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教
化
学
研
究
集
会
講
演

末
法
の
導
師
は
何
故
日
蓮
大
聖
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

（
立
正
大
学
仏
教
学
部
教
授
）

庵

谷

行

亨

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
立
正
大
学
の
庵
谷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
普
段
は
学
生
諸
君
に
話
し
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
専
門
的
な
こ

と
を
お
話
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
今
日
は
、
地
元
の
所
長
さ
ん
の
ご
要
請
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
前
回
に
引
き
続
き
、
で
き
る
だ

け
、
各
ご
寺
院
の
、
布
教
の
現
場
で
役
に
立
つ
よ
う
な
お
話
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
回
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
す

け
れ
ど
も
、
非
常
に
、
所
長
さ
ん
が
熱
心
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
繰
り
返
し
、
私
共
の
所
に
電
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
前
回
は
、
私
共
の
静

岡
ま
で
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
大
阪
で
会
い
ま
し
て
、
や
は
り
色
々
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
本
日
の
会
が
設
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
所
長
さ
ん
始
め
関
係
の
皆
さ
ん
が
大
変
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
れ
に
応
え
て
、
私
共
も
努
力
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
或
い
は
今
日
ご
聴
聞
い
た
だ
く
皆
様
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
を
お
持

ち
帰
り
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
各
所
長
さ
ん
方
が
念
願
と
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
寺
院
の
事
情
の
中
で
、
布
教
に
役
立
て
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
参
加
者
の
名
簿
を
拝
見
し
た
の
で
す
が
、
も
う
既
に
、
学
が
成
っ
た
方
も
大
勢
お
ら
れ
て
、
今
更
と
、
い
う
風
に
お
思
い
に

な
る
事
も
多
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
比
較
的
噛
み
砕
き
な
が
ら
お
話
を
申
し
上
げ
ま
す
の

で
、
少
し
く
ど
い
と
お
思
い
に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
辺
は
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。



─ ─

そ
れ
か
ら
、
現
宗
研
さ
ん
の
ほ
う
で
、
色
々
ご
配
慮
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
お
手
元
に
冊
子
が
四
冊
届
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
か
つ
て
私
が
、
山
喜
房
仏
書
林
と
い
う
出
版
社
か
ら
公
刊
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
の
講
義
で
、
皆
様
方
に
と
っ
て
お
役
に

立
て
ば
と
い
う
こ
と
で
、
ご
配
慮
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
書
籍
と
い
う
も
の
は
、
買
う
時
は
大
変
高
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
、
ほ
ん
と
う
に
有
効
に
利
用
す
る
と
安
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
今
回
は
、
贈
呈
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
有
効
に
ご
利

用
い
た
だ
く
と
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
学
の
授
業
で
こ
の
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
し
て
い
る
科
目
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
も
し
か
す
る
と
、
私
の
授
業
を
お
受
け
に

な
っ
た
方
は
、
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
に
関
す
る
基
本
的
な
事
柄
を
、
あ
ま
り

解
説
は
加
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
項
目
の
よ
う
な
形
で
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
知

識
を
お
持
ち
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
に
順
次
書
き
加
え
て
、
自
分
自
身
の
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
、
即
ち
日
蓮
大
聖
人
教
学
と
い
う
も
の

を
体
系
づ
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
お
役
に
立
て
ば
何
よ
り
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
日
、
お
話
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
こ
の
本
に
関
係
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
を
見
て
い
た
だ
い
た
ほ
う
が
よ
り
分
か
り
や
す
い
と

い
う
こ
と
も
多
々
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
し
、
本
日
は
、
資
料
を
ご
用
意
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
に
従
い
ま
し
て
、
お
話
を
進
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
話
の
内
容
の
こ
と
に
関
し
ま
し
て
、
具
体
的
に
は
、
或
い
は
体
系
的
に
は
、
こ
ち
ら
の
本
を
ご
覧
い
た
だ
く

と
、
更
に
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
お
手
元
に
ご
ざ
い
ま
す
、
六
枚
綴
り
の
資
料
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

最
初
に
、
一
枚
目
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
末
法
の
導
師
は
何
故
日
蓮
大
聖
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
で

ご
ざ
い
ま
す
。
私
共
日
蓮
宗
は
、
祖
師
信
仰
、
と
い
う
風
に
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
祖
師
様
、
日
蓮
大
聖
人
に
対
す
る
信
仰
が
非
常

に
強
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

各
宗
派
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
祖
師
は
崇
め
ら
れ
る
の
は
当
た
り
前
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
類
し
た
も
の
と
し
て
は
、
弘
法
大
師
空
海
で
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す
。
お
大
師
様
と
言
っ
て
、
そ
の
お
寺
に
所
属
し
て
い
る
檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
人
達
も
含
め
た
信
仰
を
集
め
る
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。

そ
う
い
う
風
に
、
特
に
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
お
祖
師
様
と
い
う
こ
と
で
、
長
い
伝
統
の
中
で
、
信
仰
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
日

は
、
そ
う
い
う
人
々
の
信
仰
の
形
態
に
つ
い
て
お
話
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
に
敬
わ
れ
る
の
か
。
即
ち
、
私

共
は
末
法
の
導
師
と
い
う
風
に
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
末
法
の
導
師
と
い
う
風
に
、
日
蓮
大
聖
人
が
呼
ば
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
申
し
上
げ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

少
し
固
い
お
話
を
し
ま
す
が
、
日
蓮
宗
宗
憲
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
日
蓮
宗
の
最
も
基
本
と
な
る
定
め
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

の
中
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
ま
ず
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
宗
宗
憲
の
第
一
章
第
一
条
に

こ
の
よ
う
な
条
文
が
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
は
、
久
遠
実
成
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
か
ら
、
そ
の
本
懐
で
あ
る
法
華
経
を
、
末
法
に
弘
通
す
る
こ

と
を
付
嘱
さ
れ
た
、
本
化
上
行
菩
薩
の
応
現
日
蓮
聖
人
が
開
創
唱
導
し
た
真
実
の
仏
法
を
開
顕
す
る
仏
教
正
統
の
宗
団
で
あ
る
。
こ
れ

が
、
日
蓮
宗
宗
憲
の
第
一
条
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
中
で
本
日
の
お
話
に
関
す
る
こ
と
は
、
本
化
上
行
菩
薩
の
応
現
日
蓮
聖
人
が
、
と
い

う
部
分
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
の
こ
と
を
、
本
化
上
行
菩
薩
の
応
現
と
い
う
風
に
宗
憲
で
は
規
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
そ
の
表
現
が
宗
門
に
お
い
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
お
答
え
す
る
の
が
、
今
日
の
私
の
役
割
な
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。そ

の
こ
と
を
お
話
す
る
た
め
に
、
一
頁
の
一
で
す
。
釈
尊
と
日
蓮
大
聖
人
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
が
ま

ず
第
一
点
で
す
。
項
目
だ
け
申
し
ま
す
。
第
二
点
、
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る
末
法
の
導
師
と
は
ど
の
よ
う
な
方
を
い
う
の
で
し
ょ
う

か
。
最
初
は
釈
尊
と
日
蓮
大
聖
人
。
二
番
目
は
、
法
華
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
導
師
と
は
ど
の
よ
う
な
方
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
三
番
目
は
二
枚
目
の
三
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
末
法
の
導
師
と
し
て
の
ご
自
覚
を
ど
の
よ
う
に
お
持
ち
に
な
り
、
ど
の
よ
う
に

そ
れ
を
表
明
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
で
す
。
二
番
目
は
法
華
経
の
中
で
ど
う
説
か
れ
て
い
る
か
、
三
番
目
は
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
こ
の
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法
華
経
の
教
え
の
中
の
末
法
の
導
師
を
、
ど
の
よ
う
に
お
受
け
止
め
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
四
番
目
は
五
頁
目

で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
何
故
尊
い
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
最
後
に
な
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る
末
法
の
導
師
と
し
て
の
生
涯
を
送
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
日
蓮
大
聖
人
の
お
姿
を
た
ど
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
日
蓮
大
聖
人
が
尊
い
方
だ
と
い
う
こ
と
が
、
私
達
に
理
解
さ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
集
約
を
四
の
所
で
し
て
い
ま

す
。こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
殆
ど
は
、
先
ほ
ど
冒
頭
で
申
し
述
べ
ま
し
た
、
所
長
さ
ん
が
提
示
さ
れ
た
質
問
事
項
な
の
で
す
。
前
回
も
そ
う

だ
っ
た
の
で
す
が
、
所
長
さ
ん
の
提
示
さ
れ
た
質
問
事
項
を
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
た
の
で
す
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
お
話
を
進
め
ま
す
。

そ
れ
で
は
一
番
、
釈
尊
と
日
蓮
大
聖
人
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
二
つ
の
項
目
が
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。

１
、
は
釈
尊
。
釈
尊
は
久
遠
の
教
主
。
２
、
日
蓮
大
聖
人
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
釈
尊
の
命
に
よ
っ
て
、
釈
尊
の
ご
意
思
を
実
現
す
る
末

法
の
導
師
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

簡
単
に
説
明
し
ま
す
。
釈
尊
と
日
蓮
大
聖
人
と
の
関
係
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
ど
う
い
う
位
置
づ
け
に
あ
る
か
、
と
い
う
お
話
を
し
て

い
る
の
で
す
が
、
釈
尊
と
日
蓮
大
聖
人
と
の
関
係
は
縦
の
関
係
で
す
。
横
で
は
な
く
縦
の
関
係
。
釈
尊
が
上
で
日
蓮
大
聖
人
が
下
で
す
。

