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さ
れ
ど
平
等
大
慧

（
京
都
府
実
成
院
住
職
）

中

村

智

亮

京
都
か
ら
参
り
ま
し
た
、
中
村
智
亮
と
申
し
ま
す
。
私
は
、
ち
ょ
う
ど
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
今
年
で
四
十
何
年
で
す
か
ら
、「
四
十
余

年
未
顕
真
実
」
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
ど
、
四
十
余
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
若
い
時
か
ら
、
現
代
布
教
の
石
川
泰
道
先
生
、
そ
れ
か

ら
布
教
院
の
守
屋
日
裕
先
生
、
こ
う
い
う
方
々
の
教
え
を
受
け
て
ま
い
り
ま
し
て
、
と
に
か
く
、「
涙
の
出
る
子
供
を
育
て
た
い
」
と
い

う
こ
と
と
、「
人
間
を
見
下
し
ち
ゃ
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
絶
え
ず
頭
に
置
い
て
、
今
ま
で
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
宗
門
の
、
教
育

課
の
お
手
伝
い
も
ず
い
ぶ
ん
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
ど
、
ふ
っ
と
思
っ
た
こ
と
が
、
三
十
年
四
十
年
信
仰
し
て
き
た
檀
信
徒
の
方
達

に
接
し
て
、
何
故
こ
ん
な
増
上
慢
に
な
る
ん
だ
ろ
う
か
、
信
仰
し
な
が
ら
何
故
家
族
に
尊
敬
さ
れ
な
い
の
か
、
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
人
達
の
姿
を
見
た
の
は
決
し
て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
殊
に
檀
研
道
に
も
十
三
年
携
わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
気
が
付
く
の
は
、
参
加
さ
れ
た
方
の
口
か
ら
出
る
の
は
、「
う
ち
の
お
上
人
、
う
ち
の
お
上
人
さ
ん
」
と
い
う
こ
と
を
檀
信
徒
同

士
で
話
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
肝
心
な
、
お
祖
師
様
大
聖
人
の
こ
と
を
「
日
蓮
」
と
呼
び
捨
て
す
る
檀
信
徒
。
私
は
、
乱
暴
な
言
い
方
を

す
れ
ば
、
法
華
経
の
信
仰
と
い
う
の
は
増
上
慢
の
養
成
を
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
、
そ
う
い
う
気
持
ち
で
お
り
ま
す
。
日
本

に
は
敬
老
の
日
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
年
寄
り
を
尊
敬
す
る
と
い
う
、
教
え
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
同
じ
よ
う
に
、
宗
門
で
も
、
お

祖
師
様
を
尊
敬
し
、
お
祖
師
様
の
御
為
に
、
何
か
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
人
間
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の

か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
一
体
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
、
資
料
の

、
中
外
日
報
の
で
す
ね
、
こ

れ
実
は
ち
ょ
っ
と
、
上
の
ほ
う
コ
ピ
ー
が
な
く
な
っ
て
日
付
が
定
か
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
伊
藤
総
長
の
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
、
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第
一
回
人
権
学
習
会
に
お
い
て
、
こ
の
中
外
日
報
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
疑
問
点

「
日
蓮
宗
と
い
う
一
宗
派
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
な

優
秀
な
方
（
日
蓮
聖
人
）
が
、
何
故
あ
の
よ
う
な
条
件
の
悪
い
横
川
定
光
院
に
住
ま
わ
れ
た
の
か
。」
こ
れ
は
私
共
か
ら
見
ま
す
と
、
何

故
横
川
定
光
院
が
条
件
の
悪
い
所
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
ん
で
す
、
京
都
に
住
ん
で
い
る
者
に
は
。
疑
問
点

「
当
時
日
蓮
聖
人
は
自
ら

の
身
に
ひ
し
ひ
し
と
、
差
別
を
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
ご
自
身
が
旃
陀
羅
が
子
と
称
さ
れ
て
民
衆
の
側
に
立
た
れ

た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。」
差
別
さ
れ
た
か
ら
旃
陀
羅
が
子
と
称
さ
れ
て
民
衆
の
側
に
立
た
れ
た
日
蓮
大
聖
人
と
い
う
の
は
、
一
体

ど
う
い
う
心
の
持
ち
主
な
ん
だ
ろ
う
か
、
疑
問
に
思
い
ま
す
。
更
に
、
疑
問
点

、「
今
後
の
課
題
と
し
て
、
教
義
・
経
典
な
ど
歴
史
文

献
の
今
日
的
再
検
討
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
も
宗
門
人
と
し
て
の
主
体
性
と
社
会
的
責
任
に
お
い
て
取
り
組
む
と
い
う
基
本
的
な
姿

勢
が
大
切
」
と
述
べ
、「
日
蓮
教
学
の
真
髄
が
平
等
思
想
・
異
体
同
心
で
あ
り
、
差
別
は
あ
り
得
な
い
と
結
ん
だ
」
と
い
う
の
が
こ
の
中

外
日
報
の
記
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
平
等
思
想
と
、
社
会
的
責
任
と
い
う
こ
と
を
記
憶
し
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ

の
、
地
図
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
こ
の
端
っ
こ
の
ほ
う
か
ら
、
京
都
は
こ
ち
ら
で
す
。
関
東
か
ら
お
見

