で
す
。
使
僧
で
あ
る
と
お
聞
き
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
お
寺
が
潰
れ
た

わ
け
で
す
。
住
職
の
こ
と
を
お
手
次
の
お
寺
さ
ん
と
い
う
ふ
う
に
い
い

ま
す
よ
ね
。
ま
さ
に
、
ご
本
山
へ
の
お
手
次
を
住
職
た
ち
は
担
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
だ
か
ら
な
ん
で
す
。 

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
ご
本
尊
と
共
に
あ
る
生
活
こ
そ
が
、
生
き
て
い

く
こ
と
の
礎
で
あ
り
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
今
こ
そ
ご
本
尊
を
見
出
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
う
い
う
願
い
が
聞
こ
え
た
の
か
、
ご
門
首
自
ら
被
災
地
を
慰
問
さ

れ
た
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
て
、
有
難
く
存
じ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

 

〈
四
〉 

翻
っ
て
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
、
社
会
生
活
、
国
際
情
勢
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
『
阿
弥
陀
経
』
に
五
濁
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
釈
迦
牟
尼
仏
、
能
く
甚
難
希
有
の
事
を
為
し
て
、
能
く
娑
婆
国
土

の
五
濁
悪
世
、
劫
濁
・
見
濁
・
煩
悩
濁
・
衆
生
濁
・
命
濁
の
中
に
し
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て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
て
、
諸
の
衆
生
の
為
に
、
是
の
一

切
世
間
に
信
じ
難
き
法
を
説
き
た
ま
う
」
と
。 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
143
頁
） 

釈
尊
が
感
じ
ら
れ
て
い
た
五
濁
っ
て
ど
ん
な
ん
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。
親
鸞
聖
人
が
末
法
史
観
の
中
で
感
じ
ら
れ
て
い
た
五
濁
、
そ
し
て
い

ま
現
代
に
お
い
て
私
た
ち
が
教
え
を
通
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
五
濁
、

そ
れ
ら
は
同
じ
な
の
で
し
ょ
う
か
、
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

次
に
善
導
大
師
の
五
濁
が
説
か
れ
た
も
の
で
す
。 

「
濁
悪
不
善
」
と
い
ふ
は
、
こ
れ
五
濁
を
明
か
す
。
一
に
は
劫
濁
、

二
に
は
衆
生
濁
、
三
に
は
見
濁
、
四
に
は
煩
悩
濁
、
五
に
は
命
濁
な

り
。「
劫
濁
」
と
い
ふ
は
、
し
か
る
に
劫
は
実
に
こ
れ
濁
に
あ
ら
ず
。

劫
減
ず
る
と
き
に
当
た
り
て
諸
悪
加
増
す
。（
『
観
経
義
』
序
分
義
） 

面
白
い
で
す
ね
。
「
劫
」
っ
て
こ
れ
は
時
間
と
い
う
こ
と
か
な
と
思
う

ん
で
す
ね
。
時
間
が
減
ず
る
時
に
あ
た
っ
て
「
諸
悪
加
増
す
」
っ
て
い
う

ん
で
す
よ
。
時
間
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
す
け
ど
、
ど
う
で
す
か
。
日
本

中
、
近
く
な
り
ま
し
た
。
今
で
は
リ
ニ
ア
ま
で
造
ろ
う
と
し
て
で
す
ね
、

時
間
が
ど
ん
ど
ん
短
く
な
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
人
間
が
ま

す
ま
す
忙
し
く
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
古
い
歌
謡
曲
な
ん
か
を
聞
い
て
ま
す
と
、
だ
い
た
い
旅
立
ち
で

色
ん
な
思
い
を
断
ち
切
っ
て
次
へ
ス
テ
ッ
プ
す
る
ん
で
す
け
ど
も
、
旅

立
と
う
と
い
っ
た
っ
て
日
本
中
近
す
ぎ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
す
ぐ

繋
が
る
し
、
時
間
が
短
い
で
す
ね
。
今
、
現
代
人
は
時
間
を
失
っ
て
い
る

と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
面
白
い
で

す
。
「
劫
減
じ
る
と
き
に
当
た
り
て
諸
悪
加
増
す
」
と
言
う
ん
で
す
よ
。

あ
と
は
読
む
だ
け
に
し
ま
す
。 

「
衆
生
濁
」
と
い
ふ
は
、
劫
も
し
は
じ
め
て
成
ず
る
時
は
衆
生
純
善

な
り
。
劫
も
し
末
な
る
時
は
衆
生
の
十
悪
い
よ
い
よ
盛
ん
な
り
。

「
見
濁
」
と
い
ふ
は
、
自
身
の
衆
悪
は
総
じ
て
変
じ
て
善
と
な
し
、

他
の
上
に
非
な
き
を
ば
見
て
是
な
ら
ず
と
な
す
。
「
煩
悩
濁
」
と
い

ふ
は
、
当
今
の
劫
末
の
衆
生
悪
性
に
し
て
親
し
み
が
た
し
。
六
根
に

随
対
し
て
貪
瞋
競
い
起
こ
る
。
「
命
濁
」
と
い
ふ
は
、
前
の
見
・
悩

の
二
濁
に
よ
り
て
多
く
の
殺
害
を
行
じ
て
、
慈
し
み
恩
養
す
る
こ

と
な
し
。
こ
の
五
濁
、
五
苦
・
八
苦
等
は
六
道
に
通
じ
て
受
け
て
、

い
ま
だ
な
き
も
の
あ
ら
ず
。
常
に
こ
れ
に
逼
悩
す
。
も
し
こ
の
苦
を

受
け
ざ
る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
凡
数
の
摂
に
あ
ら
ず
。 

 
 

（
同
） 

奇
し
く
も
、
新
た
に
自
民
党
総
裁
に
な
っ
た
石
破
茂
総
理
大
臣
に
よ

り
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、
総
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
来
週
の
十
月
二
十
七

日
に
投
開
票
が
あ
る
わ
け
で
す
。
各
政
党
の
考
え
方
、
国
民
が
新
政
権
に

求
め
る
こ
と
と
い
う
の
が
、
大
体
五
つ
く
ら
い
に
く
く
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。
軍
事
（
国
際
関
係
）
・
経
済
（
賃
金
）
・
福
祉
（
教
育
・
子
育
て
・

介
護
・
年
金
）
・
環
境
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
）
、
加
え
て
復
興
庁
な
る
も

の
を
石
破
さ
ん
が
構
想
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
石
破
さ
ん
が

総
裁
に
な
っ
た
時
も
そ
う
で
す
が
、
最
近
、
海
外
情
勢
や
日
本
政
府
や
日

銀
の
発
表
が
あ
る
と
耳
に
す
る
の
は
、
市
場
が
反
応
し
た
と
い
う
こ
と
。

以
前
は
こ
ん
な
コ
メ
ン
ト
は
な
か
っ
た
で
す
。
投
資
家
の
気
分
な
ん
て

ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
報
道
す
る
必
要
っ
て
あ
り
ま
す
か
？ 

と
僕
は
思
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
。
ハ
マ
ス
の
奇
襲
に

端
を
発
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
侵
攻
。
今
、
ハ
マ
ス
の
幹
部
が
次
々
と
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殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
地

区
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
複
雑
な
民
族
思
想
争
い
。

ヒ
ズ
ボ
ラ
拠
点
へ
の
無
差
別
攻
撃
。
ス
ー
ツ
を
着
た
紳
士
が
大
量
殺
戮

を
繰
り
返
し
て
る
ん
で
す
ね
。
ア
フ
リ
カ
の
ス
ー
ダ
ン
の
内
戦
か
ら
逃

れ
る
大
量
の
難
民
の
問
題
も
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

転
じ
ま
し
て
、
働
き
方
改
革
な
ん
て
今
い
っ
て
ま
す
が
、
一
例
で
す
け

れ
ど
も
、
ト
ラ
ッ
ク
を
長
時
間
走
ら
せ
ら
れ
な
い
の
で
、
大
規
模
な
中
継

基
地
を
建
設
す
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
田
畑
を
つ
ぶ
し
て
。
な
に
か

矛
盾
を
感
じ
ま
せ
ん
か
。
そ
の
田
畑
で
米
や
作
物
を
作
っ
た
ら
何
人
食

べ
さ
せ
ら
れ
ま
す
か
。
高
速
道
路
も
八
十
キ
ロ
か
ら
九
十
キ
ロ
に
最
高

速
度
を
上
げ
る
そ
う
で
す
。
車
の
性
能
が
い
い
か
ら
で
は
な
く
て
、
早
く

荷
物
を
運
べ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
。
働
き
方
改
革
で
い
よ
い
よ
急
が

な
き
ゃ
な
ら
ん
わ
け
で
す
ね
。
ま
た
、
ア
ル
バ
イ
ト
感
覚
で
犯
罪
に
加
担

す
る
若
者
。
お
年
寄
り
に
寄
っ
て
集
っ
て
暴
力
を
振
る
う
雇
わ
れ
犯
罪

青
年
。
あ
ん
た
の
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
が
泣
い
て
い
る
ぞ
と
言
い
た
い

で
す
ね
。
請
け
子
制
、
分
業
制
で
罪
意
識
の
薄
さ
。
ま
た
芸
人
を
使
っ
て

楽
し
そ
う
な
消
費
者
金
融
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
。
一
度
借
り
た
ら
ブ
ラ
ッ