上
下
関
係
で
い
え
ば
、
そ
う
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
釈
尊
が
、
日
蓮
大
聖
人
に
対
し
て
、
付
属
し
た
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
そ
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
が
釈
尊
に
対
し
て
、
信
仰
を
捧
げ
ま
す
。

法
華
経
の
教
え
の
中
で
、
付
属
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
。
地
涌
の
菩
薩
は
法
華
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
菩
薩
で
す
。
地
涌
の
菩

薩
の
リ
ー
ダ
ー
が
上
行
菩
薩
で
す
。
釈
尊
の
教
え
が
地
涌
の
菩
薩
、
特
に
上
行
菩
薩
を
中
心
に
付
属
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
法
華

経
で
説
か
れ
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
こ
の
地
涌
の
菩
薩
の
中
心
の
菩
薩
で
あ
る
上
行
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
を
お
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

自
覚
者
で
す
。
そ
れ
で
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
釈
尊
か
ら
地
涌
の
菩
薩
へ
、
地
涌
の
菩
薩
の
中
心
は
上
行
菩
薩
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
が
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日
蓮
大
聖
人
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
華
経
の
教
え
の
中
で
は
、
仏
様
が
地
涌
の
菩
薩
に
付
属
な
さ
い
ま
す
。
付
属
と
は
委
嘱
す

る
、
お
願
い
す
る
、
委
託
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

何
を
ど
う
い
う
風
に
委
託
し
た
の
か
。
一
つ
は
、
仏
様
が
入
滅
さ
れ
た
後
の
、
末
法
と
い
う
時
代
に
お
け
る
教
え
の
弘
通
。
こ
れ
を
弘

教
と
い
い
ま
す
。
末
法
時
の
弘
教
、
仏
様
が
入
滅
さ
れ
た
後
の
末
法
時
に
出
現
し
て
法
を
弘
め
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
そ
の
法
で

す
。
末
法
の
大
法
、
題
目
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
七
字
で
す
。
即
ち
、
法
を
弘
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
弘
め
る
法
は
題
目
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
、
お
釈
迦
様
が
地
涌
の
菩
薩
、
特
に
上
行
菩
薩
を
中
心
と
し
た
菩
薩
方
に
付
属
な
さ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
付
属
の
内
容
で
す
。

整
理
し
ま
す
と
、
釈
尊
か
ら
上
行
菩
薩
、
そ
の
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
日
蓮
大
聖
人
、
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず

基
本
に
考
え
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
釈
尊
と
日
蓮
大
聖
人
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
こ
と
の
解
答
で
す
。

図
式
を
単
純
化
し
ま
す
。
釈
尊
、
上
行
菩
薩
、
そ
し
て
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
日
蓮
大
聖
人
、
こ
う
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
上
行
菩
薩
の

自
覚
者
日
蓮
大
聖
人
が
末
法
の
導
師
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
末
法
の
導
師
の
教
え
を
受
け
る
の
は
、
人
々
で
す
。
仏
教
で
は
衆
生
と

言
っ
て
い
ま
す
。
釈
尊
の
教
え
が
人
々
に
伝
わ
っ
て
、
人
々
が
救
い
取
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
い
わ
ば
仲
介
と
し
て
、
導
師
が
お
ら
れ
る
。

釈
尊
か
ら
人
々
へ
の
間
を
仲
介
す
る
導
師
は
、
釈
尊
か
ら
付
属
を
受
け
た
、
委
嘱
を
受
け
た
、
命
令
を
受
け
た
、
菩
薩
な
の
で
す
。
法
華

経
の
教
え
の
中
に
そ
う
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
お
受
け
止
め
に
な
っ
た
法
華
経
の
救
済
の
構
図
は
、
釈
尊
か
ら
上
行
菩

薩
の
自
覚
者
で
あ
る
末
法
の
導
師
へ
、
そ
し
て
そ
の
末
法
の
導
師
か
ら
人
々
へ
、
と
い
う
系
譜
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

他
の
宗
派
の
場
合
に
は
、
仏
様
の
教
え
が
人
々
を
導
く
。
そ
の
救
い
の
教
え
を
人
々
に
伝
え
て
い
く
役
割
を
祖
師
方
が
し
て
い
き
ま

す
。
教
え
が
、
仏
様
か
ら
人
々
へ
伝
わ
り
、
人
々
が
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
一
般
の
経
典
に
説
か
れ
る
道
筋
で
す
。
仏
様
が
、
法
を

説
い
て
人
々
を
導
き
ま
す
。
祖
師
方
は
、
こ
の
お
経
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
、
仏
様
が
こ
う
い
う
風
に
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
、
と
い

う
風
に
説
き
ま
す
。
例
え
ば
阿
弥
陀
様
と
い
う
仏
様
が
お
ら
れ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
説
い
て
お
ら
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れ
ま
す
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
仏
様
か
ら
人
々
へ
と
い
う
体
系
の
中
に
、
仏
様
の
教
え
そ
の
も
の
と
し
て
、
祖
師
方
が
入
る
こ

と
は
な
い
の
で
す
。
仏
様
の
教
え
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
の
構
図
は
、
仏
様
か
ら
人
々
の
間
に
、
末
法
の
導
師
と
し
て
の
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
日
蓮
大
聖
人
が
介
在
す

る
。他

の
祖
師
方
は
、
弘
法
大
師
を
除
い
て
、
人
間
の
祖
師
な
の
で
す
。
人
間
の
祖
師
と
言
う
と
何
か
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
、
ま
さ
し
く
歴
史
上
に
登
場
し
た
人
物
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
日
蓮
大
聖
人
の
場
合
に
は
、
単
な
る
歴
史
上
の
人
物
で
は
な
く
て
、
法
華
経
の
中
に
説
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
上
行
菩
薩

と
し
て
お
生
き
に
な
っ
た
。
即
ち
、
法
華
経
の
菩
薩
で
す
ね
。
法
華
経
の
中
の
菩
薩
と
し
て
の
人
間
で
す
。

法
華
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
仏
様
に
し
て
も
菩
薩
方
に
し
て
も
、
客
観
的
に
冷
め
た
目
で
見
る
と
、
架
空
で
し
ょ
う
と
、
或
い
は
物

語
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
説
で
も
、
そ
こ
に
出
て
く
る
人
物
は
、
い
わ
ば
架
空
で
す
。

法
華
経
と
い
う
の
は
経
典
で
す
。
仏
様
が
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
が
、
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
仏
様
の
教
え
を
現
実
社
会
に
生
か
す
者
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
上
行
菩
薩
を
中
心
と
し
た
地
涌
の
菩
薩

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
法
華
経
に
は
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
ま
ず
基
本
的
に
、
他
の
祖
師
方
と
日
蓮
大

聖
人
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

弘
法
大
師
は
別
だ
と
言
っ
た
の
は
、
日
蓮
大
聖
人
と
同
じ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
違
う
特
色
が
あ
る
。
弘
法
大
師
は
入
滅
し
た
と

は
言
い
ま
せ
ん
。
入
定

に
ゅ
う
じ
ょ
う

な
さ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
定
に
入
る
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
弘
法
大
師
は
仏
様
に
な
ら
れ
た
と
考
え
て

い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
真
言
宗
の
信
仰
で
す
。
弘
法
大
師
は
仏
に
な
ら
れ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
南
無
遍
照
金
剛
と
言
う
。
で

す
か
ら
真
言
宗
の
信
徒
は
仏
様
と
し
て
崇
め
て
い
る
。
日
蓮
宗
で
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
こ
と
を
仏
様
と
し
て
は
崇
め
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
、
そ
こ
は
違
い
ま
す
。



─ ─

日
蓮
大
聖
人
系
諸
教
団
の
中
に
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
仏
様
だ
と
考
え
て
い
る
教
団
も
あ
り
ま
す
が
、
日
蓮
宗
で
は
そ
う
い
う
風
に
は

言
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
は
何
と
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
お
釈
迦
様
か
ら
正
式
に
命
令
を
受
け
た
、
或
い
は
委
嘱
を
受
け
た
、
委

嘱
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
印
可
で
す
、
ハ
ン
コ
を
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
印
可
を
受
け
た
菩
薩
と
し
て
の
生
涯
を
お
送
り
に

な
っ
た
末
法
の
導
師
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
の
祖
師
方
と
は
違
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
何
故
、
日
蓮
大
聖
人
滅
後
に
、
祖
師
信
仰
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
、
特
に
江
戸
時
代
に
隆
盛
し
て
、
そ
し
て

大
勢
の
方
が
お
参
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
分
か
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
数
々
の
難
に
お
遭
い
に
な
っ
て
、
そ
し
て
命
を

賭
け
て
法
を
お
弘
め
に
な
っ
た
。
難
を
、
不
思
議
の
力
に
よ
っ
て
免
れ
て
、
そ
し
て
六
十
年
の
ご
生
涯
を
お
過
ご
し
に
な
っ
た
。
そ
う
い

う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
、
日
蓮
大
聖
人
の
ご
功
徳
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
厄
除
け
の
祖
師
と
言
っ
て
、
信
仰
が
広
く
弘

ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
一
の
所
は
、
だ
い
た
い
、
ご
了
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
の
で
す
。
教
学
的
な
こ
と
を
余
り
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、

言
葉
だ
け
話
し
て
お
き
ま
す
か
ら
、
も
し
お
手
元
の
参
考
資
料
を
後
日
ご
覧
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
を
、
内
相
承