え
に
な
り
ま
す
と
、
京
都
の
方
が
、
車
で
ず
ー
っ
と
京
都
の
市
内
か
ら
、
東
北
の
ほ
う
へ
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
行
き
ま
し
て
、

そ
し
て
、
更
に
北
白
川
か
ら
し
ば
ら
く
行
く
と
、
こ
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
の
入
り
口
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ず
ー
っ
と
こ
の
ド
ラ
イ
ブ

ウ
ェ
イ
を
上
が
っ
て
い
く
と
、「
横
川
は
ま
だ
で
す
か
、
ま
だ
で
す
か
」
っ
て
、「
い
や
、
ま
だ
ち
ょ
っ
と
時
間
か
か
り
ま
す
」「
ま
だ
で

す
か
、
へ
ぇ

、
ず
い
ぶ
ん
辺
鄙
な
と
こ
に
大
聖
人
は
お
ら
れ
た
の
で
す
ね
」
と
い
う
感
想
に
な
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
資
料

の
一

番
、
比
叡
山
は
、
京
都
市
左
京
区
と
滋
賀
県
に
跨
る
八
四
三
・
三
メ
ー
ト
ル
の
山
で
、
正
面
玄
関
は
滋
賀
県
の
大
津
市
坂
本
本
町
で
あ

る
。
横
川
は
清
澄
寺
の
中
興
の
祖
で
、
天
台
座
主
三
世
慈
覚
大
師
円
仁
が
厳
し
い
修
行
の
た
め
、
失
明
寸
前
と
な
り
、
一
人
、
こ
の
地
に

庵
を
結
ん
で
毎
日
法
華
経
を
書
写
し
て
健
康
を
回
復
し
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
つ
目
、
東
塔
・
西
塔
・
横
川
十
六
谷
の
谷
と

は
、
谷
底
の
意
味
で
は
な
く
寺
院
が
集
落
し
て
い
る
場
所
の
こ
と
。
十
八
世
座
主
慈
恵
大
師
良
源
（
元
三
大
師
・
比
叡
山
中
興
の
祖
・
円

仁
流
）
は
三
塔
中
横
川
の
全
盛
時
代
を
作
る
。
大
変
な
天
才
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
横
川
の
復
興
、
そ
し
て
、
そ
の
間
に
東
塔
が
焼
け
ま
し
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て
、
そ
こ
も
復
興
し
た
と
い
う
、
比
叡
山
中
興
の
祖
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
良
源
さ
ん
の
歌
で
、「
東
修
羅

西
は
都
に
近
け
れ
ば

横
川

の
奥
ぞ

住
み
よ
か
り
け
る
」。
東
修
羅
と
い
う
の
は
、
東
塔
と
い
う
の
は
、
と
に
か
く
名
誉
・
地
位
や
、
そ
う
い
う
こ
と
の
争
い
を
す

る
坊
さ
ん
達
の
た
ま
り
場
だ
と
、
西
は
都
に
近
け
れ
ば
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
都
は
京
都
で
す
。
西
は
都
に
近
い
か
ら
、
西
塔
の
坊
さ
ん
達

は
と
に
か
く
夜
な
夜
な
京
都
に
出
て
行
っ
て
、
ま
あ
そ
の
当
時
は
今
の
様
な
祇
園
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
と
に
か
く
飲
む
打
つ
買
う
と

い
っ
た
、
そ
う
い
う
粗
暴
な
坊
さ
ん
達
が
、
良
源
さ
ん
の
目
に
映
っ
て
い
た
。
自
分
が
住
ん
で
い
る
横
川
の
奥
こ
そ
、
行
を
す
る
に
も
学

問
を
す
る
に
も
最
も
適
当
な
場
所
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
、
西
は
都
に
近
け
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
正
し

く
、
安
楽
行
品
の
世
界
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
水
戸
黄
門
が
、
千
葉
県
の
本
宗
僧
侶
を
強
制
的
に
還
俗
さ
せ
、
坊
さ
ん
か
ら
財
布

を
取
り
上
げ
て
、
会
計
を
俗
人
に
さ
せ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
と
何
か
、
臭
い
が
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が

し
て
な
り
ま
せ
ん
。

、
坂
本
よ
り
三
・
五
キ
ロ
の
横
川
が
な
ぜ
条
件
の
悪
い
と
こ
ろ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
塔
に
も
三
・
五

キ
ロ
、
横
川
に
も
三
・
五
キ
ロ
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
、
あ
の
よ
う
な
条
件
の
悪
い
、
横
川
定
光
院
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
何
か
の
勘
違
い
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
京
都
に
住
ん
で
い
る
私
共
に
し
た
ら
、
こ
ん
な
こ
と
当
た
り
前
の
知
識
な

ん
で
す
が
、
ご
存
じ
の
な
い
方
は
、
結
局
、
京
都
の
坊
さ
ん
が
案
内
す
る
の
に
便
利
だ
と
思
っ
て
裏
参
道
か
ら
行
き
、
表
の
坂
本
か
ら
行

く
と
車
が
混
む
か
ら
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
で
京
都
か
ら
こ
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
を
使
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
日
蓮
宗
新
聞
の
論