ク
リ
ス
ト
に
名
前
が
載
り
ま
す
か
ら
ね
。
親
子
間
の
殺
害
事
件
。
子
ど
も

が
母
を
殺
害
。
連
れ
子
を
同
居
の
男
が
虐
待
、
殺
害
。
家
族
と
切
り
離
さ

れ
て
い
く
要
介
護
老
人
。
お
寺
に
は
一
切
参
ろ
う
と
し
な
い
老
人
会
。
こ

れ
は
悪
口
で
す
、
す
み
ま
せ
ん
。
中
央
ア
ル
プ
ス
に
風
穴
を
開
け
よ
う
と

す
る
無
謀
な
リ
ニ
ア
事
業
へ
の
政
府
予
算
と
能
登
復
興
の
予
算
は
天
秤

に
か
け
ら
れ
ま
す
か
。
ス
マ
ホ
に
奪
わ
れ
る
若
者
の
時
間
。
受
験
勉
強
の

行
く
先
は
、
結
局
詰
め
込
み
勉
強
を
続
け
て
公
務
員
に
な
っ
て
、
推
奨
さ

れ
る
雇
用
形
態
。
週
休
三
日
ま
で
言
い
出
し
て
ま
す
。
育
児
休
暇
、
働
き

方
改
革
、
給
料
ア
ッ
プ
。
全
部
公
務
員
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
改
革
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
年
中
無
休
、
収
入
減
、

有
給
休
暇
な
し
、
休
業
補
償
な
し
、
ボ
ー
ナ
ス
な
し
、
私
有
財
産
な
し
、

老
後
は
わ
ず
か
な
年
金
の
職
業
っ
て
知
っ
て
ま
す
か
。
私
た
ち
住
職
な

ん
で
す
。
ま
あ
、
こ
れ
も
戯
言
で
す
。 

つ
い
で
に
で
す
ね
、
曽
我
先
生
の
五
濁
悪
世
考
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ

れ
は
曽
我
先
生
の
メ
モ
で
、
「
曽
我
ノ
ー
ト
」
と
い
う
も
の
に
ご
ざ
い
ま

し
た
。 劫

濁 

…
時
が
濁
る
、
自
然
界
が
濁
る 

見
濁 

…
（
自
由
を
求
む
る
）
思
想
界
が
濁
る 

○
大
逆
事
件 

煩
悩
濁
…
世
は
物
質
的
に
な
る
、
現
実
的
に
な
る
、
貪
瞋
痴
熾
盛
、

疑
は
盛
に
な
る
、
人
の
貪
欲
は
水
の
如
く
、
瞋
恚
は
火
の

如
し
、
種
々
の
犯
罪
則
ち
是
れ 

衆
生
濁
…
物
質
的
欲
求
の
為
に
貧
富
の
懸
隔
は
甚
し
く
し
て
、
有

情
漸
く
身
小
と
な
る
、
人
は
神
経
衰
弱
と
な
る 

命
濁 

…
流
行
病
の
為
に
人
は
天
寿
を
全
ふ
す
る
能
は
ず
、
此
れ

見
濁
の
反
動
也 

こ
う
い
う
ふ
う
に
で
す
ね
、
表
現
さ
れ
て
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
五
濁

悪
世
に
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
人
生
が
開
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

親
鸞
聖
人
の
時
代
、
末
法
史
観
が
決
定
的
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
天

災
、
飢
饉
、
戦
乱
の
世
の
中
で
あ
り
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
出
家
な
さ
る

際
に
は
、
日
野
の
里
よ
り
東
山
の
青
蓮
院
に
至
る
道
中
、
累
々
た
る
死
体

を
目
の
当
た
り
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
お
聞
き
し
ま
す
。
末
法
と
い
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う
こ
と
を
ご
自
身
も
実
感
な
さ
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
正
像
末
法
史
観
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
ご
在
世
か
ら
正
法
、
像
法
、

末
法
、
法
滅
と
時
代
を
経
て
教
、
行
、
証
が
廃
れ
て
な
く
な
っ
て
い
く
と

い
う
歴
史
観
で
す
。 

信
に
知
り
ぬ
。
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
・
正
法
の
為
に
し
て
、
全
く

像
末
・
法
滅
の
時
機
に
非
ず
。
已
に
時
を
失
し
、
機
に
乖
け
る
な
り
。

浄
土
真
宗
は
、
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し

く
悲
引
し
た
ま
う
を
や
。 

 
 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
419
頁
） 

な
ぜ
「
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
」
と
い
え
る
の
か
。
こ
れ
は
他
力
の
宗

旨
だ
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
現
代
も
五
濁
悪
世
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
問
い
を
持
つ
歩
み

が
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
問
い
が
本
当
に
身
に
迫
る
時
を
行
き
詰

ま
り
と
い
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
本
当
の
意
味
で
仏
道

が
始
ま
る
ん
で
す
ね
。 

 

〈
五
〉 

善
導
大
師
の
説
く
「
二
河
白
道
の
譬
喩
」
に
は
五
濁
悪
世
に
あ
っ
て
、

ど
う
い
う
人
生
が
開
か
れ
る
か
に
つ
い
て
巧
み
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

は
じ
め
て
お
聞
き
に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

二
河
白
道
の
譬
喩
の
あ
ら
ま
し
は
こ
う
で
す
。 

行
者
が
西
に
向
か
っ
て
求
道
の
旅
を
始
め
よ
う
と
思
い
立
っ
た

時
、
忽
然
と
し
て
後
方
か
ら
「
郡
賊
悪
獣
」
が
行
者
を
殺
さ
ん
と
競

っ
て
来
た
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

行
者
は
驚
い
て
更
に
前
に
向
か
っ
て
進
め
ば
（
求
道
を
深
め
れ

ば
）
、
忽
然
と
し
て
前
途
を
隔
て
て
い
る
「
水
火
二
河
」
を
見
出
し

た
の
だ
っ
た
。 

た
だ
そ
の
中
間
に
わ
ず
か
四
五
寸
の
白
道
を
見
出
し
た
の
で
あ

る
が
、
四
五
寸
の
白
道
と
は
き
わ
め
て
狭
い
道
で
、
と
て
も
歩
む
こ

と
が
で
き
な
い
小
路
で
あ
る
こ
と
を
譬
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

白
道
は
は
じ
め
て
渡
る
道
で
あ
る
か
ら
行
者
は
前
に
進
む
か
後
に

退
く
か
躊
躇
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
後
へ
回
ら
ん
と
す
れ
ば

郡
賊
悪
獣
が
漸
々
に
迫
っ
て
く
る
。
南
北
に
避
け
走
ら
ん
と
す
れ

ば
悪
獣
毒
虫
が
競
い
来
た
っ
て
く
る
の
を
見
出
し
て
活
路
は
全
く

閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
行
者
は
た
だ
死
ぬ
こ
と
を
惶
怖
す
る

（
恐
れ
る
）
ば
か
り
で
あ
る
。 

し
か
し
道
は
唯
一
で
あ
る
。
止
ま
れ
ば
死
ぬ
、
前
に
進
め
ば
生
き

る
。
行
者
は
前
に
向
か
っ
て
進
む
以
外
に
な
い
。
誠
に
惶
怖
（
恐
れ
）

の
生
活
で
あ
る
。
惶
怖
す
る
の
は
「
真
の
主
体
」
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今
や
前
途
に
忽
然
と
し
て
自
己

心
中
の
「
水
火
二
河
」
の
貪
瞋
煩
悩
を
見
出
し
た
時
、
前
に
進
む
こ

と
も
、
後
ろ
に
引
く
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

こ
こ
に
至
っ
て
行
者
は
、
「
我
、
今
回
ら
ば
亦
死
せ
ん
、
住
ま
ら

ば
亦
死
せ
ん
、
去
か
ば
亦
死
せ
ん
」
（
三
定
死
）
、
何
と
も
な
ら
な

い
こ
と
に
当
面
し
て
自
力
の
「
死
」
を
覚
悟
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
行
者
は
自
己
の
一
生
を
「
郡
賊
悪
獣
」
に
任
せ
て
お
け
な

い
。
む
し
ろ
こ
の
白
道
を
一
歩
進
む
以
外
に
な
い
と
決
意
し
た
時
、

「
既
に
此
の
道
有
り
、
必
ず
度
す
べ
し
」
と
、
自
分
の
内
に
、
自
分

を
歩
ま
せ
て
い
る
新
し
い
道
を
見
出
す
と
共
に
、
行
者
は
決
意
す
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る
「
真
の
主
体
」
、
す
な
わ
ち
「
自
己
」
を
感
得
し
た
の
だ
っ
た
。 

そ
の
時
、
東
岸
上
か
ら
「
仁
者
、
但
決
定
し
て
此
の
道
を
尋
ね
て

行
け
」
と
い
う
発
遣
の
声
（
後
ろ
か
ら
推
し
進
め
る
声
）
と
、
西
岸

上
よ
り
「
汝
、
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
招
喚

の
声
（
前
か
ら
招
き
喚
ぶ
声
）
を
聞
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
、「
四

五
寸
の
小
路
」
だ
っ
た
白
道
は
「
願
力
の
大
道
」
に
転
じ
て
、
行
者

は
白
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
た
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

（
小
林
光
麿
『
歎
異
抄
の
真
実
』
よ
り
） 

す
な
わ
ち
二
河
喩
は
「
真
の
主
体
」
、
す
な
わ
ち
「
自
己
」
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
く
道
行
を
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
意
図
的
に
意
訳

さ
れ
て
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
を
聞
き
取
り
た
い
の
で
す
。 

二
河
喩
は
真
の
主
体
。
す
な
わ
ち
自
己
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
道

行
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
二
河
白
道
の
喩
に
説
か
れ
て
い
る
「
郡
賊
悪
獣
」
と
「
水
火
二
河
」
、

そ
し
て
「
我
」
で
す
ね
、
決
断
し
た
「
我
」
が
そ
こ
に
い
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
郡
賊
悪
獣
」
こ
れ
を
「
客
観
の
迫
害
」
と
申
し
ま
す
。
五
濁
悪
世
の