な
い
そ
う
じ
ょ
う

と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
釈
尊
へ
の
直
参

じ
き
さ
ん

で
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
釈
尊
に
直
参
さ
れ
る
の
で
す
。
日
蓮
大
聖

人
が
歴
史
上
の
人
物
、
僧
侶
と
し
て
個
人
的
に
直
参
す
る
の
で
は
な
く
て
、
本
化

ほ
ん
げ

上
行
菩
薩
と
し
て
直
参
さ
れ
る
。
こ
れ
を
内
相
承
と

言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
大
聖
人
の
宗
教
的
自
覚
の
世
界
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
専
門
用
語
で
す
か
ら
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
は

申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
こ
と
も
教
学
上
で
は
言
う
と
い
う
こ
と
だ
け
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
二
に
入
り
ま
す
。
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る
末
法
の
導
師
と
は
、
ど
の
よ
う
な
方
を
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
と
あ
り
ま

す
。
こ
こ
に
か
な
り
の
紙
面
を
費
や
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
大
き
く
二
つ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
法
華

経
に
は
ど
う
説
か
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
華
経
の
第
十
五
章
従
地
涌
出
品
、
そ
れ
か
ら
、
法
華
経
の
第
二
十
一
章
如
来
神

力
品
、
こ
の
二
つ
の
所
で
そ
の
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
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こ
の
項
目
は
、
ま
さ
し
く
法
華
経
の
内
容
そ
の
も
の
で
す
。
法
華
経
の
内
容
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な

い
と
、
な
か
な
か
理
解
し
難
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
法
華
経
は
全
部
で
二
十
八
章
ご
ざ
い
ま
す
。
専
門
用
語
で
は
二
十
八
品
と
申
し
ま

す
。
品ほ

ん

と
は
品
物
の
品
と
い
う
字
を
書
き
ま
す
。
分
か
り
や
す
い
か
ら
、
章
と
言
い
ま
す
。

そ
の
法
華
経
二
十
八
章
の
中
の
第
十
五
章
と
第
二
十
一
章
、
こ
の
二
つ
を
理
解
す
る
と
分
か
る
。
何
故
、
日
蓮
大
聖
人
が
末
法
の
導
師

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
何
故
、
そ
の
こ
と
が
法
華
経
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
１
の
（
１
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。
法
華
経
に
お
け
る
従
地
涌
出
品
第
十
五
の
位
置
付
け
で
す
。
そ
こ
に
、
久
遠
の
釈
尊
を

明
か
す
さ
き
が
け
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
法
華
経
全
体
の
内
容
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
法
華
経
に
は
大

き
く
二
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
る
、
と
古
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
二
つ
の
テ
ー
マ
と
は
、
二
乗
作
仏

に
じ
ょ
う
さ
ぶ
つ

と
久
遠
実
成

く
お
ん
じ
つ
じ
ょ
う

で
す
。
こ
の
二
つ

が
法
華
経
の
二
大
テ
ー
マ
、
二
大
思
想
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

こ
れ
は
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
簡
単
に
言
い
ま
す
。
二
乗
作
仏
は
平
等
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
等
思
想
で
す
。
全

て
の
者
が
仏
様
で
あ
り
ま
す
、
全
て
の
者
は
仏
様
に
な
り
ま
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
二
乗
作
仏
。
法
華
経
の
前
半
の
教
え
で

す
。
後
半
は
久
遠
実
成
。
こ
ち
ら
は
仏
様
ご
自
身
の
こ
と
で
す
。
仏
様
ご
自
身
が
久
遠
で
あ
る
、
仏
様
の
久
遠
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ

て
い
ま
す
。
久
遠
と
は
永
遠
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
様
が
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
仏
様
は
何
時
の
時

代
で
も
、
ど
こ
に
お
い
て
も
、
永
遠
に
私
達
を
お
救
い
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
久
遠
実
成
と
い
う
こ
と
は
、
仏
様
は
永
遠
に
私
達

を
救
っ
て
く
だ
さ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

私
達
は
、
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
ま
す
。
私
達
が
こ
こ
に
い
る
と
同
じ
よ
う
に
、
過
去
の
人
も
い
た
の
で
す
。
過
去
の

人
の
時
代
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
、
こ
の
地
球
や
宇
宙
が
続
く
限
り
は
、
皆
様
の
子
孫
、
人
類
の
未
来
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
う
す
る
と
、
過
去
の
人
も
仏
様
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
、
我
々
も
救
わ
れ
る
、
未
来
の
人
達
も
救
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
救
い
を
実
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
仏
様
は
、
久
遠
の
命
を
持
っ
た
仏
様
、
永
遠
の
仏
様
で
す
。
永
遠
の
仏
様
こ
そ
が
ま
さ
し
く
、
真
実
の
救
い
主
、
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人
々
を
お
救
い
く
だ
さ
る
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
。

で
す
か
ら
、
全
て
の
も
の
は
平
等
で
あ
り
、
全
て
の
も
の
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
法
華
経
で
説
か
れ
る
二
大
テ
ー
マ
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
今
こ
れ
か
ら
ご
紹
介
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
で
す
。

皆
様
が
普
段
、
一
番
お
読
み
に
な
る
お
経
は
何
で
す
か
。
そ
れ
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
一
番
お
読
み
に
な
る
お
経
、
そ
こ
に
こ
の
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
一
番
お
読
み
に
な
る
の
は
恐
ら
く
お
自
我
偈
と
仰
る
で
し
ょ
う
。
お
自
我
偈
と
い
う
の
は
如
来
寿
量
品
の

偈
頌

げ
じ
ゅ

部
分
で
す
。
偈
頌
と
い
う
の
は
詩
で
す
、
詩
文
で
す
。
自
我
得
仏
来
と
五
文
字
で
で
き
て
い
ま
す
。

お
自
我
偈
は
如
来
寿
量
品
第
十
六
で
す
。
法
華
経
前
半
の
中
心
は
方
便
品
第
二
。
皆
様
が
お
経
を
お
読
み
に
な
る
時
に
は
、
方
便
品
と

寿
量
品
を
お
読
み
に
な
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
そ
の
理
由
で
す
ね
。

三
品
経
と
い
う
こ
と
を
仰
る
で
し
ょ
う
。
方
便
品
と
寿
量
品
に
加
え
て
神
力
品
第
二
十
一
。
方
便
品
第
二
、
寿
量
品
第
十
六
、
神
力
品

第
二
十
一
、
こ
れ
を
三
品
経
と
言
っ
て
、
日
蓮
宗
で
は
重
要
視
し
て
読
み
ま
す
。

神
力
品
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
何
か
、
そ
れ
が
今
日
の
テ
ー
マ
に
関
係
し
ま
す
。
今
日
の
冒
頭
に
申
し
上
げ
た
、
地
涌
の
菩
薩
と

か
、
或
い
は
、
仏
様
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
、
そ
の
中
心
の
菩
薩
で
あ
る
上
行
菩
薩
、
そ
う
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
が
神
力
品
第
二

十
一
。
だ
か
ら
、
神
力
品
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
末
法
の
導
師
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
い
か
れ
る
、
そ
の
最
も
重
要
な
所
な
の
で
す
。
ご
寺

院
で
僧
侶
の
法
要
を
な
さ
る
時
に
、
こ
れ
を
読
む
の
は
、
ま
さ
し
く
日
蓮
大
聖
人
の
お
弟
子
と
し
て
、
地
涌
の
菩
薩
の
一
類
と
し
て
生
き

て
こ
ら
れ
た
、
そ
の
徳
を
称
え
た
り
す
る
た
め
に
、
こ
の
神
力
品
を
読
む
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
三
つ
が
、
日
蓮
宗
で
は
重
視
し
て

い
る
お
経
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

神
力
品
の
話
を
す
る
た
め
の
前
段
階
と
し
て
、
久
遠
実
成
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
た
の
で
す
。
そ
の
久
遠
実
成
の
、
ま
た
前
段
階
と
し

て
、
従
地
涌
出
品
の
お
話
を
致
し
ま
す
。

二
の
一
、
地
涌
の
菩
薩
が
説
か
れ
て
い
る
従
地
涌
出
品
は
、
法
華
経
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
付
け
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
お
話
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し
ま
す
。

今
、
法
華
経
の
二
大
テ
ー
マ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
久
遠
の
仏
様
だ
と
言
っ
た
。
そ
の
久
遠
の
釈
尊
は
第
十
六
章
で
明
か
さ
れ
る
の
で

す
。
そ
の
第
十
六
章
の
前
が
第
十
五
章
で
す
。

二
の
一
の
（
１
）
で
す
。
久
遠
教
化
の
弟
子
を
明
か
す
段
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
を
明
か
す
先
駆
け
と
し
て
、
久
遠
教
化
の
弟
子
を
明
か

す
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

久
遠
教
化
と
い
う
の
は
、
久
遠
の
過
去
に
教
え
導
か
れ
た
弟
子
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
久
遠
の
弟
子
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

久
遠
の
過
去
に
教
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
久
遠
の
過
去
に
教
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
久
遠
の
過
去
に
教
化
で
き
る
師
が
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
の
第
十
五
章
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。

久
遠
の
弟
子
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
弟
子
を
教
化
す
る
、
久
遠
の
師
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
話
が
繋
が
ら
な
い
わ

け
で
す
。
今
、
こ
こ
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
、
従
地
涌
出
品
第
十
五
に
は
久
遠
の
弟
子
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か
説
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
久