説
で
す
が
、
こ
れ
も
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
資
料

「
日
蓮
聖
人
の
精
神
に
ふ
れ
よ
う

横
川
遊
学
七
五
〇
年
」。
こ
の
中
に
、「
伝
承

は
尊
重
す
べ
き
だ
が
、
こ
れ
が
真
実
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
日
蓮
聖
人
は
辺
境
の
東
国
の
民
の
子
よ
り
出
家
し
た
一
介
の

田
舎
僧
で
あ
っ
た
。
名
も
な
く
貧
し
い
、
田
舎
法
師
が
叡
山
僧
徒
と
交
遊
し
、
そ
の
前
で
講
義
を
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
願
望
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
叡
山
の
中
心
地
に
居
ら
れ
る
立
場
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
総
合
大
学
に
も
入
学
も
許
さ
れ
ず
、
門
閥
も
な
い
、
身
分
も
な

い
、
人
脈
も
な
く
、
教
え
て
く
れ
る
人
も
な
い
。
質
問
し
て
も
答
え
て
く
れ
な
い
。
そ
ん
な
理
不
尽
な
現
実
に
苦
渋
を
噛
み
し
め
、
対
峙

し
な
が
ら
人
知
れ
ず
経
文
を
読
み
、
仏
教
の
肝
要
は
何
か
を
研
究
し
て
い
く
、
孤
独
に
満
ち
た
姿
が
こ
こ
に
あ
る
」。
な
ん
で
こ
う
な
る
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ん
で
し
ょ
う
か
。
私
は
京
都
に
住
ん
で
て
、
横
川
に
も
毎
年
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
が
日
蓮
宗
新
聞
の
論
説

に
、
し
か
も
「
日
蓮
聖
人
の
青
春
に
ふ
れ
よ
う
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
書
か
れ
た
こ
の
文
章
の
中
に
、
読
ん
だ
檀
信
徒
の
心
に
浮
か
ん
で

く
る
日
蓮
聖
人
の
像
と
い
う
も
の
は
一
体
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
暗
い
。
孤
独
。
見
捨
て
ら
れ
た
。
い
じ
め
に
遭
っ
た
。
差
別
さ
れ

て
い
た
。
そ
ん
な
青
春
時
代
の
日
蓮
大
聖
人
が
、
ど
う
し
て
立
教
開
宗
で
き
る
の
か
と
、
些
か
不
満
で
あ
り
ま
す
。
資
料
の

番
は
、
ご

存
じ
の
方
も
当
然
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
日
蓮
聖
人
の
ア
ニ
メ
。
こ
の
ア
ニ
メ
の
前
に
、
お
祖
師
様
の
ご
妙
判
に
、「
明
星
の
如
く
な
る
大

宝
珠
を
給
い
て
右
の
袖
に
う
け
と
り
候
し
故
に
、
一
切
経
を
見
候
し
か
ば
八
宗
な
ら
び
に
一
切
経
の
勝
劣
ほ
ぼ
是
れ
を
知
り
ぬ
」
云
々
、

こ
の
「
右
の
袖
」
に
、
と
い
う
の
に
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ビ
デ
オ
を
見
ま
す
と
、
テ
ー
プ
を
回
し
て

ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
二
十
一
分
三
十
秒
の
辺
り
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
ア
ッ
プ
の
大
聖
人
の
顔
で
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
こ
う
い

う
ま
ん
丸
い
、
大
聖
人
の
顔
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
虚
空
像
菩
薩
が
差
し
出
し
た
知
恵
の
宝
珠
を
、
両
手
で
が
っ
と
掴
む
と
い

う
、
そ
う
い
う
テ
ー
プ
が
回
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
、
事
実
を
歪
曲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
っ
て
い
う
の
が
疑
問

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
二
十
五
分
か
ら
、
こ
れ
を
過
ぎ
た
頃
に
出
て
く
る
言
葉
が
、「
私
の
よ
う
な
旃
陀
羅
で
も
救
わ
れ
る
と
い

う
提
婆
達
多
品
」「
畜
生
の
者
で
も
」「
私
の
よ
う
な
旃
陀
羅
、
畜
生
の
者
で
も
救
わ
れ
る
と
い
う
経
文
が
ご
ざ
い
ま
し
た
」、
こ
う
い
う

言
葉
が
次
々
と
並
ぶ
ん
で
あ
り
ま
す
。
一
体
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
私
に
は
全
く
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。
更
に
加
え
て
、
資
料

法
華
七
喩
シ
リ
ー
ズ
の
、
譬
喩
品
三
車
火
宅
の
漫
画
を
見
ま
す
と
、
こ

れ
も
ま
た
び
っ
く
り
い
た
し
ま
し
た
。
大
白
牛
車
が
、
ベ
ン
ツ
に
な
っ
て
る
ん
で
す
。
ベ
ン
ツ
お
乗
り
に
な
っ
て
る
方
は
不
思
議
に
は
思

わ
な
い
ん
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
を
檀
信
徒
が
見
た
ら
、
法
華
経
の
信
仰
を
し
た
ら
ベ
ン
ツ
に
乗
れ
る
身
分
に
な
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
錯

覚
に
陥
り
や
す
い
、
そ
う
い
う
危
険
性
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
い
か
が
な
も
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま

す
と
、
我
が
宗
門
人
自
ら
が
排
他
的
・
差
別
的
言
辞
を
世
間
に
垂
れ
流
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
お
祖
師
様