中
で
孤
立
す
る
自
己
を
見
出
し
た
ん
で
す
ね
。
客
観
の
迫
害
、
つ
ま
り
外

に
問
題
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
客
観
。
さ
し
ず
め
五
濁
悪
世
が

こ
の
身
を
苦
し
め
て
く
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
身
そ
の
も
の
に
起
こ

っ
て
く
る
四
苦
八
苦
（
生
老
病
死
、
愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
、
求
不
得
苦
、

五
蘊
盛
苦
）
の
問
題
も
受
け
入
れ
が
た
い
と
い
う
形
で
、
自
分
に
問
題
に

な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
生
死
観

と
い
い
ま
す
。 

『
高
僧
和
讃
』
の
龍
樹
讃
に 

龍
樹
大
士
世
に
い
で
て 

難
行
易
行
の
み
ち
お
し
え 

流
転
輪
回
の
わ
れ
ら
を
ば 

弘
誓
の
ふ
ね
に
の
せ
た
ま
う 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
589
頁
） 

と
あ
り
ま
す
。
「
流
転
輪
回
の
わ
れ
ら
」
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
こ
れ

が
生
死
観
の
問
題
で
す
。 

そ
し
て
「
水
火
二
河
」
と
は
な
に
か
。
こ
れ
を
「
貪
瞋
罪
悪
の
自
己
の

実
相
」
と
申
し
ま
す
。
つ
ま
り
水
と
火
で
譬
え
ら
れ
て
い
る
貪
欲
と
瞋
恚

（
貪
り
と
怒
り
の
心
）
の
煩
悩
の
こ
と
で
す
。
こ
の
五
濁
悪
世
を
自
分
の

外
に
見
出
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
実
は
自
分
の
内
に
問
題
が
あ
る
こ
と

に
突
き
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
を
罪
悪
観
と
申
し
ま
す
。 

『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
、
親
鸞
聖
人
の
言
葉
と
し
て
「
地
獄
は
一
定
す

み
か
ぞ
か
し
」
（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
768
頁
）
と
あ
り
ま
す
ね
。
こ

れ
が
罪
悪
観
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
唯
円
た
ち
は
先
の
生
死
観
を
も

っ
て
、
往
生
極
楽
の
道
を
問
い
尋
ね
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
親
鸞
聖
人

の
す
わ
り
は
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
、
罪
悪
観
に
あ
っ
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

先
ほ
ど
の
「
郡
賊
悪
獣
」
は
意
識
界
、
外
に
見
出
し
て
い
ま
す
か
ら
意

識
界
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
水
火
二
河
」
は
無
意
識
界
。
煩
悩
の
世
界
は
無

意
識
界
で
す
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

余
談
な
が
ら
、
日
本
人
は
無
意
識
界
の
こ
と
を
巧
み
に
日
常
語
と
し

て
い
ま
す
。
勿
体
な
い
と
か
、
有
難
い
と
か
、
お
か
げ
さ
ま
と
か
。
肉
体

的
言
語
も
そ
れ
に
部
類
す
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
は
ら
わ
た
煮
え
く

り
か
え
る
と
か
、
胸
に
手
を
当
て
て
考
え
て
み
な
さ
い
と
か
。
そ
う
い
う
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意
味
で
は
、
日
本
人
は
生
来
、
内
観
的
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。 

唯
識
思
想
で
は
煩
悩
の
世
界
を
意
識
下
（
無
意
識
界
）
に
捉
え
て
、
末

那
識
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
我
執
で
す
ね
。
根
深
い
自
我
意
識
の
こ
と
で

す
。
四
つ
の
煩
悩
と
相
応
し
、
我
痴
、
我
見
、
我
慢
、
我
愛
と
い
う
煩
悩

に
末
那
識
は
相
応
し
て
い
き
ま
す
。
行
者
は
水
火
二
河
で
あ
ら
わ
さ
れ

る
貪
瞋
煩
悩
に
当
面
し
、
も
は
や
自
分
に
は
一
善
も
恃
む
所
が
な
い
、
念

仏
と
い
え
ど
も
水
火
の
難
を
免
れ
な
い
と
い
う
自
覚
で
す
ね
。 

こ
れ
に
つ
い
て
も
『
高
僧
和
讃
』
の
天
親
讃
に
、 

釈
迦
の
教
法
お
お
け
れ
ど 
天
親
菩
薩
は
ね
ん
ご
ろ
に 

煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
に
は 

弥
陀
の
弘
誓
を
す
す
め
し
む 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
590
頁
） 

と
「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」
と
い
う
問
題
と
し
て
教
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

外
に
罪
悪
深
重
、
内
に
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
で
あ
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』

で
す
ね
、
「
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
」
（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
767
頁
）

と
い
う
。 

唯
識
で
は
見
分
、
相
分
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
末
那
識
の
見
分
が
貪

瞋
煩
悩
で
、
相
分
が
郡
賊
悪
獣
。
す
な
わ
ち
見
分
が
縁
ず
る
境
界
が
郡
賊

悪
獣
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
見
分
、
相
分
の
関
係
と
い
う
の
は
、
鏡

と
影
像
で
思
っ
て
も
ら
え
ば
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
は
こ

れ
は
阿
頼
耶
識
で
言
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ

と
置
い
て
お
き
ま
す
。
と
に
か
く
、
こ
の
貪
瞋
煩
悩
と
い
う
の
は
無
意
識

の
世
界
の
こ
と
で
、
我
々
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

つ
い
で
な
が
ら
、
先
ほ
ど
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
で
第
一
章
に
「
そ
の
ゆ

え
は
、
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま

し
ま
す
。
」
と
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
本
願
に
見
出
さ
れ
た
罪

悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

も
う
一
つ
「
我
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
二
河
白
道
の
喩
で
は
、
三
定
死

の
自
覚
の
と
こ
ろ
、「
我
、
今
回
ら
ば
亦
死
せ
ん
、
住
ま
ら
ば
亦
死
せ
ん
、

去
か
ば
亦
死
せ
ん
」
（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
248
頁
）
と
い
う
と
こ
ろ

に
は
じ
め
て
「
我
」
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
「
我
」
は
い
か
な
る

「
我
」
か
と
い
う
こ
と
が
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
行
者
が
「
既

に
此
の
道
有
り
、
必
ず
度
す
べ
し
と
」（
同
）
と
、
決
断
し
た
ん
で
す
ね
。

そ
の
こ
と
を
「
真
の
主
体
」
、
「
自
己
」
を
感
得
し
た
と
申
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
「
見
道
に
立
つ
」
と
も
「
信
の
一
念
に
立
つ
」
と
も
言
い
ま
す
。

正
信
の
位
で
す
。
信
心
獲
得
、
信
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

信
仰
に
お
い
て
こ
の
私
が
抜
け
落
ち
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
信
心
は
得
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
考
え
て
ま
す
か
？ 

信
心
は
得
ら
れ
な
い
も
の
と
決
め
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

信
心
を
得
た
ら

終
わ
り
で
す
か
？ 

そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
、
曖
昧
に
し
て
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
何
と
な
く
仏
教
徒
で
は
も
う
通
用
し
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

行
者
が
白
道
に
踏
み
出
す
刹
那
が
、
「
「
既
に
此
の
道
有
り
、
必
ず
度

す
べ
し
と
」
。
此
の
念
を
作
す
時
、
」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時

が
自
覚
の
全
体
と
な
る
こ
と
を
、
『
歎
異
抄
』
第
一
章
の
言
葉
が
如
実
に

語
っ
て
い
ま
す
。 

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と



京都欲聞会「もえあがれ法蔵魂」 

 

10 

 

ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お

こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う

な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ

信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾

盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
767
頁
） 

二
河
譬
の
「
此
の
念
を
作
す
時
」
の
時
が
、
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も

い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
そ
の
一
歩
踏
み
出
し
た
行
者
に
、
東
岸
西
岸
よ
り
声
が
聞
こ

え
て
く
る
ん
で
す
ね
。
「
汝
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
、
我
よ
く

護
ら
ん
」
（
『
真
宗
聖
典
』
初
版
455
頁
）
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
く
る
ん

で
す
。
そ
の
呼
び
か
け
ら
れ
て
く
る
「
汝
」
に
つ
い
て
、
親
鸞
聖
人
は
『
愚

禿
鈔
』
で
そ
の
こ
と
を
説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

こ
れ
を
少
し
端
折
っ
て
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
事
な
と

こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
端
折
り
ま
す
。 

 

〈
六
〉 

さ
て
「
白
道
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
ま
で
触
れ
ず
に
来
ま

し
た
が
、
立
ち
返
っ
て
、
行
者
が
西
に
向
か
っ
て
歩
む
と
い
う
こ
と
か
ら

も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
河
白
道
の
喩
を
拡
大
解
釈

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

小
見
出
し
を
入
れ
て
お
き
ま
す
。
「
大
乗
空
教
か
ら
唯
識
思
想
、
菩
薩

道
へ
：
勝
義
と
世
俗
と
の
世
界
」
。 

二
河
譬
で
は
、 

「
東
岸
」
と
言
う
は
、
即
ち
此
の
娑
婆
の
火
宅
に
喩
う
る
な
り
。 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
248
頁
） 

こ
れ
は
再
三
言
っ
て
お
り
ま
す
、
五
濁
悪
世
の
自
覚
で
す
ね
。 

「
西
岸
」
と
言
う
は
、
即
ち
極
楽
宝
国
に
喩
う
る
な
り
。 

 

（
同
） 

東
岸
を
娑
婆
の
火
宅
、
そ
し
て
西
岸
を
極
楽
宝
国
と
言
う
ん
で
す
ね
。

宝
の
国
と
言
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
極
楽
宝
国
と
は
い
っ
た
い
何
ぞ
や
と

い
う
こ
と
を
で
す
ね
、
尋
ね
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
こ
で
『
中
観
と
唯
識
』
と
い
う
文
章
を
少
し
読
ん
で
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