遠
の
師
の
話
は
そ
の
次
の
第
十
六
章
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
久
遠
の
弟
子
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
暗

に
、
久
遠
の
師
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
先
駆
け
と
い
う
風
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
内
容
の

詳
し
い
こ
と
は
そ
の
後
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

（
２
）
で
す
。
従
地
涌
出
品
第
十
五
の
内
容
で
す
。
こ
こ
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
前
半
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
教
え
を
説
き
示

す
幕
開
け
に
な
る
。
説
法
を
な
さ
っ
て
い
る
場
所
は
宝
塔
の
中
で
す
。
そ
し
て
二
仏
が
並
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
二
仏
並
坐

に
ぶ
つ
び
ょ
う
ざ

と
言
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
の
向
か
っ
て
左
側
が
お
釈
迦
様
で
す
。
向
か
っ
て
右
側
が
多
宝
如
来
で
す
。
こ
の
お
釈
迦
様
が
、
こ
の
十
五
、
十
六
、

そ
し
て
第
二
十
二
章
ま
で
、
こ
の
状
況
で
説
法
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
五
章
の
説
法
の
中
で
二
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
前
半
が
久
遠
の
釈
尊
の

教
え
を
説
き
示
す
幕
開
け
で
す
。
空
中
で
仏
様
が
説
法
な
さ
っ
て
い
る
の
を
、
大
勢
の
聴
衆
が
聞
い
て
い
る
の
で
す
。
聞
い
て
る
人
達
も

皆
空
中
に
浮
か
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
地
面
か
ら
菩
薩
方
が
涌
き
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
が
第
十
五
章
の
始
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ま
り
で
す
。
地
面
か
ら
涌
き
上
が
っ
て
く
る
か
ら
、
地
涌
の
菩
薩
と
称
す
る
の
で
す
。
本
日
の
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
、
こ
の
地
涌
の
菩
薩

の
最
も
中
心
に
な
る
方
が
上
行
菩
薩
で
す
。
そ
の
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
と
し
て
日
蓮
大
聖
人
は
生
き
ら
れ
た
。
そ
の
始
ま
り
が
、
こ
の
第

十
五
章
な
の
で
す
。

そ
の
次
、
後
半
で
す
。
後
半
は
、
弟
子
の
久
遠
を
明
か
し
て
、
教
主
で
あ
る
釈
尊
の
久
遠
性
を
暗
に
示
す
。
地
面
か
ら
菩
薩
達
が
現
れ

た
。
そ
の
菩
薩
達
は
非
常
に
体
格
が
よ
く
て
、
立
派
な
も
の
を
身
に
着
け
て
い
る
。
仏
様
は
老
比
丘
で
す
。
老
と
い
う
の
は
ご
高
齢
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
比
丘
と
い
う
の
は
男
性
の
出
家
者
で
す
。
だ
か
ら
、
枯
れ
木
の
よ
う
な
お
姿
の
仏
様
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
お
弟
子

さ
ん
達
は
背
も
高
く
て
体
格
も
立
派
で
、
身
に
着
け
て
い
る
も
の
も
立
派
な
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
立
派
な
姿
の
菩
薩
方
が
地
面
か
ら
出

て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
を
見
て
、
説
法
を
聞
い
て
い
た
人
達
が
疑
問
に
思
い
ま
す
。
そ
の
菩
薩
方
は
仏
様
に
対
し
て
馴
れ
馴
れ
し
い
の
で

す
。
仏
様
の
回
り
を
三
回
廻
り
ま
す
。
右
繞
三
匝

う
に
ょ
う
さ
ん
そ
う

と
言
っ
て
、
こ
れ
は
挨
拶
で
す
。
仏
様
を
讃
歎
し
て
挨
拶
を
し
ま
す
。
仏
様
、
元
気
に

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
か
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
人
達
は
仏
様
に
何
か
迷
惑
を
か
け
ま
せ
ん
で
し
た
か
と
。

み
ん
な
が
疑
問
に
思
っ
て
、
仏
様
に
質
問
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
様
は
、
こ
の
菩
薩
方
は
、
私
が
久
遠
の
過
去
に
教
化
し
た
菩
薩

で
す
、
と
お
答
え
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
今
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
ま
た
皆
が
驚
い
た
。
お
か
し
な
話
だ
と
。
王
子

が
出
家
な
さ
り
、
そ
し
て
苦
行
を
な
さ
り
、
そ
の
苦
行
を
捨
て
て
、
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
お
開
き
に
な
っ
た
。
そ
の
悟
り
の
内
容
、
教

え
を
、
遊
行

ゆ
ぎ
ょ
う

し
て
人
々
に
説
か
れ
た
。
そ
し
て
今
日
に
至
っ
た
。
そ
う
い
う
仏
様
な
の
で
す
。
仏
様
が
、
ど
こ
で
ど
う
い
う
こ
と
を
誰
に

お
話
に
な
っ
た
か
み
ん
な
は
分
か
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
菩
薩
は
自
分
た
ち
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
菩
薩

を
、
仏
様
が
教
化
な
さ
っ
て
い
る
場
面
に
出
会
っ
た
こ
と
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は
お
か
し
な
話
だ
。
仏
様
の
仰
っ
て
い
る
こ
と
は
意
味

が
分
か
ら
な
い
。
こ
う
言
っ
て
、
み
ん
な
が
疑
問
を
持
ち
ま
す
。
そ
の
疑
問
を
受
け
て
、
次
に
説
き
明
か
さ
れ
た
の
が
、
如
来
寿
量
品
で

す
。先

ほ
ど
ご
紹
介
し
た
、
法
華
経
の
二
大
テ
ー
マ
、
そ
の
後
半
は
久
遠
実
成
だ
と
言
い
ま
し
た
。
皆
様
が
普
段
一
番
お
読
み
に
な
る
お
自
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我
偈
で
す
。
こ
の
如
来
寿
量
品
第
十
六
で
仏
様
は
自
身
の
久
遠
を
お
示
し
に
な
っ
た
。
お
自
我
偈
は
自
我
得
仏
来
で
始
ま
り
ま
す
。
我
仏

を
得
て
よ
り
こ
の
か
た
、
と
読
み
ま
す
。
我
と
は
仏
様
、
仏
を
得
て
と
は
成
仏
し
た
。
即
ち
、
先
ほ
ど
久
遠
実
成
と
言
い
ま
し
た
、
実
成

で
す
。
真
実
に
仏
に
な
っ
た
。
成
道
し
た
。
自
分
が
仏
に
な
っ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
計
り
知
れ
な
い
時
間
が
経
っ
て
い
る
。
こ
う
仰
っ

た
。
こ
れ
は
偈
頌
の
部
分
で
す
。
そ
の
前
の
長
行

じ
ょ
う
ご
う

と
い
わ
れ
る
散
文
の
部
分
、
文
章
部
分
の
所
に
詳
し
い
内
容
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
、
仏
様
は
、
実
は
自
分
は
永
遠
の
過
去
か
ら
仏
で
あ
る
と
仰
る
。
で
す
か
ら
、
十
五
章
で
久
遠
の
弟
子
が
い
る
、
と
仰
っ
た
。

十
六
章
で
は
、
私
が
久
遠
の
師
で
あ
る
と
仰
っ
た
。
だ
か
ら
、
ま
ず
久
遠
の
弟
子
を
明
か
し
、
久
遠
の
自
身
を
明
か
し
て
い
る
わ
け
な
の

で
す
。

そ
う
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
第
十
五
は
、
ま
だ
仏
様
自
身
の
久
遠
は
説
い
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
弟
子
の
久
遠
を
明
か

し
て
、
教
主
で
あ
る
釈
尊
の
久
遠
を
暗
に
明
か
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。
普
通
は
、
私

は
永
遠
の
仏
で
す
、
と
仰
っ
て
、
だ
か
ら
久
遠
の
弟
子
が
い
る
の
で
す
と
、
仰
れ
ば
話
が
分
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
逆
に
、
久
遠
の
弟

子
が
い
る
の
で
す
、
と
仰
っ
た
か
ら
、
み
ん
な
が
疑
問
に
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
説
法
の
手
段
で
す
ね
。
み
ん
な
が
疑
問
を

持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
心
を
深
め
て
、
と
て
も
理
解
で
き
な
い
と
い
う
所
で
、
自
身
が
久
遠
の
仏
だ
と
い
う
こ
と
を
お
明
か
し
に
な

る
。久

遠
の
仏
と
い
う
こ
と
は
、
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
分
か
ら
な
い
と
言
っ
た
ら
身
も
蓋
も
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
分
か
ら
な
い
の
で

す
。
私
達
は
有
限
の
世
界
に
生
き
て
い
ま
す
か
ら
、
い
つ
生
ま
れ
た
、
今
何
歳
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
は
分
か
る
で
し
ょ
う
。
私
は
永
遠

に
生
き
て
い
ま
す
と
隣
の
人
が
言
っ
た
ら
ど
う
し
ま
す
、
信
じ
ま
す
か
。
隣
の
人
は
お
か
し
く
な
っ
た
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
永

遠
の
存
在
と
い
う
の
は
我
々
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
仏
様
は
逆
転
の
手
段
で
お
説
き
に
な
っ
た
。

寿
量
品
の
冒
頭
に
仏
様
は
、
汝
等
當
信
解
と
お
説
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
汝
た
ち
ま
さ
に
信
解
す
べ
し
と
。
信
が
な
け
れ
ば
こ
の
こ
と