で
は
、
私
共
法
華
経
を
信
仰
す
る
者
に
と
っ
て
、
尊
敬
の
で
き
る
お
祖
師
様
像
と
い
う
の
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
し
、
こ
の
よ
う
な
ひ
弱
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な
、
孤
独
な
大
聖
人
が
お
作
り
に
な
っ
た
宗
旨
は
一
体
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
二

番
へ
。
序
品
に
帰
る
べ
し
、
と
い
う
所
に
、
ま
い
り
ま
す
が
、
私
は
、
そ
う
い
う
も
や
も
や
と
し
た
気
持
ち
か
ら
、
ま
ず
序
品
第
一
か
ら

読
み
返
し
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
思
っ
た
の
は
、
久
保
博
士
の
ご
指
摘
と
、
そ
の
問
題
は
法
華
経
の
中
で
起
き
た
こ
と
だ
か
ら
、
法
華
経

の
中
で
解
決
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
序
品
か
ら
読
み
直
し
て
み
ま
し
た
。
ま
あ
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
序
品

は
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
分
け
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
集
会
、
現
瑞
、
弥
勒
と
大
衆
の
疑
念
、
文
殊
の
答
え
、
こ
の
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト

で
序
品
が
綴
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
三
番
の
、
法
華
経
二
個
の
大
事
が
序
品
に
伏
線
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
で
、
読
ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、
二
乗
作
仏
久
遠
実
成
、
差
別
観
で
い
え
ば
諸
法
実
相
の
義
と
い
う
の
が
、
考
え
る

の
所
に
ご
ざ
い
ま

す
し
、
無
常
感
で
い
え
ば
、
妙
光
と
求
名
が
今
の
文
殊
と
弥
勒
、
悠
久
の
過
去
と
永
遠
の
未
来
が
対
話
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
久
遠

実
成
へ
の
伏
線
で
は
な
か
ろ
う
か
と
こ
う
い
う
風
に
考
え
て
み
ま
し
た
。
四
番
、
そ
こ
で
い
っ
た
い
お
釈
迦
様
は
何
を
仰
ろ
う
と
し
た
ん

だ
ろ
う
か
。
一
口
に
言
う
と
、
安
穏
な
る
心
を
持
て
、
と
い
う
の
が
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
、「
安
穏
な
る
心
」
を

な
か
な
か
持
て
な
い
、
そ
れ
は
、「
諸
々
の
著
」
を
離
れ
て
い
な
い
か
ら
、
離
れ
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
離
れ
る
た
め
に
二
つ
の
修
行
方

法
と
し
て
、
出
さ
れ
た
の
が
苦
行
と
凡
行
で
あ
り
ま
す
。
苦
行
と
い
う
の
は
、
や
は
り
こ
の
一
番
、
二
乗
が
、
声
聞
が
求
め
た
こ
の
性
欲

と
戦
い
、
こ
れ
が
自
ら
の
修
行
、
自
行
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
凡
行
の
、
と
い
う
の
は
、
苦
行
が
煩
悩
か
ら
離
れ
よ

う
と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
、
い
や
い
や
人
間
の
生
き
方
の
中
に
は
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
正
し
い
も
の
も
あ
る
、
そ
れ
を
見
つ
め
よ

う
と
す
る
考
え
方
、
そ
う
い
う
考
え
方
も
必
要
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
う
修
行
が
凡
行
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
は
こ
の
凡
行
を
説
こ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
華
経
の
中
で
は
安
穏
な
る
心
が
繰
り
返
し
説
か
れ
る
も
、
そ
れ
を
脅
か
し
、
仏
道
修
行
の
妨
げ
に
な

る
の
が
「
諸
々
の
著
」
で
あ
っ
た
。
果
た
し
て
二
乗
は
「
諸
々
の
著
」
を
離
れ
阿
羅
漢
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
突
然
の
「
四
十
余
年
未
顕

真
実
」
と
の
爆
弾
発
言
。
一
体
何
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
譬
喩
品
の
、
舎
利
弗
が
後
に
述
懐
す
る
と
こ
ろ
の
言
葉
で
す
が
、「
初
め
仏
の

所
説
を
聞
い
て
、
心
中
大
い
に
驚
疑
し
き
。
将
に
魔
の
仏
と
な
っ
て
、
我
が
心
を
悩
乱
す
る
に
非
ず
や
」
と
述
懐
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
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五
番
「
初
め
」
と
は
何
な
の
か
と
い
う
の
が
次
の
頁
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、「
退
座
一
面
」
さ
れ
た
四
衆
の
前
に
は
当
然
声
聞
、
阿
羅
漢

達
も
千
二
百
人
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
、「
諸
々
の
菩
薩
の
た
め
」
に
と
、
限
定
し
て
釈
尊
が
法
を
説
か
れ
た
の
は
何
故
な
ん

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
三
昧
よ
り
、
釈
尊
が
、
霊
鷲
山
（
正
確
に
は
耆
闍
崛
山
）
に
、
現
実
の
、
現
場
に
心
も
戻
っ
て
き
た
時
、
方
便
品
で

突
然
「
従
三
昧
安
祥
而
起
」
し
て
、
今
度
は
諸
々
の
菩
薩
で
は
な
く
「
告
舎
利
弗
」
と
言
っ
た
の
は
、
何
の
意
味
な
の
か
。
考
え
る