我
々
は
二
つ
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
我
々
の

生
活
の
中
に
二
つ
の
世
界
の
あ
る
こ
と
を
、
自
ら
感
じ
自
ら
発
見

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。
そ
の
一
は
、
通
常
の
常
識
的
、
習
慣
的

乃
至
自
然
発
生
的
な
、
動
物
的
な
我
々
の
生
活
の
環
境
と
し
て
の

世
界
で
あ
り
、
他
の
一
は
、
こ
の
日
常
的
な
世
界
を
超
え
た
よ
り
高

き
世
界
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
根
底
的
に
よ
り
深
く
有
る
世

界
と
し
て
感
得
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
を
順

次
こ
こ
に
は
世
俗
と
勝
義
と
の
世
界
と
い
う
呼
び
名
を
も
っ
て
考

え
て
み
た
い
。 

勝
義
と
世
俗
と
い
う
こ
と
ば
は
、
も
と
も
と
仏
教
用
語
で
あ
る
。

「
真
」
と
「
偽
」
、
い
わ
ゆ
る
唯
仏
是
真
で
あ
り
、
世
間
虚
仮
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
勝
義
と
は
、
「
聖
者
の
真
実
智
に
よ
っ
て
観
見
せ
ら

れ
る
」
絶
対
真
実
の
境
涯
で
あ
っ
て
、
勝
と
は
最
勝
の
智
を
意
味

し
、
義
と
は
そ
の
勝
智
の
は
た
ら
く
境
、
即
ち
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
と
は
、
い
わ
ゆ
る
無
始
来
の
無
明
に
覆
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わ
れ
た
、
凡
俗
の
境
涯
で
あ
る
。
世
俗
の
言
語
は
「
覆
障
」
を
意
味

し
、
真
実
が
無
明
の
煩
悩
に
よ
っ
て
覆
障
せ
ら
れ
、
真
実
が
人
間
に

か
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
虚
妄
の
世
界
と
い
う
性
格
を
帯

び
て
い
る
。 

 
 

世
俗
か
ら
勝
義
へ
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
非
連
続
的
な
の
で
あ

り
、
絶
対
的
な
飛
躍
に
よ
る
の
ほ
か
は
勝
義
の
世
界
は
得
ら
れ
な

い
。
絶
対
他
力
と
い
う
如
き
も
の
も
、
こ
の
よ
う
な
点
に
考
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

勝
義
と
世
俗
と
の
世
界
は
、
最
初
二
つ
の
世
界
と
し
て
考
え
て

き
た
。(

勝
義
を
も
っ
と
易
し
く
言
え
ば
、
何
か
私
た
ち
が
で
す
ね
、

神
社
仏
閣
、
神
な
る
も
の
と
か
、
我
々
と
異
次
元
の
世
界
を
感
じ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
言
葉
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
い
の
ち
の

深
い
は
た
ら
き
と
か
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
言
葉
で
い
え
ば
勝
義

と
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
我
々
の
こ
の
虚
妄
の
世
界
を
世
俗
と

こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
我
々
に
は
到
底

及
ば
な
い
世
界
と
い
い
ま
す
か
。
だ
け
ど
も
、
私
た
ち
の
根
っ
こ
に

な
っ
て
い
る
大
事
な
世
界
と
い
う
か
。
こ
う
い
う
感
覚
で
す
よ
ね
。

さ
て
、
そ
れ
で
文
章
の
続
き
で
す
け
ど
も
、)

そ
れ
は
こ
の
二
つ
の

世
界
が
絶
対
的
に
隔
絶
的
で
あ
る
こ
と
に
於
い
て
で
あ
る
。（
次
元

が
違
う
と
い
う
感
覚
で
す
ね
。
）
然
か
く
絶
対
隔
絶
し
、
他
力
的
に

の
み
真
実
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
世
界
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
故
に

ひ
と
つ
の
世
界
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
絶
対
に
矛
盾
し
、

絶
対
に
最
も
遠
い
世
界
が
、
そ
の
こ
と
自
体
の
内
に
か
え
っ
て
一

つ
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
世
俗

的
文
化
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
な
も
の
が
、
自
己
疎
外
的
に
非
論

理
的
な
文
化
否
定
的
な
も
の
へ
志
向
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
と

同
時
に
、
か
く
勝
義
的
な
「
黙
」
の
世
界
も
、
常
に
論
理
的
世
俗
的

な
も
の
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
の
無
と
黙
と
を
開
顕
す
る
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
空
と
縁
起
と
の
間
に
於
け
る
と

同
様
に
、
勝
義
と
世
俗
と
が
直
ち
に
即
一
的
だ
と
云
っ
て
し
ま
っ

て
は
、
粗
末
な
考
え
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
少

く
と
も
、
隔
絶
的
だ
と
い
っ
て
も
、
勝
義
の
世
界
が
世
俗
と
は
別
な

場
所
に
、
地
球
で
は
な
い
月
の
世
界
に
、
あ
る
い
は
生
で
は
な
い
死

後
の
世
界
に
と
い
う
よ
う
に
、
成
り
立
つ
の
で
は
い
。
真
如
と
い
っ

て
も
、
虚
妄
の
世
界
を
抹
消
し
去
っ
て
、
別
に
真
如
が
あ
る
の
で
は

な
い
。
虚
妄
な
る
も
の
の
真
な
る
姿
、
虚
妄
如
々
が
真
如
で
あ
る
。

畢
竟
、
勝
義
は
世
俗
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
基
体
を
等

し
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
物
が
ら
は
一
つ
で
あ
る
。
一
つ
の
物
が
ら

に
於
い
て
、
勝
義
と
世
俗
の
反
対
面
が
あ
る
。
そ
れ
が
煩
悩
即
菩
提

的
に
は
た
ら
く
基
体
で
あ
り
、
「
即
」
を
い
う
場
所
で
あ
る
の
で
あ

る
。 か

く
し
て
世
俗
は
、
一
面
に
於
い
て
絶
対
に
勝
義
で
あ
る
こ
と

を
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
に
於
い
て
勝
義
と
結
合
し
合

一
す
る
と
の
意
味
を
持
つ
。
世
俗
は
実
は
か
く
勝
義
と
結
び
つ
く

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
に
世
俗
で
あ
る
の
で
あ
る
。 

世
俗
の
自
覚
は
、
勝
義
諦
の
世
界
を
一
旦
通
過
し
透
徹
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
即
ち
自
ら
は
い
よ
い
よ
た
わ
ご
と
、
そ
ら
ご
と

に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
の
自
覚
に
於
い
て
の
み
、
不
思
議
に
も
か
え
っ
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て
世
俗
諦
た
り
う
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 

（
『
中
観
と
唯
識
』
「
勝
義
と
世
俗
と
の
世
界
」
） 

大
変
難
し
い
文
章
の
よ
う
で
す
が
よ
く
読
む
と
で
す
ね
、
私
た
ち
の

こ
の
世
界
、
二
河
と
白
道
が
あ
っ
て
東
岸
が
あ
る
、
こ
の
こ
と
を
い
っ
て

い
た
だ
け
な
ん
で
す
。
東
岸
を
世
俗
と
い
い
、
対
岸
に
あ
り
西
岸
で
表
さ

れ
る
こ
ち
ら
は
勝
義
と
い
わ
れ
、
そ
の
間
に
隔
絶
が
あ
る
と
、
こ
う
い
う

こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。 

し
か
し
、
全
く
隔
絶
で
あ
っ
た
ら
、
勝
義
そ
の
も
の
も
世
俗
に
は
自
覚

さ
れ
な
い
し
、
世
俗
そ
の
も
の
も
こ
の
隔
絶
し
た
勝
義
に
お
い
て
こ
そ

世
俗
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
龍
樹
の
空

の
話
を
し
て
る
ん
で
す
。
二
河
譬
の
光
景
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
二
つ
の

世
界
の
絶
対
的
な
隔
絶
が
二
河
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
ん
で
な
い

か
と
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
す
。 

龍
樹
の
中
観
思
想
に
基
づ
い
た
こ
の
捉
え
方
は
、
あ
た
か
も
清
沢
満

之
の
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
を
思
わ
せ
る
内
容
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
任
運
に
法

爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
則
ち
是
な
り
。 

只
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
託
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
た
憂
ふ
る
に

足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
如
何
に
況
ん
や
之
よ

り
而
下
な
る
事
項
に
於
い
て
を
や
。
追
放
可
な
り
。
獄
牢
甘
ん
す
べ

し
。
誹
謗
擯
斥
許
多
の
凌
辱
豈
に
意
に
介
す
べ
き
も
の
あ
ら
ん
や
。

我
等
は
寧
ろ
、
只
管
絶
対
無
限
の
我
等
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し

ま
ん
か
な
。 

 
 
 
 
 
 

 

（
清
沢
満
之
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
） 

と
い
う
形
で
、
勝
義
と
世
俗
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
清
沢
満
之
は
説
い

て
る
ん
で
す
ね
。 

先
ほ
ど
か
ら
読
ん
で
い
る
の
は
、
『
中
観
と
唯
識
』
と
い
う
長
尾
雅
人

先
生
の
論
文
か
ら
引
い
て
お
り
ま
す
。
続
き
の
文
を
読
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

仏
教
的
な
叡
智
が
般
若
と
称
さ
れ
、
此
の
般
若
を
主
た
る
基
調

と
す
る
『
般
若
経
』
に
由
来
し
て
、
龍
樹
の
『
中
論
』
及
び
い
わ
ゆ

る
中
観
学
派
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
云
う
ま

で
も
な
い
。
而
し
て
そ
の
中
観
学
派
な
る
も
の
は
、
元
来
「
否
定
」

に
依
っ
て
一
貫
せ
ら
れ
て
い
る
。
否
定
と
は
有
を
否
定
す
る
こ
と

で
あ
り
、
有
な
る
法
が
実
と
し
て
実
体
化
さ
れ
る
点
を
否
定
す
る
。

然
る
に
実
と
は
ま
た
我
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
有
を
否
定
し
た
無
と