は
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
念
を
押
し
て
か
ら
、
実
は
私
は
久
遠
で
あ
る
と
仰
っ
た
。
仏
様
の
久
遠
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
信
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の
世
界
で
す
。
皆
様
が
普
段
、
お
勤
め
の
と
き
に
、
南
無
久
遠
実
成
と
毎
朝
勧
請
な
さ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
久
遠
の
仏
様
を
信

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
永
遠
の
救
い
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。

久
遠
の
仏
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
頭
を
通
り
越
し
て
い
る
の
で
す
。
我
々
は
、
科
学
の
世
界
に
生
き
て
い
ま
す
か
ら
、
説
明

し
て
、
な
る
ほ
ど
分
か
っ
た
と
い
う
時
は
分
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
説
明
を
乗
り
越
え
て
い
る
も
の
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

我
々
の
理
解
に
は
限
度
が
あ
る
の
で
す
。
ど
の
よ
う
な
科
学
者
、
ど
の
よ
う
な
偉
大
な
人
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
す
べ

て
限
度
が
あ
る
の
で
す
。
我
々
の
知
識
は
我
々
の
環
境
の
中
で
考
え
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
か
ら
。
我
々
人
類
が
蓄
積
し
て
き
た
全
て
の

英
知
を
総
動
員
さ
せ
て
も
限
度
が
あ
る
の
で
す
。

ア
ス
ベ
ス
ト
の
話
、
皆
様
よ
く
ニ
ュ
ー
ス
で
聞
く
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
考
え
て
く
だ
さ
い
。
人
間
に
知
識

が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ら
こ
う
な
る
か
ら
駄
目
だ
と
、
最
初
か
ら
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
や
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
数
々
の

公
害
問
題
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
時
は
一
所
懸
命
や
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
限
界
が
あ
る
の
で
す
。
最
初
か
ら
そ
こ
に

原
因
が
見
え
て
い
れ
ば
対
処
し
た
の
で
す
。
原
因
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
人
間
の
限
界
が
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
が
、
仏
様
の
言
う
不
可
思
議
世
界
で
す
。
不
可
思
議
世
界
は
妙
な
の
で
す
。
妙
な
る
世
界
な
の
で
す
。
こ
れ
は
も
う
人
知
を
超
え

て
い
ま
す
。
人
知
を
超
え
る
世
界
は
信
解
す
る
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
解
す
る
。
こ
れ
が
久
遠
実
成
の
世
界
な
の
で
す
。

次
に
（
３
）
に
入
り
ま
す
。
地
涌
の
菩
薩
。
釈
尊
の
久
遠
教
化
の
弟
子
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
。
久
遠
教
化
の
弟

子
、
こ
れ
を
本
弟
子
と
称
し
て
い
ま
す
。
仏
様
に
は
、
沢
山
の
お
弟
子
が
い
ま
す
。
皆
様
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
例
え
ば
、
舎
利

仏
・
目
連
・
阿
難
。
或
い
は
何
々
菩
薩
と
か
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
大
勢
の
お
弟
子
方
の
中
で
も
、
ほ
ん
と
う
の
弟
子
を
本
弟

子
と
い
い
ま
す
。
ど
う
し
て
本
弟
子
と
言
え
る
の
か
と
い
う
と
、
本
と
は
久
遠
と
い
う
意
味
で
す
。
他
の
お
弟
子
方
は
久
遠
の
弟
子
で
は

な
い
の
で
す
。
こ
の
地
涌
の
菩
薩
方
こ
そ
が
本
当
の
弟
子
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
次
、（
４
）
上
首
四
菩
薩
。
地
面
か
ら
涌
き
上
が
っ
て
き
た
無
数
の
菩
薩
、
そ
の
菩
薩
方
の
上
首
、
上
首
と
は
リ
ー
ダ
ー
で
す
、
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中
心
の
人
達
、
そ
れ
が
四
菩
薩
で
す
。
上
行
菩
薩
、
無
辺
行
菩
薩
、
浄
行
菩
薩
、
安
立
行
菩
薩
の
四
菩
薩
で
す
。

法
華
経
の
神
力
品
に
は
、
上
行
等
の
菩
薩
摩
訶
薩
と
何
回
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
四
菩
薩
の
ト
ッ
プ
は
、
上
行
菩
薩
だ

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
仏
様
か
ら
付
属
を
受
け
た
地
涌
の
菩
薩
の
最
高
責
任
者
で
す
。
最
も
責
任
の
あ
る
最
も
中
心
の
菩
薩
は
上

行
菩
薩
で
す
。

こ
の
四
菩
薩
は
仏
様
の
久
遠
の
弟
子
の
ト
ッ
プ
で
す
か
ら
、
仏
様
を
ご
本
尊
と
し
て
お
祀
り
す
る
時
に
は
そ
の
脇
士
と
な
り
ま
す
。
そ

れ
が
一
尊
四
士
と
い
わ
れ
る
姿
で
す
。
四
菩
薩
を
脇
士
に
さ
れ
て
い
る
お
姿
を
見
る
と
久
遠
の
仏
様
だ
と
分
か
る
の
で
す
。

四
菩
薩
は
仏
様
か
ら
付
属
を
受
け
た
、
最
も
法
華
経
を
世
に
弘
め
る
責
任
を
担
っ
た
菩
薩
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
ご
本
尊
を
お
祀
り
す
る
時
に
は
、
仏
様
の
左
右
の
脇
士
に
な
ら
れ
る
方
で
す
。

そ
の
次
、（
５
）
で
す
。
地
涌
の
菩
薩
の
涌
出
の
理
由
で
す
。
ど
う
し
て
地
涌
の
菩
薩
が
涌
き
出
て
き
た
の
か
。
少
し
難
し
い
こ
と
を

言
っ
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
中
国
の
天
台
大
師
が
お
書
き
に
な
っ
た
『
法
華
文
句
』
に
、
前
三
後
三
の
六
釈
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
止
召

し
し
ょ
う

の
六
義
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
止
三
召
三
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
止
め
る
に
三
あ
り
、
召
す
に
三
あ
り
。

何
を
止
め
る
の
か
と
い
う
と
、
迹
化

し
ゃ
っ
け

の
菩
薩
を
止
め
る
に
三
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
本
化
の
菩
薩
を
招
く
の
に
三
つ
の
義
が
あ
り
ま

す
。
地
面
か
ら
菩
薩
が
涌
き
上
が
り
ま
す
。
な
ぜ
涌
き
上
が
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
本
化
の
菩
薩
を
涌
き
上
が
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
が
三
つ
あ
る
。

仏
様
の
面
前
に
は
大
勢
の
菩
薩
が
い
る
わ
け
で
す
。
大
勢
の
菩
薩
が
い
る
の
に
、
そ
の
菩
薩
に
付
属
し
な
い
で
、
な
ぜ
本
化
の
菩
薩
を

涌
き
上
が
ら
せ
る
の
か
と
い
う
と
、
面
前
の
菩
薩
は
迹
化
の
菩
薩
で
す
か
ら
付
属
で
き
な
い
。
迹
化
の
菩
薩
と
は
迹
門
の
仏
様
の
教
化
を

受
け
た
菩
薩
で
す
。
本
化
の
菩
薩
は
本
門
の
仏
様
の
教
化
を
受
け
た
菩
薩
で
す
。
本
門
の
仏
様
と
は
久
遠
の
仏
様
で
す
、
久
遠
の
釈
尊
で

す
。
久
遠
の
釈
尊
の
教
化
を
受
け
た
菩
薩
が
地
涌
の
菩
薩
。
と
こ
ろ
が
、
迹
門
の
菩
薩
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
無
常
の
仏
様
の
お
弟
子
で

す
。
無
常
と
は
、
常
な
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
生
ま
れ
て
死
ん
で
い
く
。
無
常
と
は
永
遠
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
門
の
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仏
様
は
永
遠
の
仏
で
、
こ
れ
を
久
遠
本
仏
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
迹
化
の
菩
薩
は
迹
門
の
仏
様
の
教
化
、
無
常
の
仏
様
の
教
化
を
受

け
た
。
だ
か
ら
、
迹
化
の
菩
薩
方
に
は
こ
の
任
は
耐
え
え
な
い
の
で
す
。
こ
の
任
と
は
、
仏
様
の
滅
後
に
、
こ
の
法
華
経
の
お
題
目
南
無

妙
法
蓮
華
経
を
弘
め
る
こ
と
で
す
。

そ
の
こ
と
を
、
次
の
所
を
見
て
く
だ
さ
い
、
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
天
台
大
師
の
解
釈
で
す
。
他
の
菩
薩
で
は
不
可
で
あ
る
こ
と

の
理
由
で
す
。
他
の
菩
薩
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
土
に
お
い
て
任
務
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
菩
薩
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
土
で
や
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
様
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
法
を
弘
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
教
主
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
。
お
釈
迦
様
は
こ
の
娑
婆
世
界
の
教
主
だ
と
説
い
て
あ
り
ま
す
。
娑
婆
世
界
と
は
我
々
が
住
ん
で
い
る
こ
こ
で
す
。
他
の
菩
薩
方
は
そ

れ
ぞ
れ
の
国
に
任
務
が
あ
る
。
他
の
菩
薩
は
こ
の
娑
婆
世
界
と
の
ご
縁
が
薄
い
。
他
の
菩
薩
に
付
属
す
る
と
本
化
の
菩
薩
を
召
し
出
だ
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
本
化
を
召
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
釈
尊
の
本
地
、
釈
尊
ご
自
身
が
久
遠
で
あ
る
こ
と
も
開
顕
で
き
な
い
。
こ