、

「
な
ぜ
こ
の
法
は
示
す
べ
か
ら
ず
言
辞
の
相
寂
滅
せ
り
」
な
の
か
。
言
葉
で
は
、
と
て
も
言
い
表
せ
な
い
、
と
こ
う
仰
る
わ
け
で
す
。
考

え
る

、「
舎
利
弗
当
に
知
る
べ
し
、
仏
の
所
説
の
法
に
於
い
て
当
に
大
信
力
を
生
ず
べ
し
。
世
尊
は
法
久
し
う
し
て
後
、
要
ず
当
に
真

実
を
説
き
た
も
う
べ
し
」、
こ
こ
で
、「
大
信
力
」
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
い
る
の
は
何
故
な
の
か
。
考
え
る

、
何
故
舎
利
弗
曰
く
「
疑

惑
し
て
了
す
る
こ
と
能
わ
ず
」、
お
師
匠
さ
ん
の
仰
る
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
、
と
い
う
舎
利
弗
に
対
し
て
、
釈
尊
が
、

な
ん
で
三
止
三
請
な
の
か
、
舎
利
弗
の
心
は
泣
い
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

、「
止
み
な
ん
舎
利
弗
、
増
上
慢
の
比
丘
は
将
に
大

坑
に
堕
つ
べ
し
」、「
増
上
慢
の
比
丘
」
と
は
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
な
の
か
。
な
ぜ
四
十
余
年
教
化
し
て
き
た
釈
尊
の
眼
前
に
「
諸
の
増
上

慢
の
者
は
聞
い
て
必
ず
敬
信
せ
じ
」
と
い
う
人
々
が
い
る
の
か
。
考
え
る

、「
退
亦
佳
矣
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
田
村
先
生
が
、
法
華

経
講
義
の
中
で
、「
本
経
中
、
こ
の
強
意
の
「
矣
」
の
字
の
使
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
」、
な
ぜ
こ
の
「
矣
」
と
い
う

置
き
字
、
助
字
、
強
意
の
使
い
方
を
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
石
川
教
道
先
生
に
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
置
き
字
に

は
、
断
定
、
命
令
と
い
う
意
味
が
あ
る
ん
だ
、
と
こ
う
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、「
退
く
も
ま
た
良
し
」
と
い
う
優
し
い
お
釈

迦
様
で
は
な
く
し
て
、
釈
尊
の
心
の
内
は
、
地
獄
餓
鬼
畜
生
の
思
い
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
出
て
ゆ
け
、
こ
れ
が
退
亦
佳
矣
の
矣
、
こ
の

助
字
に
意
味
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
今
ま
で
私
達
が
読
ん
で
き
た
法
華
経
と
は
、
大

分
解
釈
が
違
っ
て
く
る
よ
う
な
気
に
な
っ
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
六
番
、
舎
利
弗
の
領
解
談
の
中
か
ら
、
考
え
る

舎
利
弗
曰
く
「
我

昔
仏
に
従
い
た
て
ま
つ
り
て
是
の
如
き
法
を
聞
き
、
諸
の
菩
薩
の
受
記
作
仏
を
見
し
か
ど
も
、
而
も
我
等
は
こ
の
事
に
預
ら
ず
」
舎
利
弗

を
始
め
と
す
る
阿
羅
漢
、
声
聞
の
人
達
の
目
の
前
で
、
次
々
と
お
釈
迦
様
が
菩
薩
の
方
々
に
、
受
記
を
与
え
た
、
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に



─ ─

見
て
い
た
け
れ
ど
も
、
心
の
内
は
ど
う
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
、
嬉
し
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
嬉
し
く
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
声
聞
の

人
達
、
舎
利
弗
は
彼
等
の
心
を
代
表
し
て
、「
我
等
は
こ
の
受
記
に
領
ら
ず
」
と
こ
う
、
領
解
の
中
で
喋
っ
て
い
る
。「
甚
だ
自
ら
如
来
の

無
量
の
知
見
を
失
え
る
こ
と
を
感
傷
し
き
。」
舎
利
弗
の
心
が
痛
ん
で
い
た
。「
世
尊
、
我
独
り
山
林
樹
下
に
処
し
て
」
心
を
痛
め
て
い
た

舎
利
弗
が
、
だ
か
ら
お
師
匠
さ
ん
、
実
は
私
は
、
独
り
山
林
の
中
で
拗
ね
て
い
ま
し
た
。
考
え
る

、「
我
等
方
便
随
宜
の
所
説
を
解
ら

ず
し
て
」、
つ
ま
り
私
達
は
現
実
の
生
活
の
中
で
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
と
、
こ
こ
で
猛
省
を
し
た
舎
利
弗

の
姿
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
考
え
る

、「
こ
れ
魔
の
仏
と
な
る
に
は
非
ず
。
我
疑
網
に
堕
す
る
が
故
に
、
こ
れ
魔
の
所
為

と
謂
え
り
」。
実
は
、
魔
と
は
お
師
匠
さ
ん
の
こ
と
じ
ゃ
な
く
し
て
、
私
自
身
の
こ
と
で
し
た
、
と
こ
こ
で
述
べ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
、
初
め
と
は
何
の
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
七
番
、
舎
利
弗
の
領
解
に
釈
尊
は
ど
の
よ
う
に
述
成
さ