は
、
無
我
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
我
々
は
仏
教

の
存
在
論
的
な
る
観
点
の
一
端
を
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
然

し
な
が
ら
元
来
仏
教
に
か
ぎ
ら
ず
、
一
般
に
印
度
思
想
の
関
心
す

る
所
は
、
覚
悟
を
開
顕
し
て
究
竟
解
脱
に
赴
く
点
に
あ
っ
た
。
乃
至 

無
我
と
は
我
へ
の
執
着
を
絶
つ
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。「
有
」

は
単
な
る
存
在
論
の
対
象
と
し
て
の
み
見
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

解
脱
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
と
い

う
の
も
、
執
着
の
対
象
と
し
て
の
実
で
あ
り
、
か
か
る
執
着
の
断
た

る
る
時
、
無
へ
の
随
入
が
あ
る
。
従
っ
て
無
と
は
執
着
の
無
な
る
こ

と
で
あ
る
が
故
に
、
世
界
虚
無
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
世
界
が
虚
無

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
転
迷
も
開
悟
も
無
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

有
が
否
定
さ
れ
て
空
な
り
と
云
わ
る
る
こ
と
は
、
執
着
が
無
と
な



「序論「もえあがれ法蔵魂」」藤原 猶真 

13 

 

る
が
故
に
、
有
が
空
性
と
し
て
存
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

従
っ
て
か
か
る
空
の
立
場
に
於
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
は
其
の
ま

ま
の
姿
を
以
て
顕
わ
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
執
着
が
断
た
れ

て
、
本
然
の
姿
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
「
如
」
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
が
、
「
如
性
」
と
も
、
「
真
実
」
と
も
称
せ
ら

れ
、
空
無
に
せ
ら
れ
た
る
有
の
真
実
の
姿
で
あ
る
か
ら
、
「
空
性
」

と
も
称
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
空
性
と
は
、
空
な
る
こ
と
の
謂
で
あ

る
。
有
の
空
な
る
こ
と
、
有
の
否
定
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
真
実
が
開
顕
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
法
の
真

実
な
る
姿
、
「
法
性
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
。
空
性
即
法
性
に
於
い

て
、
却
っ
て
法
の
本
然
の
姿
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
が
否
定
の
有

す
る
意
味
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。 

（
長
尾
雅
人
『
中
観
と
唯
識
』
「
空
義
よ
り
三
性
説
へ
」
） 

さ
て
、
龍
樹
の
空
は
否
定
即
肯
定
、
破
邪
即
顕
正
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
は
否
定
に
よ
っ
て
肯
定
面
の
存
在
を
指
示
し
た
ん
で
す
ね
。
し
か

し
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
否
定
よ
り
肯
定
へ
の
転
換
の
媒
介

と
な
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
従
っ
て
、
肯
定
面
に
即
し
て
の
論
理
的
展
開

も
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、 

勝
義
諦
真
如
が
不
可
言
説
で
あ
り
不
可
思
議
で
あ
る
こ
と
は
、

龍
樹
の
先
に
も
後
に
も
同
様
で
は
あ
る
が
、
空
性
の
全
現
の
為
に

は
、
寧
ろ
否
定
せ
ら
る
べ
き
媒
介
が
必
要
と
な
る
。
龍
樹
に
於
い
て

は
一
般
に
自
性
の
否
定
の
み
が
考
え
ら
れ
、
媒
介
と
し
て
の
否
定

の
場
所
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
無
媒
介

な
る
「
さ
と
り
」
の
直
接
的
な
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
空
性
は
五

蘊
の
滅
無
し
た
い
わ
ゆ
る
灰
身
滅
智
の
涅
槃
で
あ
る
も
の
で
も
な

い
。
そ
こ
に
は
法
性
と
し
て
の
空
性
は
成
立
し
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同
） 

こ
こ
か
ら
で
す
ね
、
龍
樹
の
中
観
か
ら
唯
識
思
想
へ
と
い
う
展
開
が

実
は
あ
る
わ
け
で
す
。
龍
樹
の
中
観
思
想
と
、
天
親
で
代
表
さ
れ
る
唯
識

思
想
は
別
物
で
は
な
く
て
、
実
は
龍
樹
の
大
乗
空
教
を
そ
の
ま
ま
受
け

継
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
龍
樹
を
補
う
も
の
と
し
て
の
理
論
的
反
省
の
深

ま
り
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
真
髄
と
し
て
の
菩
薩
道
の
確
立
で
あ
っ
た

と
い
う
ふ
う
に
説
い
て
あ
り
ま
す
。 

 

〈
七
〉 

続
け
て
で
す
ね
、
今
度
は
唯
識
の
ほ
う
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち

ょ
っ
と
一
言
入
れ
ま
す
と
、
い
ま
申
し
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
二

河
白
道
の
喩
と
い
う
も
の
に
あ
る
意
味
合
い
を
尋
ね
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
龍
樹
的
に
、
勝
義
と
世
俗
と
の
隔
絶
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
、
い
わ

ば
絶
対
他
力
の
大
道
と
い
う
も
の
が
な
ぜ
歩
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

対
し
て
、
天
親
で
代
表
さ
れ
る
唯
識
思
想
は
、
転
換
の
媒
介
を
見
出
し
て

い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
文
章
を
読
ん

で
ま
た
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
ら
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
三
性
説
と
い

う
の
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。 

三
性
説
に
於
い
て
依
他
起
性
の
考
え
ら
る
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
遍
計
執
が
捨
離
せ
ら
れ
て
円
成
実
の

顕
現
す
る
こ
と
は
、
依
他
起
性
に
於
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
依
他
起
性
は
円
成
実
性
と
非
一
非
異
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
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た
、
三
性
は
非
一
非
異
で
あ
る
。
か
く
し
て
依
他
起
は
遍
計
と
円
成

と
の
媒
介
者
乃
至
そ
の
統
一
者
の
位
置
に
立
つ
。
も
と
唯
識
教
学

が
最
初
に
そ
の
反
省
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
虚
妄

な
る
も
の
、
即
ち
そ
れ
は
分
別
で
あ
り
識
で
あ
っ
た
。
識
と
は
そ
の

体
を
分
か
て
ば
八
種
と
は
な
る
が
、
総
じ
て
は
阿
頼
耶
と
称
せ
ら

れ
、
常
に
能
取
と
所
取
、
即
ち
主
観
と
客
観
と
を
区
別
す
る
こ
と
で

あ
る
。
か
つ
か
か
る
虚
妄
な
る
も
の
を
、
識
・
阿
頼
耶
識
と
考
う
る

こ
と
に
依
っ
て
、
輪
廻
と
還
滅
と
が
説
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
な
く
ば
迷
も
悟
も
無
な
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
識
は
か
く
し

て
迷
悟
、
染
浄
の
所
依
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
阿
頼
耶
識

が
常
に
所
依
と
し
て
考
え
ら
る
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
虚

妄
分
別
な
る
識
性
が
依
他
起
性
な
る
こ
と
を
思
い
合
わ
す
時
、
依

他
の
上
述
の
如
き
遍
計
・
円
成
と
の
関
係
は
更
に
明
瞭
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
実
に
依
他
起
は
、
阿
頼
耶
識
が
雑
染
と
清
浄
と
の
依
止
な

る
如
く
に
、
遍
計
と
円
成
と
の
所
依
と
な
り
媒
介
と
な
り
、
そ
の
統

合
者
た
る
の
位
置
を
占
む
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
真
に
か
か

る
依
他
起
の
発
見
、
ま
た
そ
れ
が
阿
頼
耶
識
と
し
て
説
明
さ
る
る

所
に
、
唯
識
論
者
の
真
面
目
は
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
同
） 

 

唯
識
の
世
界
観
は
、
円
成
実
性
、
依
他
起
性
、
遍
計
所
執
性
と
い

う
三
つ
の
部
分
が
集
ま
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
世
界
は
、
迷

え
る
者
に
と
っ
て
も
、
悟
れ
る
者
に
と
っ
て
も
、
た
だ
一
つ
の
現
実

的
世
界
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
。
そ
の
唯
一
の
世
界
が
、
迷
え
る
者

に
は
「
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
性
）
と
な
り
、
世
界
は
迷
界

の
一
色
と
な
る
。
世
界
の
隅
々
ま
で
が
迷
（
ま
よ
い
）
、
邪
（
よ
こ

し
ま
）
、
誤
（
あ
や
ま
り
）
に
満
ち
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
迷
い
の

世
界
が
転
依
（
転
換
）
さ
れ
て
「
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
（
円
成

実
性
）
」
と
な
る
時
、
同
じ
世
界
が
悟
り
の
世
界
と
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
妄
想
さ
れ
た
も
の
と
別
の
世
界
で
は
な
い
。 

し
か
し
、
何
が
世
界
を
転
換
さ
せ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
他
に
よ
る

も
の
（
依
他
起
性
）
」
自
身
が
転
換
す
る
か
ら
で
あ
る
。
縁
起
的
で

あ
る
世
界
が
、
一
方
で
は
転
換
し
て
凡
夫
の
前
に
は
妄
想
さ
れ
た

迷
界
と
し
て
現
わ
れ
、
他
方
で
は
同
じ
世
界
が
聖
者
に
と
っ
て
は

完
全
に
成
就
さ
れ
た
悟
り
の
風
光
を
展
開
す
る
。
同
一
の
依
他
起

的
な
世
界
が
、
あ
る
観
点
で
は
迷
界
と
も
な
り
、
あ
る
観
点
で
は
悟

界
と
し
て
見
ら
れ
る
、
と
の
意
味
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
他
に
よ
る
実
存
は
、
転
換
の
行
わ
れ
る
基
底