う
い
う
理
由
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

そ
の
次
は
、
召
三
、
即
ち
本
化
地
涌
を
召
し
出
だ
す
三
つ
の
理
由
、
地
涌
の
菩
薩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
す
。
地
涌
の
菩
薩
は

釈
尊
の
久
遠
教
化
の
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
即
ち
本
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
釈
尊
の
ご
本
懐
の
教
え
、
即
ち
本
法
を
付
属
す
る
。
本
法
と
は
久

遠
の
法
で
す
。
久
遠
の
弟
子
だ
か
ら
久
遠
の
法
を
付
属
す
る
と
い
う
の
で
す
。
な
ぜ
、
釈
尊
の
ご
本
懐
の
教
え
だ
と
、
久
遠
の
弟
子
に
付

属
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
他
の
菩
薩
方
で
は
任
に
耐
え
な
い
。
な
ぜ
任
に
耐
え
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
任
務
が
大
変
だ
か
ら

で
す
。
な
ぜ
任
務
が
大
変
な
の
か
と
い
う
と
、
地
涌
の
菩
薩
が
引
き
受
け
る
の
は
如
来
滅
後
だ
か
ら
で
す
。
滅
後
と
は
仏
様
が
入
滅
さ
れ

た
後
で
す
。
肉
体
を
持
っ
た
仏
様
は
も
う
い
な
い
の
で
す
。
肉
体
を
持
っ
た
仏
様
が
い
な
い
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
段
々
、
仏
様
の

教
え
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
く
。
段
々
と
軽
視
さ
れ
て
、
修
行
す
る
人
が
い
な
く
な
る
。
悟
り
を
開
く
人
も
い
な
く
な
る
。
段
々
、
仏
教
が

形
式
化
し
て
い
く
。
例
え
ば
お
経
を
読
む
人
は
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
修
行
を
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
建
物
を
建
て

る
人
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
皆
、
形
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
本
質
は
悟
り
、
救
い
で
す
。
お
経
を
読
む
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
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て
、
お
経
を
読
ん
で
、
仏
様
の
救
い
に
あ
ず
か
る
。
お
経
を
読
ん
で
仏
様
の
真
意
を
知
る
の
で
す
。
立
派
な
お
寺
が
建
つ
か
も
知
れ
な

い
。
立
派
な
お
寺
は
何
の
た
め
に
建
つ
の
で
す
か
。
正
し
い
教
え
を
弘
め
る
た
め
で
す
。
教
え
を
弘
め
る
た
め
に
お
寺
を
建
て
る
の
で

す
。
形
式
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
悟
り
を
開
く
人
は
い
な
く
な
る
。
修
行
を
す
る
人
は
い
な
く
な
る
。
た
だ
教
え
の
み
が
残

る
の
で
す
。
教
の
み
が
残
る
、
そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
し
ま
う
。

如
来
の
滅
後
は
段
々
段
々
悪
く
な
る
の
で
す
。
悪
世
と
言
っ
て
い
ま
す
。
悪
い
世
な
の
で
す
。
悪
い
世
の
中
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
い

る
人
達
が
悪
い
か
ら
そ
う
な
る
の
で
す
。
悪
機
で
す
。
機
と
は
、
人
々
と
い
う
風
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
悪
い

人
々
で
す
。
悪
い
人
々
が
存
在
す
る
。
仏
様
が
入
滅
さ
れ
る
と
段
々
人
々
が
仏
様
の
教
え
を
信
じ
な
い
。
そ
う
い
う
人
達
が
増
え
て
く

る
。
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
、
迹
化
の
菩
薩
方
に
は
と
て
も
任
に
耐
え
な
い
。
だ
か
ら
、
仏
様
の
本
弟
子
で
な
け
れ
ば
、
如
来
滅
後
の
法

華
経
の
弘
通
は
と
て
も
耐
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

地
涌
の
菩
薩
は
こ
の
娑
婆
世
界
と
の
ご
縁
が
深
い
。
こ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
地
涌
の
菩
薩
は
釈
尊
の
本
弟
子
で
す
。
釈
尊
は
、
先

ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
教
主
で
す
。
娑
婆
世
界
の
教
主
の
本
弟
子
な
の
で
す
か
ら
、
こ
の
地
涌
の
菩
薩
方
は
ま

さ
し
く
、
娑
婆
世
界
で
釈
尊
滅
後
に
法
を
弘
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

釈
尊
が
永
遠
な
ら
、
釈
尊
が
法
を
弘
め
れ
ば
よ
い
の
に
、
な
ぜ
地
涌
に
任
せ
る
の
か
と
仰
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
釈
尊
は
永
遠
仏
な
の

で
す
が
、
肉
体
を
持
っ
て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
で
す
。
肉
体
は
滅
す
る
の
で
す
。
永
遠
の
仏
は
ま
し
ま
す
。
ど
う
い
う
風
に
ま
し
ま
す

の
か
と
い
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
姿
を
も
っ
て
ま
し
ま
す
。
皆
様
一
人
ひ
と
り
も
、
久
遠
の
仏
様
の
顕
現
、
現
れ
、
建
物
も
そ
う
で
す
し
、
自

然
の
移
り
変
わ
り
も
そ
う
で
す
し
、
或
い
は
、
仏
像
で
象
徴
的
に
表
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏
様
と
し
て
現
れ
ま
す
。

し
か
し
、
姿
か
た
ち
を
持
っ
た
も
の
は
無
常
で
す
。
全
て
生
じ
る
も
の
は
滅
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
姿
を
も
っ
て
仏
様
は
存
在
し
て
い
る

の
で
す
。
だ
か
ら
、
絶
対
的
な
、
永
遠
に
存
在
す
る
仏
と
し
て
、
姿
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
久
遠
の
仏
様
は
、
久

遠
の
法
を
お
説
き
に
な
り
、
そ
の
法
を
付
属
す
る
。
地
涌
の
菩
薩
に
付
属
な
さ
っ
て
、
そ
し
て
肉
体
を
滅
せ
ら
れ
る
。
肉
体
を
滅
せ
ら
れ
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て
も
、
仏
様
は
永
遠
に
生
き
続
け
て
人
々
を
お
救
い
下
さ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
付
属
と
い
う
こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
の
次
で
す
。
地
涌
の
菩
薩
を
召
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊
の
本
地
、
即
ち
久
遠
実
成
を
開
顕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
久

遠
の
お
弟
子
と
い
う
こ
と
を
媒
介
と
し
て
、
仏
様
自
身
が
実
は
久
遠
だ
と
い
う
こ
と
を
如
来
寿
量
品
で
お
説
き
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
『
文
句
』
の
解
釈
で
す
。

そ
の
次
が
、
２
、
に
な
り
ま
す
。
如
来
神
力
品
第
二
十
一
に
説
か
れ
て
い
る
地
涌
の
菩
薩
で
す
。
第
十
五
章
は
、
地
涌
の
菩
薩
が
現
れ

た
、
そ
の
う
ち
の
四
人
が
リ
ー
ダ
ー
、
仏
様
の
本
弟
子
で
あ
り
、
仏
様
の
入
滅
さ
れ
た
後
に
仏
様
の
教
え
を
弘
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
い

う
説
明
を
し
ま
し
た
。

（
１
）
法
華
経
に
お
け
る
如
来
神
力
品
第
二
十
一
の
位
置
づ
け
。
久
遠
の
釈
尊
の
教
え
を
未
来
永
劫
に
弘
め
る
。
こ
こ
が
大
事
な
所
で

す
。
地
涌
の
菩
薩
が
折
角
涌
き
出
て
も
、
仏
様
か
ら
き
ち
ん
と
委
嘱
を
受
け
て
、
要
す
る
に
印
可
状
で
す
ね
、
証
明
書
を
も
ら
っ
て
、
そ

し
て
仏
様
と
約
束
を
交
わ
し
て
、
実
際
、
如
来
滅
後
に
出
現
し
て
き
て
、
そ
の
約
束
を
履
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
が
、
神
力
品
の
付
属
の
儀
で
す
。

儀
と
は
、
儀
式
の
こ
と
で
す
。
こ
の
神
力
品
の
付
属
の
儀
式
に
日
蓮
大
聖
人
の
出
発
が
あ
る
の
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
立
ち
上
が
っ
た

の
で
す
。
こ
の
社
会
に
立
ち
上
が
っ
た
。
そ
の
立
ち
上
が
っ
た
原
点
は
こ
の
付
属
の
儀
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
も
よ
い
と
思
い
ま

す
。
ど
う
い
う
風
に
付
属
し
た
か
。
概
略
は
二
つ
の
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
一
つ
は
教
え
、
教
法
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
一
つ
は
人
師
で

す
。
仏
様
は
地
涌
の
菩
薩
に
何
を
付
属
し
た
の
か
。

神
力
品
に
要
法
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
皆
様
普
段
お
読
み
に
な
り
ま
す
神
力
品
の
中
に
、
以
要
言
之
如
来
一
切
所
有
之
法
と
あ

り
ま
す
ね
。
要
を
以
っ
て
こ
れ
を
言
わ
ば
、
如
来
一
切
所
有
之
法
と
か
甚
深
之
事
と
出
て
き
ま
す
で
し
ょ
う
。
要
を
以
っ
て
と
は
、
要

（
か
な
め
）
で
す
。
付
属
の
法
は
要
法
で
す
。
一
つ
は
要
法
で
す
。
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そ
し
て
、
誰
に
付
属
し
た
の
か
。
こ
れ
が
地
涌
の
菩
薩
。
そ
の
中
心
が
上
行
菩
薩
。
こ
れ
も
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
。