れ
た
の
か
。「
舎
利
弗
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
吾
今
天
・
人
・
沙
門
・
婆
羅
門
等
の
大
衆
の
中
に
於
い
て
説
く
」。
先
ほ
ど
ま
で
は
、
止
舎
利

弗
、
と
言
っ
て
い
た
同
じ
釈
尊
が
、
こ
こ
で
一
変
し
て
、
大
衆
の
面
前
で
こ
れ
か
ら
お
前
の
こ
と
を
喋
る
ぞ
、
と
こ
う
仰
っ
て
る
ん
で
す

ね
。「
我
昔
曾
て
二
萬
億
の
仏
の
所
に
於
い
て
無
上
道
の
為
の
故
に
常
に
汝
を
教
化
す
。
汝
亦
長
夜
に
我
に
従
っ
て
受
学
し
き
。
我
方
便

を
以
て
汝
を
引
導
せ
し
が
故
に
、
我
が
法
の
中
に
生
ぜ
り
。
舎
利
弗
、
我
昔
汝
を
し
て
仏
道
を
志
願
せ
し
め
き
。
汝
今
悉
く
忘
れ
て
」、

こ
こ
が
や
は
り
お
師
匠
さ
ん
の
お
慈
悲
深
い
と
こ
ろ
だ
、
あ
れ
だ
け
本
当
に
厳
し
い
、
お
言
葉
を
発
し
て
い
た
お
釈
迦
様
が
、
お
前
は
、

忘
れ
て
い
た
ん
だ
、
こ
れ
が
私
共
で
し
た
ら
、
弟
子
を
叱
る
時
に
、
お
前
は
ア
ホ
や
、
馬
鹿
者
、
と
言
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
釈

尊
は
、
汝
今
悉
く
忘
れ
て
い
た
、
に
も
関
わ
ら
ず
「
自
ら
己
に
滅
度
を
得
た
り
と
謂
え
り
」。
こ
の
述
成
の
後
、
華
光
如
来
と
受
記
さ
れ

る
わ
け
で
す
が
、
あ
の
提
婆
品
の
中
に
例
の
愚
問
を
呈
し
た
同
一
人
物
、
と
い
う
こ
と
を
ご
記
憶
し
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
表
れ
る
舎
利
弗
と
、
提
婆
品
に
出
て
く
る
舎
利
弗
、
同
一
人
物
で
な
け
れ
ば
お
か
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
華
光
如
来
の
受
記
を

受
け
た
舎
利
弗
。
次
に
、
八
番
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
に
始
ま
っ
た
一
連
の
大
騒
動
は
、
一
体
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。
考
え
る

、

釈
尊
と
提
婆
達
多
と
の
教
団
運
営
上
の
論
争
の
結
果
、
提
婆
達
多
は
五
百
人
の
弟
子
を
率
い
て
退
団
し
て
い
っ
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
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ま
す
。

、
釈
尊
が
ご
入
滅
さ
れ
た
時
、「
あ
あ
、
こ
れ
で
煩
い
人
が
い
な
く
な
っ
た
」
と
発
言
し
た
仏
弟
子
の
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

、
長
者
窮
子
の
論
え
で
「
父
、
毎
に
子
を
念
う
。
子
と
離
別
し
て
五
十
余
年
、
而
も
未
だ
曾
て
人
に
向
か
っ
て
此
の
如
き
を
説
か

ず
、
子
息
あ
る
こ
と
な
し
」。
目
の
前
に
仏
弟
子
が
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
子
息
あ
る
こ
と
な
し
、
な
い
、
と
こ
う
説
か
れ
て
い
る
。
父

の
心
痛
を
誰
に
も
話
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
師
弟
関
係
の
崩
壊
、
師
弟
の
心
と
心
の
ベ
ル
ト
が
外

れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
信
頼
関
係
が
欠
落
、
師
弟
関
係
に
亀
裂
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

、
大
教
団

と
な
っ
た
仏
教
教
団
の
内
部
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か
。
安
楽
行
品
の
「
親
近
せ
ざ
れ
」「
親
厚
せ
ざ
れ
」
を
逆
さ
に
読
ん

で
み
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
例
え
ば
口
安
楽
行
の
「
経
典
の
過
を
説
か
ざ
れ
。
亦
諸
余
の
法
師
を
軽
慢
せ
ざ
れ
。
他
人
の
好
悪
長
短
を
説

か
ざ
れ
」
の
当
時
の
仏
教
教
団
の
中
に
、
現
実
に
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
教
団
出
入
り
の
業
者
か
ら
賄
賂
を

取
っ
た
り
、
沙
弥
法
師
を
性
的
は
け
口
に
し
た
り
、
等
、
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
現
代
の
宗
門
内
に
は
、
あ
る
の
か
な
い

の
か
。
知
っ
て
い
て
も
口
に
出
せ
な
い
事
柄
が
多
い
ん
で
し
ょ
う
か
、
少
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

、「
一
切
の
衆
生
に
於
い
て
平
等
に

法
を
説
け
」
は
、
久
方
ぶ
り
に
安
楽
行
品
に
出
て
く
る
「
平
等
」
な
ん
で
す
ね
、
こ
れ
が
。
そ
れ
は
、
方
便
品
の
「
大
乗
平
等
の
法
」、

薬
艸
諭
品
の
「
皆
平
等
に
し
て
彼
此
・
愛
憎
の
心
あ
る
こ
と
な
し
」
に
連
動
し
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
し
て
い
る
で
す
か
ね
、
迹
門