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
迷
か
ら
悟
へ
の
媒
介
体
、
世
俗
か
ら
勝
義

へ
の
媒
介
体
と
な
る
も
の
で
あ
る
。 

（
小
林
光
麿
『
救
済
と
自
証
』
よ
り
） 

こ
の
よ
う
に
唯
識
で
は
考
え
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。 

も
う
一
回
自
分
な
り
に
ま
と
め
て
み
ま
す
が
、
も
う
一
文
読
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
、
こ
の
唯
識
に
よ
っ
て
菩
薩
道
の
精

神
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
で
は
っ
き
り
し
て
い
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
捉

え
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。 

菩
薩
道
の
精
神
と
は
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
中
略
）
い
わ
ゆ
る
生
死
即
涅
槃
に
由
来
す
る
不
住
涅
槃
と
い
う

思
想
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
蓋
し
不
住
涅
槃
は
あ
ら
ゆ
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る
菩
薩
道
修
習
の
究
極
的
目
的
た
る
も
の
で
あ
り
、「
菩
薩
は
離
繋

の
為
に
非
ず
、
離
繋
せ
ざ
る
為
に
も
あ
ら
ず
、
た
だ
、
不
住
涅
槃
の

為
に
修
習
す
」
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
、
逆
に
、
か

か
る
不
住
涅
槃
と
い
う
事
実
よ
り
し
て
、
ま
ず
菩
薩
の
大
願
は
生

れ
、
菩
薩
の
大
行
は
生
ず
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

然
る
に
こ
の
菩
薩
の
不
住
涅
槃
な
る
思
想
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く

三
性
説
、
殊
に
そ
の
依
他
起
性
よ
り
進
展
す
べ
き
性
質
の
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
不
住
涅
槃
と
は
涅
槃
に
も
住
せ
ず
生
死
に
住

せ
ざ
る
の
義
で
、
大
悲
の
故
に
生
死
を
捨
せ
ず
、
大
智
の
故
に
生
死

に
住
せ
ざ
る
こ
と
、
不
住
涅
槃
の
謂
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
然
る
に
か
か

る
不
住
涅
槃
の
あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
は
、
ま
さ
し
く
依
他
起
性

の
世
界
の
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
。
不
住
涅
槃
の
根
底
に
横
た
わ

る
も
の
は
、
生
死
即
涅
槃
の
事
実
で
あ
る
。
而
し
て
遍
計
は
生
死
の

世
界
で
あ
り
、
円
成
が
涅
槃
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
統
一
者
と
し
て

の
依
他
起
性
の
世
界
な
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
お
の

ず
か
ら
こ
れ
が
不
住
涅
槃
の
理
論
的
根
拠
た
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ

る
を
得
な
い
。
遍
計
た
る
と
共
に
円
成
な
る
が
如
き
性
格
の
依
他

に
於
い
て
、
し
か
も
三
性
の
非
一
非
異
が
考
え
ら
る
る
時
、
初
め

て
、
生
死
に
も
住
せ
ず
、
涅
槃
に
も
住
せ
ざ
る
菩
薩
行
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る
。
若
し
こ
の
こ
と
が
な
く
、
単
に
遍
計
と
円
成
と
の
み
で

あ
っ
て
、
し
か
も
隔
然
相
離
れ
相
距
た
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

こ
か
ら
は
、
生
死
の
苦
を
逃
れ
て
解
脱
の
涅
槃
に
入
ら
ん
と
の
思

想
以
外
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
小
乗
の
行
を
捨
て
て

菩
薩
行
の
興
起
し
た
こ
と
は
、
正
に
三
性
説
的
根
拠
に
依
る
も
の

と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
依
他
起
性
が
後
得
清
浄
世
間
智
の

境
な
る
こ
と
よ
り
考
え
合
わ
せ
て
も
、
そ
れ
が
か
か
る
菩
薩
の
大

用
の
産
ま
れ
出
づ
る
依
拠
た
る
を
知
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 

（
同
） 

そ
れ
で
自
分
な
り
に
ま
と
め
て
み
ま
す
が
、
龍
樹
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
よ
う
に
勝
義
と
世
俗
の
世
界
は
隔
絶
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど

も
、
勝
義
す
な
わ
ち
縁
起
の
無
が
世
俗
の
有
に
い
か
よ
う
に
つ
な
が
る

の
か
。
空
性
が
無
媒
介
的
に
「
直
入
」
す
れ
ば
、
そ
れ
は
直
観
に
よ
る
も

の
で
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
普
遍
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
希
有
な
宗
教
的
直
観
を
持
つ
者
に
お
い
て

の
み
、
感
得
し
う
る
境
涯
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
勝
義
と
世
俗
を
つ
な
ぐ
も

の
が
ら
、
媒
介
と
な
る
も
の
が
唯
識
義
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
三
性
説
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

補
足
と
い
た
し
ま
し
て
、
唯
識
、
唯
識
と
そ
の
説
明
も
な
く
話
し
て
い

ま
す
が
、
辞
書
的
に
説
明
し
ま
す
と
、
唯
識
思
想
と
い
う
の
は
、
こ
の
世

界
の
す
べ
て
、
外
界
存
在
、
感
覚
器
官
を
含
む
身
体
、
自
我
意
識
種
々
の

日
常
的
認
識
は
、
「
阿
頼
耶
識
」
と
呼
ば
れ
る
根
源
的
識
か
ら
生
成
す
る

と
さ
れ
ま
す
。
ア
ー
ラ
ヤ
と
は
元
来
、
「
倉
庫
」
「
蔵
」
を
意
味
す
る
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
り
ま
す
。 

瑜
伽
師
と
呼
ば
れ
る
、
ヨ
ー
ガ
を
主
た
る
修
行
手
段
と
み
な
す
人
々

の
瞑
想
経
験
が
一
つ
の
下
地
と
な
っ
て
世
界
の
す
べ
て
は
心
的
表
象
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
こ
ん
な
よ
う
に
捉
え
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、

物
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
な
い
ん
で
す
ね
。
識
に
お

い
て
そ
れ
は
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い
く
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。 
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〈
八
〉 

こ
の
よ
う
に
で
す
ね
、
龍
樹
大
士
の
教
義
と
天
親
菩
薩
の
教
義
と
い

う
も
の
を
で
す
ね
、
こ
の
二
河
譬
の
「
郡
賊
悪
獣
」
を
龍
樹
に
よ
る
中
観

の
思
想
に
基
づ
い
て
捉
え
て
み
て
、
「
水
火
二
河
」
を
天
親
の
唯
識
思
想

に
基
づ
い
て
試
論
的
に
配
当
し
て
考
え
て
み
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

繰
り
返
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
別
物
で
は
な
い
ん
で
す
。
ど
ち
ら
も
等
し

く
世
俗
の
課
題
を
背
負
っ
て
の
求
道
で
あ
り
ま
し
た
。
五
濁
悪
世
の
現

実
を
背
負
っ
て
仏
道
が
歩
ま
れ
た
の
で
す
。
龍
樹
に
お
い
て
は
「
流
転
輪

回
の
わ
れ
ら
」
の
問
題
で
あ
り
、
天
親
に
お
い
て
は
「
煩
悩
成
就
の
わ
れ

ら
」
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
自
己
否
定
道
で
す
ね
、
否
定
し
て

い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
龍
樹
は
、
こ
の

「
流
転
輪
回
の
わ
れ
ら
」
の
課
題
を
担
っ
て
易
行
道
を
創
出
し
て
現
生

不
退
の
心
境
を
開
き
、
天
親
は
「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」
に
願
心
を
創
出

し
て
彼
土
不
退
の
菩
薩
道
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
の
『
和
讃
』
を
い
た
だ
く
と
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
っ
き

り
し
た
道
筋
が
与
え
ら
れ
ま
す
。 

本
師
龍
樹
菩
薩
は 

智
度
十
住
毘
婆
沙
等 

 

つ
く
り
て
お
お
く
西
を
ほ
め 

す
す
め
て
念
仏
せ
し
め
た
り 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
589
頁
） 

そ
し
て
天
親
に
つ
い
て
は 

天
親
論
主
は
一
心
に 

無
碍
光
に
帰
命
す 

本
願
力
に
乗
ず
れ
ば 

報
土
に
い
た
る
と
の
べ
た
ま
う 

（
『
真
宗
聖
典
』
第
二
版
591
頁
） 

こ
の
後
、
龍
樹
大
士
の
教
義
と
天
親
菩
薩
の
教
義
に
つ
い
て
二
文
、
読

ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
最
後
に
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
曽
我