こ
の
、
要
法
の
法
華
経
と
は
、
即
ち
、
こ
れ
が
、
今
日
は
資
料
に
入
れ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
如
来
寿
量
品
で
説
か
れ
て
い
る
良

薬
、
大
良
薬
で
す
ね
。
毒
を
飲
ん
で
苦
し
ん
で
い
る
子
供
た
ち
を
救
う
た
め
に
、
父
の
お
医
者
さ
ん
が
、
自
分
の
子
供
を
救
う
た
め
に
与

え
た
そ
の
薬
。
即
ち
、
こ
れ
が
大
良
薬
で
す
。
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
と
し
て
立
っ
た
の
が
日
蓮
大
聖
人
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し

た
。
こ
う
い
う
構
図
に
な
る
の
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
釈
尊
か
ら
付
属
さ
れ
た
上
行
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
に
立
っ
て
、
題
目
を
弘
め
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
こ
の
付
属
の
儀

に
、
題
目
の
信
仰
、
そ
れ
か
ら
日
蓮
大
聖
人
の
信
仰
、
要
す
る
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
あ
る
べ
き
姿
、
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

決
し
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
更
に
詳
し
く
、（
２
）
で
項
目
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
地
涌
の
菩
薩
の
誓
い
。
ま
ず
地
涌
の
菩
薩
が
誓
い
ま
す
。

何
を
誓
う
の
か
と
い
う
と
、
仏
様
が
入
滅
さ
れ
た
後
に
、
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
を
弘
め
る
こ
と
で
す
。
滅
後
弘
教
の
誓
い
、
こ
れ
が
神
力

品
の
最
初
で
す
。
す
る
と
、
釈
尊
が
十
種
類
の
神
力
を
現
し
ま
す
。
神
通
力
で
す
。
神
通
力
と
は
不
思
議
の
力
で
す
。
お
経
に
は
よ
く
神

通
力
の
話
が
出
て
き
ま
す
。
仏
様
が
舌
を
梵
天
ま
で
お
つ
け
に
な
っ
た
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
咳
払
い
、
指
を
弾
く
、
そ
う
い
う
十
種
類
の

不
思
議
な
事
を
現
さ
れ
た
。
こ
れ
が
仏
様
の
神
通
力
で
す
。

な
ぜ
神
通
力
を
現
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
ま
た
こ
れ
も
解
釈
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
仏
様
が
、
仏
様
入
滅
後
の
法
華
経

の
弘
通
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
救
わ
れ
て
い
く
、
法
華
経
の
救
い
を
地
涌
の
菩
薩
を
通
し
て
実
現
す
る
、
そ
の
先
瑞
で
す
。
こ
れ
か

ら
と
て
も
大
切
な
喜
ば
し
い
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
よ
と
い
う
前
触
れ
で
す
。
先
瑞
と
い
う
の
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
が
起
き
る
前
兆
で

す
。そ

し
て
、
要
法
が
説
か
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
少
し
ご
紹
介
し
た
要
法
で
す
。
四
句
要
法
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
四
つ
の
句
で
法
華
経
全
体

を
集
約
す
る
。
一
代
聖
教
、
釈
尊
の
全
て
の
教
え
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
一
切
経
で
す
。
釈
尊
の
全
て
の
教
え
が
法
華
経
に
集
約
さ
れ
、
法
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華
経
の
教
え
が
寿
量
品
に
集
約
さ
れ
、
寿
量
品
の
教
え
が
題
目
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
の
題
目
が
要
法
の
法
華
経
で
す
。
四
つ
の
句
で
要
法

を
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
、
天
台
大
師
が
地
涌
の
菩
薩
へ
の
結
要
付
属
と
解
釈
し
た
の
で
す
。

結
要
と
は
要
に
結
ぶ
と
い
う
こ
と
。
結
要
の
付
属
と
は
法
華
経
を
要
に
結
ん
で
付
属
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

法
華
経
信
仰
に
は
色
々
あ
る
。
日
蓮
大
聖
人
も
天
台
法
華
宗
か
ら
出
発
な
さ
っ
た
。
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
方
は
殆
ど
が
天
台
宗
か
ら
出
発

な
さ
い
ま
し
た
。
天
台
宗
の
法
華
仏
教
と
日
蓮
大
聖
人
の
法
華
仏
教
と
は
ど
う
違
う
の
で
す
か
、
と
い
う
質
問
が
出
ま
す
。
天
台
宗
の
法

華
仏
教
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
法
華
経
の
法
華
仏
教
で
す
。
法
華
経
は
一
部
八
巻
二
十
八
品
で
す
。
部
経
と
言
い
ま
す
。
法
華
経
二
十

八
章
は
ご
存
知
で
す
ね
。
法
華
経
二
十
八
章
の
法
華
経
を
信
仰
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
日
蓮
大
聖
人
は
要
法
の
法
華
経
信
仰
を

し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
、
天
台
法
華
と
日
蓮
法
華
と
の
違
い
が
生
じ
て
い
ま
す
。
法
華
経
全
体
を
釈
尊
の
教
え
と
し
て
受
け
止
め
る

か
、
題
目
を
釈
尊
の
中
心
の
教
え
と
し
て
受
け
止
め
る
か
の
違
い
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
題
目
に
法
華
経
全
体
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ

が
、
日
蓮
大
聖
人
の
要
法
の
法
華
経
信
仰
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
結
要
付
属
の
要
法
で
す
。

そ
の
次
に
別
付
属
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
別
し
て
付
属
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
別
は
特
別
と
か
分
け
る
と
い
う
意
味
で
す
か

ら
、
特
別
の
菩
薩
の
み
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
別
の
菩
薩
と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
地
涌
の
菩
薩
で
す
。

そ
れ
で
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
神
力
品
は
、
上
行
等
の
地
涌
の
菩
薩
に
、
題
目
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
七
字
を
付
属
し
た
、
と
い
う
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
付
属
の
所
に
、
日
蓮
大
聖
人
が
題
目
を
受
持
し
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
を
も
っ
て
お
立
ち
に
な
る
。
そ
こ
に
原

点
が
あ
る
。

で
す
か
ら
日
蓮
大
聖
人
の
宗
教
は
、
法
華
経
二
十
八
章
の
中
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
神
力
品
で
お
立
ち
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

く
ら
い
で
す
。
た
だ
し
そ
う
い
う
こ
と
を
強
く
言
う
と
問
題
が
生
じ
る
。
法
華
経
は
あ
く
ま
で
も
寿
量
品
が
中
心
で
あ
る
。
寿
量
品
を
通

し
て
神
力
品
を
見
る
。
寿
量
品
を
通
し
て
方
便
品
を
見
る
。
寿
量
品
を
通
し
た
神
力
品
に
よ
っ
て
日
蓮
大
聖
人
は
お
立
ち
に
な
っ
た
。
何

故
そ
う
い
う
念
を
押
す
の
か
と
い
う
と
、
神
力
品
だ
け
を
言
う
と
、
教
主
の
久
遠
釈
尊
の
影
が
薄
く
な
る
。
上
行
菩
薩
こ
そ
が
最
も
大
切



─ ─

な
人
だ
と
い
う
と
、
日
蓮
大
聖
人
だ
け
が
前
に
出
て
き
て
、
お
釈
迦
様
が
ど
っ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
宗
教
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
う
い
う
問
題
が
生
じ
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
、
今
日
、
冒
頭
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
お
釈
迦
様
が
上
、
日
蓮
大
聖
人
は
そ
の
下
と

い
う
の
が
日
蓮
宗
の
信
仰
な
の
で
す
。

神
力
品
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
立
ち
上
が
る
重
要
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
寿
量
品
を
媒
介
と
し
て
受
け
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
久
遠
釈
尊
の
意
志
を
受
け
て
、
地
涌
の
菩
薩
の
自
覚
を
持
っ
て
日
蓮
大
聖
人
は
お
立
ち
に
な
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
は
、
次
に
（
３
）
で
す
。
地
涌
の
菩
薩
に
付
属
す
る
こ
と
の
理
由
。
こ
れ
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
ご
遺
文
に
し
ば
し
ば
お
挙
げ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
天
台
・
妙
楽
・
道
暹
の
解
釈
を
そ
こ
に
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
感
心
す
る
の
で
す
。
い
つ
見
て
も

感
激
を
新
た
に
す
る
の
で
す
。

天
台
大
師
は
「
地
涌
の
菩
薩
は
釈
尊
の
弟
子
で
あ
る
が
ゆ
え
に
釈
尊
の
法
を
弘
め
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
弟
子
が
師

匠
の
法
を
弘
め
る
。
こ
れ
は
普
通
で
す
。
即
ち
、
師
弟
関
係
で
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
別
に
仏
教
の
世
界
で
な
く
と
も
、

茶
道
で
も
、
華
道
で
も
、
師
匠
が
伝
授
し
て
、
お
弟
子
さ
ん
が
そ
れ
を
や
っ
て
い
く
。
師
の
法
を
弟
子
が
弘
め
る
の
は
普
通
の
こ
と
で

す
。そ

の
次
、
妙
楽
大
師
。「
地
涌
の
菩
薩
は
釈
尊
の
子
で
あ
る
ゆ
え
に
父
の
法
を
弘
め
る
」
で
す
。
こ
れ
は
、
仏
の
子
。
子
が
父
の
法
を

弘
め
る
。
こ
れ
は
父
子
関
係
で
話
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
更
に
深
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
父
子
で
す
か
ら
。
師
弟