全
体
が
「
平
等
大
慧
一
乗
妙
法
」「
一
仏
乗
」「
人
間
を
軽
し
め
る
な
」「
人
間
を
見
下
す
な
」
で
テ
ー
マ
が
統
一
さ
れ
、
一
貫
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
四
十
余
年
間
、
釈
尊
の
教
え
を
受
け
て
き
た
仏
弟
子
達
は
、
教
え
を
口
に
し
な
が
ら
、
思
っ
て

い
る
こ
と
と
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
身
口
意
の
三
業
受
持
で
は
な
か
っ
た
事
。
平
等
に
法
を
説
い
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
迹
門
全
体
に
通
じ
て
い
る
テ
ー
マ
「
平
等
大
慧
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
と
で
も
、
上
下
で
も
な
く
、
勝
劣
で
も
な
く
、
勝
ち

組
・
負
け
組
で
も
な
く
、
差
別
す
る
こ
と
な
く
、
慈
悲
心
を
以
て
接
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
人
間
を
見
下
す
な
」
と
い

う
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
を
忘
却
し
な
い
た
め
に
、
再
度
示
さ
れ
た
の
が
、
常
不
軽
菩
薩
品
の
「
我
敢
え
て
汝
達
を
軽
し
め
ず
」
で
あ
っ
た

の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
九
番
、「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
と
は
、
釈
尊
の
再
教
育
の
意
思
表
示
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
仏
教
教
団
存
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亡
の
危
機
、
教
え
を
追
い
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
、
釈
尊
の
心
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
、
阿
羅
漢
、
仏
弟
子
達
。
お
題
目
を
唱
え
れ
ば
唱
え

る
ほ
ど
、
仏
祖
か
ら
遠
ざ
か
る
私
達
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
齢
七
十
余
の
老
体
に
鞭
打
ち
、
説
き
始
め
ら
れ
た
の
が
、

『
妙
法
蓮
華
経
』
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
随
自
意
で
し
た
。
十
番
、
さ
れ
ど
平
等
大
慧
。
自
分
を
知
る
と
い
う
こ
と

は
、
人
間
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
醜
く
、
汚
く
、
厭
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
。
命
は
地
球
よ
り
重
い
と
言
い
な
が
ら
他
人
が
殺
し
た
牛

や
豚
な
ど
の
肉
に
し
ゃ
ぶ
り
つ
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
心
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
人
間
と
い
う
も

の
は
美
し
く
奇
麗
な
も
の
、
優
し
い
も
の
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
「
十
界
互
具
」
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
自
分
の
因
縁
が
、
目

の
前
の
人
に
表
れ
て
く
る
、
こ
れ
が
互
具
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
互
具
と
は
平
等
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
や
は
り
私
達
は
、
法

華
経
を
読
み
、
お
題
目
を
唱
え
る
者
は
、
人
間
を
見
下
し
ち
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
結
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。
九
界
即
仏
界
、
仏
界
即

九
界
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
九
界
即
仏
界
と
い
う
の
は
、
九
界
の
中
に
仏
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
仏
界
即
九
界
と
い

う
の
は
、
仏
界
の
中
に
九
界
が
あ
る
、
前
者
は
天
台
大
師
の
お
心
持
ち
で
し
ょ
う
。
後
者
は
大
聖
人
が
感
極
ま
っ
た
部
分
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
の
よ
う
な
者
が
、
お
釈
迦
様
の
中
に
生
き
て
在
る
、
と
い
う
信
仰
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
の
、
四
条
金
吾
が
辛
い

思
い
を
し
た
時
に
、
大
聖
人
の
お
手
紙
で
、
金
吾
、
釈
尊
が
仏
界
に
来
い
、
私
の
元
へ
来
い
と
言
っ
て
も
、
私
は
そ
れ
を
断
っ
て
、
地
獄

に
堕
ち
た
金
吾
、
お
前
の
所
に
私
は
行
く
ぞ
、
仏
様
に
誘
わ
れ
て
も
そ
っ
ち
行
か
ず
、
私
は
お
前
と
同
じ
地
獄
に
行
く
、
金
吾
と
私
が
地

獄
に
在
る
ん
な
ら
ば
、
さ
ぞ
か
し
釈
尊
も
地
獄
に
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
地
獄
界
そ
の
ま
ま
で
寂
光
浄
土
（
娑
婆
即
寂
光
）
こ
れ

が
十
界
互
具
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
法
華
経
が
差
別
の
教
え
だ
、
っ
て
い
う
の
は
、
全
く
そ
の
釈
尊
の
意
図
す
る
心
根
と
い
う
も
の

を
、
理
解
し
て
い
な
い
表
現
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
十
一
番
、
こ
の
、
久
保
先
生
の
法
華
経
は
な
ぜ
排
他
的
差
別
的

言
辞
を
含
む
の
か
、
と
い
う
所
で
、
指
摘

常
不
軽
菩
薩
は
「
法
華
経
の
教
え
に
巡
り
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
っ
た
修
行
で
は
な
く
、
そ

の
修
行
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
法
華
経
に
巡
り
会
っ
た
」、
っ
て
こ
う
い
う
風
に
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
不
軽
菩
薩
の
成
仏
が
、
法