量
深
先
生
の
『
七
祖
教
系
論
』「
龍
樹
大
士
の
教
義
」
か
ら
と
り
ま
し
た
。 

龍
樹
は
当
代
の
学
者
の
辺
見
を
摧
破
し
、
仏
智
不
思
議
の
信
心

を
以
て
智
慧
の
終
局
と
す
る
と
共
に
、
智
を
極
め
て
愚
に
反
り
、
深

く
時
代
凡
俗
の
信
念
を
肯
定
し
給
ひ
た
。
蓋
し
称
名
易
行
は
龍
樹

時
代
の
社
会
の
裡
面
に
伏
在
せ
る
大
潮
流
で
あ
っ
た
。「
易
行
品
」

に
列
挙
し
て
あ
る
仏
菩
薩
の
多
数
な
る
を
見
て
、
云
何
に
易
行
道

の
淵
源
の
遠
く
人
心
に
深
く
根
底
を
有
す
る
も
の
な
る
か
を
窺
ふ

を
得
る
で
あ
ろ
う
。 

彼
は
智
者
の
難
行
不
退
が
正
し
く
仏
の
智
慧
を
証
見
し
、
凡
人

の
易
行
不
退
が
正
し
く
仏
の
大
慈
悲
を
憶
念
す
る
の
異
は
有
れ
ど

も
、
仏
の
無
量
力
功
徳
を
念
ず
る
こ
と
に
於
い
て
、
全
く
同
一
の
価

値
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
易
行
の
上
に
現
生
不
退

の
価
値
を
認
め
た
こ
と
は
、
時
代
の
先
覚
者
と
し
て
は
誠
に
破
天

荒
の
創
見
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
乃
至 

現
生
不
退
と
は
他
力
救

済
の
現
在
の
証
誠
で
あ
る
。 

（
『
曽
我
量
深
選
集
』
第
一
巻 

『
七
祖
教
系
論
』
「
一 

龍
樹
大
士
の
教
義
」
） 

次
に
天
親
で
す
が 

『
浄
土
論
』
の
偈
文
は
論
主
の
我
一
心
の
表
白
で
あ
る
。
我
等
は

先
づ
一
の
人
間
の
衷
心
の
声
と
し
て
之
を
読
む
を
要
す
る
、
若
し

漠
然
と
し
て
こ
の
偈
文
を
読
誦
す
れ
ば
、
我
等
は
唯
浄
土
の
荘
厳

を
讃
仰
す
る
光
明
の
文
字
に
接
す
る
で
あ
ろ
う
。
而
も
我
等
は
こ

の
偈
頌
を
精
読
す
る
こ
と
に
依
り
て
、
深
き
論
主
の
衷
心
の
悲
痛
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の
光
景
に
想
ひ
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
等
は
願
生
安
楽
国
の
文
字

に
依
り
て
、
深
く
厭
離
す
べ
き
苦
悩
の
穢
土
と
し
て
現
実
の
人
生

を
観
照
し
つ
つ
あ
る
論
主
の
相
を
想
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
観
察

す
る
時
、
我
等
は
こ
の
偈
文
を
以
て
、
二
河
白
道
の
前
に
立
っ
て
死

を
決
せ
る
心
霊
上
の
旅
人
の
表
白
と
な
さ
ざ
る
を
得
ぬ
。
果
然
、
偈

文
の
劈
頭
な
る
世
尊
の
文
字
は
東
岸
上
の
人
で
は
な
い
か
。
尽
十

方
無
碍
光
如
来
の
文
字
は
西
岸
上
の
人
で
は
な
い
か
。
安
楽
国
の

文
字
は
西
岸
の
故
郷
で
は
な
い
か
。
帰
命
の
文
字
は
是
れ
中
間
の

白
道
で
は
な
い
か
。
而
し
て
自
己
の
心
中
を
客
観
化
す
れ
ば
貪
瞋

の
二
河
と
な
る
が
故
に
、
我
の
一
字
は
貪
瞋
の
二
河
を
顕
す
も
の

で
は
な
い
か
。
即
ち
我
は
一
歩
を
東
岸
の
上
に
一
歩
を
白
道
の
上

に
置
く
行
者
で
あ
る
。
東
岸
上
の
一
歩
は
厭
離
穢
土
を
表
し
、
白
道

上
の
一
歩
は
欣
求
浄
土
を
表
す
。
か
く
し
て
二
河
白
道
の
相
は
、
宛

然
と
し
て
初
の
四
句
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

（
『
同
』
「
二 

天
親
菩
薩
の
教
義
」
） 

二
河
白
道
の
喩
の
起
源
が
で
す
ね
、
天
親
の
こ
の
『
願
生
偈
』
の
帰
敬

序
「
世
尊
我
一
心 

帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」
と
い

う
そ
の
四
句
に
見
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
岸
、
西
岸
、
水
火
二
河
が
隔
絶

し
た
光
景
。
そ
し
て
二
河
の
淵
に
こ
の
白
道
を
前
に
し
て
立
つ
行
者
の

姿
、
こ
れ
が
天
親
の
姿
だ
と
い
う
ふ
う
に
読
み
取
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

も
う
一
文
、
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

唯
識
大
乗
の
大
成
者
た
る
天
親
菩
薩
は
ど
こ
ま
で
も
願
心
を
中

心
を
し
て
一
切
果
海
の
万
徳
を
以
て
因
心
に
摂
帰
せ
し
め
ら
る
る

に
在
る
こ
と
は
、
今
や
疑
は
れ
な
い
。
往
還
の
大
悲
の
回
向
を
説
く

こ
と
は
果
海
中
心
の
曇
鸞
の
努
力
を
感
銘
す
る
の
で
あ
る
が
、
深

痛
な
る
願
心
の
中
に
如
来
の
本
願
力
を
見
出
す
こ
と
は
一
に
天
親

の
唯
識
思
想
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
天
親
は
深
く
現
実

を
凝
視
し
た
。
私
は
今
彼
の
『
浄
土
論
』
を
憶
念
し
て
、
願
心
荘
厳

の
一
句
を
幾
度
も
思
念
し
、
徹
頭
徹
尾
唯
一
願
心
に
全
身
を
集
注

し
た
る
彼
を
想
ふ
て
、
今
や
彼
の
叫
び
を
新
に
聞
く
の
で
あ
る
。
限

り
な
く
そ
の
本
願
力
を
展
開
し
て
も
つ
い
に
一
願
心
を
出
で
な
い

て
ふ
叫
び
の
云
何
に
悲
痛
に
し
て
、
森
厳
に
し
て
、
寂
静
に
し
て
、

愛
執
深
き
こ
と
よ
。
彼
こ
そ
は
菩
薩
道
の
第
一
者
で
あ
る
。
誠
に
さ

さ
や
か
な
る
貧
者
の
一
燈
と
も
い
ふ
べ
き
一
つ
の
願
往
生
心
よ
、

し
か
し
こ
れ
は
「
如
来
が
西
岸
上
に
立
っ
て
諸
有
の
衆
生
を
招
喚

し
た
ま
ふ
勅
命
」
で
あ
る
。
自
己
の
救
済
の
本
願
の
船
も
、
自
証
の

仏
智
も
一
に
茲
に
か
か
っ
て
居
る
。
流
転
も
還
滅
も
茲
に
端
を
有

し
、
人
生
の
思
惟
も
行
為
も
中
心
は
此
一
点
に
あ
る
。
天
親
は
『
唯

識
』
に
於
て
阿
頼
耶
と
い
う
た
。
彼
の
阿
頼
耶
は
『
大
経
』
の
法
蔵

菩
薩
を
背
景
と
し
て
居
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
。
特
に
『
浄
土
論
』
願
生
偈
の
帰
命
願
生
の
一
心
か
ら
如
来
と
浄

土
と
を
開
出
し
た
こ
と
は
、
開
け
ど
も
開
け
ど
も
遂
に
帰
命
の
一

心
を
出
で
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
居
る
。
か
か
る
深
淵
な
る
生
活

の
背
景
を
有
す
る
天
親
論
主
に
し
て
、
初
め
て
「
三
種
の
成
就
は
願

心
の
荘
厳
な
り
」
と
、
果
徳
に
よ
る
因
心
の
浄
化
を
表
明
せ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。 

（
『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻
「
願
心
の
自
己
荘
厳
」
） 
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〈
九
〉 

そ
れ
で
で
す
ね
、
最
後
に
で
す
が
、
少
し
話
の
趣
は
変
わ
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
宗
教
が
教
え
る
も
の
と
は
、
宗
教
教
育
と
は
い
っ
た
い
何
で
し

ょ
う
か
。
寛
容
と
慈
愛
で
し
ょ
う
か
。
中
東
に
お
け
る
戦
争
は
宗
教
が
寛

容
と
慈
愛
を
教
え
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
は
宗
教
戦

争
は
起
こ
ら
な
い
か
ら
と
、
で
は
、
い
ま
か
ら
仏
教
が
寛
容
と
慈
愛
を
彼

の
地
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
恐
ら
く
相
手
に
す
ら

さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
宗
教
教
育
と
は
忍
耐
と
自
制
心
を
教
え

育
む
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
忍
耐
と
自
制
心
な
く
し
て
寛
容
と

慈
愛
は
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

た
ま
に
小
学
生
低
学
年
く
ら
い
の
お
子
さ
ん
を
持
っ
た
若
い
方
が
で

す
ね
、
お
寺
で
修
行
と
か
っ
て
な
い
で
す
か
、
と
尋
ね
ら
れ
ま
す
。
何
を

求
め
て
お
ら
れ
る
の
か
な
と
考
え
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か

な
と
思
う
ん
で
す
ね
。
忍
耐
と
自
制
心
。 

ま
た
、
冒
頭
申
し
ま
し
た
尾
北
講
習
会
第
一
〇
〇
回
記
念
事
業
の
帰

敬
式
を
受
け
た
方
が
で
す
ね
、
慶
讃
法
要
に
も
参
詣
を
初
め
て
な
さ
っ

て
、
あ
れ
だ
け
の
こ
と
は
忍
耐
と
自
制
心
が
な
か
っ
た
ら
で
き
な
い
こ

と
だ
と
い
う
ふ
う
に
感
服
し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞

い
て
私
も
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
の
で
す
が
、
む
し
ろ
宗
教
教
育
と
は

忍
耐
と
自
制
心
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
清
沢
満
之
の
「
自
己
と

は
何
ぞ
や 

こ
れ
人
生
の
根
本
問
題
也
」
と
い
わ
れ
て
く
る
自
我
の
問

題
と
し
て
集
約
さ
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
自
我

の
問
題
。
つ
ま
り
懴
悔
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
ら
を
否
定
し
て
い