華
経
の
教
え
に
巡
り
会
っ
て
、
修
行
し
た
結
果
じ
ゃ
な
い
、
修
行
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
経
も
読
ま
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
人
間
礼
拝
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し
て
、
そ
の
修
行
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
法
華
経
に
巡
り
会
っ
た
。
つ
ま
り
法
華
経
の
出
会
い
の
時
間
の
こ
と
を
言
っ
て
る
わ
け
で
す

が
、
し
か
し
、
こ
の
法
華
経
の
教
え
と
い
う
の
は
、
昨
日
今
日
の
教
え
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
後
で
こ
の
、
常
不
軽
菩
薩
が
、
私
の
前
世
の

姿
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
釈
尊
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、「
爾
の
時
の
常
不
軽
は
、
則
ち
我
が
身
是
れ
な
り
」、
或
い
は
、「
我
前
世

に
於
い
て
」、「
億
億
万
却
よ
り
不
可
議
に
至
っ
て
時
に
乃
し
こ
の
法
華
経
を
聞
く
こ
と
を
得
」、
常
に
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て

法
華
経
を
持
ち
続
け
て
き
た
、
と
こ
う
説
か
れ
て
い
る
。
お
経
を
読
ま
な
い
か
ら
法
華
経
に
出
会
っ
て
い
な
い
、
巡
り
会
っ
て
い
な
い
。

ひ
た
す
ら
人
間
礼
拝
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
法
華
経
に
巡
り
会
っ
て
い
な
い
、
と
は
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
考
え
る

「
日
月
灯
明
」
仏
は
序
品
に
出
て
く
る
。
不
軽
品
の
仏
は
本
事
開
顕
の
寿
量
仏
で
あ
る
。
こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か

ら
、
も
う
一
箇
所
は
、
指
摘

「
譬
喩
品
で
は
釈
尊
は
一
切
衆
生
の
父
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
し
か
し
、
火
宅
に
い
る
五
百
を
超
え
る
衆

生
に
対
し
、
火
宅
を
出
た
子
供
は
二
十
人
で
あ
る
。
同
品
の
物
語
の
中
で
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」、
と
い
う
こ
と
を
、
久
保
先
生

が
書
い
て
い
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
考
え
る

、
五
百
人
と
い
う
、
数
は
、
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
財
富
無
量
の
大
長
者
を
誇
張
せ
ん
が

為
の
表
現
で
あ
り
、
目
的
は
、
先
ほ
ど
師
弟
関
係
の
亀
裂
し
た
状
態
で
あ
る
仏
教
教
団
の
再
生
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
目
的
は
親
子
関
係
、

心
と
心
の
ベ
ル
ト
を
掛
け
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
す
か
ら
、
五
百
人
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
五
百
人
、「
其
の
中
に
止
住
せ

り
」
と
、
譬
喩
品
の
中
に
説
か
れ
て
ま
す
が
、
二
十
人
の
子
供
達
が
「
こ
の
家
宅
の
中
に
在
り
」、
と
五
百
人
の
従
業
員
が
止
住
せ
り
、

と
い
う
ん
で
は
、
こ
れ
は
、
同
一
と
し
て
受
け
取
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
五
百
人
の
従
業
員
が
、
中
に
居
た
の
か
、
膨
大
な

土
地
を
持
っ
て
い
る
労
働
力
と
し
て
外
で
仕
事
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
夜
に
な
っ
た
ら
帰
っ
て
く
る
よ
、
と
そ
う
い
う
意
味
合
い
に
取

れ
な
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
多
く
田
宅
及
び
僮
僕
あ
り
」
と
譬
喩
品
に
は
説
か
れ
て
ま
す
が
、
決
し
て
五
百
人
を
放
置
し
た
話
に

は
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
、
ま
た
「
僕
従
多
く
し
て
之
を
侍
衛
せ
り
」
と
、
こ
こ
で
僕
従
が
生

き
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
五
百
人
に
こ
だ
わ
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
五
百
弟
子
授
記
品
の
中
で
は
、「
こ
の
千
二
百
の
阿

羅
漢
に
我
今
当
に
次
第
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
記
を
与
え
授
く
べ
し
」
と
授
記
の
段
が
説
か
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
五
百
弟
子
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な
ん
で
す
。
本
来
な
ら
ば
千
二
百
弟
子
品
と
い
う
べ
き
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
当
然
、
深
い
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
譬
喩
品
の
、
こ
の
長
者
の
下
僕
五
百
人
と
い
う
こ
の
五
百
と
い
う
数
字
に
こ
だ
わ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
が
、
物
語
の

中
で
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
当
た
ら
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ま
た
、
付
け
足
し
ま
す

と
、
子
供
達
が
、
火
宅
の
内
に
お
い
て
、「
嬉
戯
に
楽
著
」
し
て
、
と
あ
り
ま
す
。
遊
び
に
埋
没
し
て
い
る
子
供
に
は
、
火
事
の
こ
と
は

眼
中
に
無
い
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
も
し
、
こ
の
五
百
人
に
こ
だ
わ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
五
百
人
が
な
ん
で
騒
が
な
い
の
か
、
騒
い
だ
気

配
が
全
く
、
譬
喩
品
を
読
ん
で
み
ま
し
た
が
そ
の
気
配
が
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
五
百
人
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
言
い

方
は
私
は
当
た
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
ど
う
も
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