く
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。 

六
波
羅
蜜
で
言
え
ば
、
忍
辱
精
進
で
し
ょ
う
か
。
「
仮
令
身
止 

諸
苦

毒
中 

我
行
精
進 

忍
終
不
悔
（
仮
令
い
身
を
諸
の
苦
毒
の
中
に
止
る

と
も
、
我
が
行
、
精
進
に
し
て
、
忍
び
て
終
に
悔
い
じ
。
）
」
（
『
真
宗

聖
典
』
第
二
版
14
頁
）
と
い
う
、
こ
の
法
蔵
の
精
神
の
上
に
「
為
衆
開

法
蔵
（
衆
の
為
に
法
蔵
を
開
く
）
」
（
同
27
頁
）
と
い
う
こ
と
が
あ
る

わ
け
で
す
。 

世
界
的
に
宗
教
が
世
俗
化
し
て
い
く
中
で
、
私
た
ち
は
こ
の
現
代
事

情
の
中
で
何
を
取
り
戻
す
べ
き
な
の
か
。
つ
ま
り
、
世
俗
を
自
覚
し
如
何

に
勝
義
の
感
覚
を
取
り
戻
す
か
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
ね
。 

能
登
半
島
地
震
に
よ
っ
て
多
く
の
住
民
が
被
災
し
ま
し
た
。
さ
ら
に

豪
雨
災
害
が
追
い
打
ち
を
か
け
、
誠
に
悲
惨
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い

現
実
が
あ
り
ま
す
。
私
は
ま
だ
テ
レ
ビ
で
、
ま
た
は
人
づ
て
の
話
で
し
か

被
災
さ
れ
た
方
た
ち
の
姿
に
接
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
被
災
さ
れ
た

方
た
ち
の
姿
に
忍
耐
と
自
制
心
を
み
ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
能
登
の

復
興
と
は
、
世
俗
の
世
界
に
勝
義
の
世
界
を
恢
復
、
創
造
す
る
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
天
親
の
一
心
帰
命
の
姿
勢
と
い

う
も
の
が
際
立
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
願
心
の
荘
厳

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

そ
し
て
、
彼
の
大
地
に
何
を
生
み
出
す
か
。
そ
の
勝
義
の
世
界
と
は
何

か
。
こ
れ
が
ま
さ
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
法
句
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
能
登
の
大
地
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
法
句
を
出
だ
す
ん
で
す
。
ご
本

尊
を
見
出
し
て
い
く
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
今
、
真
宗
復
興
を
考
え

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
つ
目
指
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 



「序論「もえあがれ法蔵魂」」藤原 猶真 

19 

 

曽
我
先
生
が
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
法
蔵
魂
ぞ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ

の
心
で
す
ね
。
我
々
が
法
蔵
魂
に
生
き
る
こ
と
、
こ
う
い
う
帰
依
三
宝
を

恢
復
し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
で
す
ね
、
今
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
ら

れ
る
ん
で
な
い
か
。 

二
河
白
道
の
喩
を
よ
く
よ
く
い
た
だ
き
ま
す
と
、
仏
教
全
体
の
思
想

の
歩
み
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
願
生
浄
土
の
道
が
尋
ね
あ
て
ら
れ
て
き
た
。

親
鸞
に
よ
っ
て
見
い
出
さ
れ
て
き
た
仏
教
の
深
い
流
れ
が
、
二
河
白
道

か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
、
い
た
だ
か
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

で
は
時
間
も
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。 

   

【
質
疑
応
答
】 

 Ａ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
質
問
を
一
点
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。 

世
俗
と
勝
義
の
隔
絶
を
、
ち
ょ
っ
と
理
解
が
追
い
付
か
な
い
部
分
も

あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
「
媒
介
と
す
る
」
と
い
う
言
い
方
と
、
そ
れ
か

ら
そ
れ
が
一
つ
の
も
の
と
し
て
の
場
所
。
媒
介
と
場
所
と
二
つ
の
言
い

方
を
さ
れ
た
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
へ
ん
が
ち
ょ
っ
と
ど

う
い
う
違
い
が
あ
る
の
か
。
し
か
も
そ
れ
が
、
三
性
説
に
お
け
る
依
他
起

性
が
、
僕
は
場
所
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
理
解
は
で
き
る
ん
で
す
け
ど
、

媒
介
と
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と
理
解
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
。 

藤
原 イ

コ
ー
ル
で
す
。
媒
介
＝
場
所
で
す
。 

Ａ 

そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
当
て
は
め
る
よ
う
な
感
じ
で
す
け

ど
、
二
河
譬
で
東
岸
が
世
俗
、
西
岸
が
勝
義
と
い
っ
た
場
合
に
、
そ
の
隔

絶
を
あ
ら
わ
す
貪
瞋
二
河
、
も
し
く
は
白
道
と
い
う
の
は
そ
の
場
所
と

い
う
よ
う
な
感
覚
な
ん
で
す
か
。 

藤
原 恐

ら
く
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
東
岸
西
岸
と
い
う
ふ
う
に
分
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
し
か
し
別
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
分
け
な
け

れ
ば
我
々
は
こ
の
迷
い
の
世
界
を
自
覚
で
き
な
い
し
、
分
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
れ
を
超
え
る
世
界
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
。
し
か

し
、
そ
れ
が
別
世
界
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
い
か
に
言
い
得
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
依
他
起
性
と
い
う
も
の
が
聞
き
あ
て
ら
れ
て

い
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
つ
ま
り
場
所
で
す
よ
ね
。 

Ａ 

ち
ょ
っ
と
実
体
的
に
捉
え
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
ど
、
例
え
ば
そ
れ
は
二

河
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
貪
瞋
煩
悩
と
い
う
自
覚
で
も
あ
り
、
白
道
と

い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
歩
み
と
い
う
こ
と
が
そ
の
場
所
で
あ
り
媒
介
で

あ
る
と
い
う
捉
え
方
に
な
る
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
。 

藤
原 天

親
の
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
が
、
実
は
歩
み
と
い
う
形
で
し
か
そ

の
場
所
を
表
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
場
所
と

い
う
の
は
、
勝
義
と
世
俗
が
実
は
一
つ
の
世
界
と
い
う
中
で
見
出
さ
れ
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た
場
所
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
依
他
起
性
と
い
う
も
の
が
、
唯
識

思
想
の
中
で
世
界
は
迷
え
る
者
に
と
っ
て
は
遍
計
所
執
性
と
い
う
、
迷

い
の
世
界
と
な
り
、
悟
れ
る
者
に
と
っ
て
は
円
成
実
性
、
こ
の
世
が
悟
り

の
世
界
と
な
る
。
そ
の
二
つ
が
別
と
し
て
あ
る
ん
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は

依
他
起
性
と
い
う
も
の
が
媒
介
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る

ん
だ
と
。
も
う
一
つ
の
間
を
繫
ぐ
も
の
と
で
も
言
い
ま
す
か
。
つ
ま
り
、

妄
想
さ
れ
た
も
の
と
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
が
ど
こ
で
転
換
す
る
か

と
い
う
も
の
で
す
ね
。
こ
の
二
つ
が
何
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
に
媒
介
と
な
る
も
の
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ

を
依
他
起
性
と
い
う
ふ
う
に
、
つ
ま
り
縁
起
の
世
界
を
依
他
起
性
と
い

う
ふ
う
に
お
答
え
に
な
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

だ
か
ら
、
も
っ
と
先
へ
進
み
ま
す
と
、
変
な
言
い
方
で
す
が
、
法
蔵
菩

薩
が
依
他
起
性
だ
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い
く
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
「
如
来
、
我
と
な
る
」
と
い
う
形
で
、
如
来
が
法
蔵
菩
薩
と
な
っ

て
我
々
の
も
と
に
同
体
し
、
そ
し
て
我
々
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
。
こ
う
い

う
で
す
ね
、
媒
介
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
く
ん
だ
と
思
い

ま
す
。 

中
観
と
唯
識
を
出
し
て
二
河
譬
を
語
ろ
う
と
い
う
試
み
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
仏
教
が
何
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
て
き
た
か
と
い

う
こ
と
を
、
人
間
の
求
道
の
歩
み
を
、
も
う
一
回
丁
寧
に
見
直
し
て
、
そ

こ
に
も
う
一
回
、
我
々
勝
義
の
世
界
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
い
く
こ

と
が
こ
の
現
代
に
お
い
て
な
す
べ
き
こ
と
で
な
い
か
と
。 

何
と
言
い
ま
す
か
、
い
い
言
葉
が
出
て
き
ま
せ
ん
け
ど
も
、
戦
争
が
あ

っ
て
瓦
礫
の
山
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ひ
と
つ
打

ち
出
し
て
い
く
み
た
い
な
。
そ
う
い
う
も
の
が
今
こ
そ
、
能
登
も
そ
う
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
の
勝
義
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
し
か
人

間
の
救
わ
れ
て
い
く
道
は
無
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
れ
ぐ
ら
い
大
き

な
テ
ー
マ
を
実
は
ず
っ
と
釈
尊
か
ら
始
ま
っ
て
親
鸞
に
、
そ
し
て
我
々

に
至
る
ま
で
尋
ね
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

特
に
、
世
俗
化
と
い
う
こ
と
で
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
例
え
が
悪
か
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
悪
口
を
い
ろ
い
ろ
言
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
お
寺
自
体
も
世
俗
化
が
極
端
に
進
む
中
で
、
も
っ
と
何
か
ね
、
貧
し

く
っ
た
っ
て
も
我
々
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
ん
だ
と
、
こ
う
い
う

生
き
様
を
広
め
て
い
き
た
い
な
と
い
う
の
が
、
今
真
宗
の
復
興
を
考
え

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ご
ざ
い
ま
す
。 

失
礼
い
た
し
ま
し
た
。 

（
二
〇
二
四
年
十
月
十
九
日 

真
宗
佛
光
寺
派
本
山
佛
光
寺 

白
書
院
） 

 