は
深
い
ご
縁
を
も
っ
て
師
弟
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
親
子
は
気
付
い
た
ら
親
子
な
の
で
す
。
こ
れ
は
何
か
の
ご
縁
を
持
っ
て
い
る
の
で

す
。
宿
縁
。
こ
の
世
で
親
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
、
よ
ほ
ど
の
深
い
縁
で
す
。
宿
縁
と
は
過
去
世
の
縁
で
す
。
過
去
世
に

深
い
ご
縁
を
持
た
な
い
と
親
子
に
は
な
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
父
の
法
を
子
供
が
弘
め
る
と
言
っ
た
の
は
、
や
は
り
深
い
と
思
う
の
で
す
。

法
を
弘
め
る
菩
薩
は
仏
様
の
子
供
な
の
だ
、
と
い
う
解
釈
は
深
い
と
思
う
の
で
す
。
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そ
の
次
を
見
て
く
だ
さ
い
。「
久
遠
の
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
久
遠
の
菩
薩
に
付
属
す
る
」。
こ
れ
も
す
ご
い
で
す
。
久
遠
の
法
な
の
だ
か

ら
、
久
遠
の
菩
薩
が
弘
め
る
と
言
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
視
点
が
久
遠
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
久
遠
の
法
と
久
遠
の
人
。
こ
れ
は
教

え
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
た
だ
単
に
、
父
の
教
え
を
弘
め
る
と
か
、
師
の
法
を
弘
め
る
と
言
う
の

で
は
な
い
の
で
す
。
久
遠
の
法
を
久
遠
の
菩
薩
が
弘
め
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
や
は
り
こ
れ
は
深
い
で
す
よ
。
久
遠
の
法
を
弘
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
久
遠
の
弟
子
だ
け
な
の
で
す
。

時
代
が
推
移
し
て
い
く
と
、
教
え
の
解
釈
も
深
ま
る
。
典
型
的
な
こ
れ
は
例
だ
と
思
う
の
で
す
。
私
達
の
時
代
に
色
々
な
解
釈
を
し
ま

す
。
法
華
経
の
教
え
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
。
そ
の
理
解
が
先
師
と
同
じ
で
は
駄
目
な
の
で
す
。
先
師
が
こ
う
言
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
て
、
先
師
が
仰
っ
て
い
る
こ
と
を
更
に
咀
嚼
し
て
、
私
は
更
に
こ
う
思
い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
と
、
人
類
は
前
に
進

み
ま
せ
ん
。

も
し
か
す
る
と
最
初
に
言
い
出
し
た
人
は
、
別
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。
し
か
し
次
の
人
が
更
に
そ
れ
を
深

め
る
、
次
の
人
が
更
に
そ
れ
を
深
め
る
、
と
い
う
風
に
し
て
、
発
展
さ
せ
て
い
く
。
そ
こ
に
人
類
の
未
来
が
拓
け
て
い
く
の
だ
と
思
う
の

で
す
。

小
説
を
皆
様
が
お
読
み
に
な
る
。
小
学
生
の
時
に
読
ん
だ
、
中
学
生
の
時
に
読
ん
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
で
感
銘
が
違
い
ま
す
。
今
読
ん
だ
ら

そ
の
時
に
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
深
ま
り
の
道
で
す
。
も
し
か
す
る
と
、
小
説
を
書
い
た
本
人
は
意
図
し
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
意
図
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
読
む
人
が
汲
み
取
っ
て
読
ん
で
い
く
と
、
著
者
の
意
図
し
た
も
の
以

上
の
作
品
と
し
て
受
け
取
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
風
に
、
人
間
は
進
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
解
釈
が
良
い
か
悪
い
か
と
い
う
こ
と
は
大
勢
の
人
が
歴
史
の
中
で
判

断
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
の
中
で
、
こ
れ
は
後
退
し
て
い
る
と
か
、
進
ん
で
い
る
と
か
、
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
客
観
的
な
歴
史

の
審
判
を
受
け
れ
ば
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
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（
４
）
上
行
菩
薩
の
使
命
。
そ
う
い
う
風
に
、
仏
様
か
ら
付
属
を
受
け
た
上
行
菩
薩
に
は
ど
う
い
う
使
命
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
に
挙
げ

て
お
き
ま
し
た
。
付
属
さ
れ
た
法
。
即
ち
そ
れ
が
要
法
の
法
華
経
で
あ
り
、
題
目
の
五
字
七
字
で
す
。

付
属
さ
れ
た
活
動
。
何
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
滅
後
末
法
に
お
け
る
題
目
の
受
持
弘
通
で
す
。
即
ち
、
お
題
目
を
唱

え
、
お
題
目
を
弘
め
る
。
そ
し
て
、
お
題
目
の
精
神
で
生
き
て
、
お
題
目
の
精
神
に
立
脚
し
た
平
和
な
世
界
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
れ
を
い
つ
や
る
の
か
。
付
属
さ
れ
た
こ
と
を
実
現
す
る
時
。
そ
れ
が
滅
後
末
法
。
先
ほ
ど
も
出
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
仏
様
の
教

え
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
な
い
人
達
、
悪
機
で
す
。
そ
の
人
々
に
法
を
弘
め
る
。

付
属
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
責
任
。
そ
れ
は
、
釈
尊
と
の
約
束
を
履
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
滅
後
末
法
に
お
け
る

題
目
五
字
七
字
の
受
持
弘
通
。
先
ほ
ど
と
同
じ
で
す
。
末
法
の
導
師
と
し
て
の
使
命
を
実
現
す
る
。
こ
の
使
命
の
実
現
の
こ
と
は
、
次
の

三
で
す
。
そ
ち
ら
で
お
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
と
め
ま
す
と
、
空
中
の
宝
塔
の
中
の
仏
様
と
上
行
菩
薩
は
約
束
し
た
の
で
す
。
仏
様
が
入
滅
さ
れ
た
後
に
出
現
し
て
、
そ
の
約
束
を

果
た
す
。
そ
こ
に
日
蓮
大
聖
人
が
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
を
持
っ
て
お
立
ち
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
し
た
わ
け
で
す
。

三
に
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
末
法
の
導
師
と
し
て
の
ご
自
覚
を
ど
の
よ
う
に
お
持
ち
に
な
り
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
表
明
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
１
、
が
日
蓮
大
聖
人
の
自
覚
。
こ
れ
に
つ
い
て
十
の
項
目
を
立
て
て
い
ま
す
。
２
、
が
日
蓮
大
聖
人
の
上
行
菩
薩
と
し
て
の

自
覚
の
表
明
。

そ
れ
で
は
１
、
の
ど
の
よ
う
に
自
覚
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
初
に
、
ど
の
よ
う
に
自
覚
な

さ
っ
た
の
か
。
日
蓮
大
聖
人
の
自
覚
。
こ
こ
に
十
の
項
目
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
皆
様
方
も
普
段
お
聞
き
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
思

い
ま
す
。

（
１
）
仏
子
。
先
ほ
ど
も
仏
子
と
い
う
言
葉
を
板
書
し
た
の
で
す
が
、
仏
の
子
供
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
信
仰
者
と
し
て
、
例
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え
ば
仏
教
信
仰
者
と
し
て
、
或
い
は
法
華
経
信
仰
者
と
し
て
、
自
身
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
様
方
も
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
を
込
め
て
、
自
身
を
法
華
経
の
教
え
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
な
さ
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
簡
単

に
言
え
ば
法
華
経
の
信
仰
者
と
か
、
或
い
は
法
華
経
の
受
持
者
と
か
、
或
い
は
日
蓮
宗
の
教
師
、
即
ち
仏
様
の
教
え
を
受
け
持
ち
そ
れ
を

他
の
人
に
弘
め
る
役
割
を
担
う
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
込
め
て
、
自
身
を
受
け
止
め
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
挙
げ
ま
し
た

の
は
、
一
般
的
な
こ
と
か
ら
、
日
蓮
大
聖
人
の
ま
さ
し
く
自
覚
の
世
界
に
至
る
ま
で
の
、
様
々
な
事
柄
を
十
の
項
目
に
分
け
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。

仏
子
。
仏
様
の
子
供
と
し
て
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
も
少
し
申
し
上
げ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
父
子
の
結
縁
と

い
う
こ
と
で
す
。
父
子
の
結
縁
は
、
父
が
仏
様
で
す
。
そ
し
て
子
が
自
分
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
仏
様
の
子
供
と
し
て
の
自

覚
を
も
た
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
別
に
日
蓮
大
聖
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
達
一
人
ひ
と
り
が
、
仏
様
の
子
供
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ

と
。
分
か
り
や
す
く
い
う
と
、
例
え
ば
、
仏
性
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
仏
性
は
仏
の
性
と
い
う
こ
と
で
、
全
て
の
人
々
は
、
仏
様
の

子
供
で
あ
る
と
か
、
仏
様
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
か
、
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
理
念
的
な
表
現
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、
父
子
の
結
縁
と
は
、
親
子
関
係
と
い
う
こ
と
で
す
。
父
が
仏
様
で
す
か
ら
、
そ
の
子
は
仏
様
の
子
、
即
ち
仏
の
種
を
こ
う
む
っ
た

者
。
仏
の
子
と
は
仏
種
を
こ
う
む
っ
た
者
と
い
う
意
味
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
教
学
に
は
仏
種
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
仏
性
と
い
う
の
は
、
一
般
的
な
仏
教
の
言
葉
で
す
。
仏
種
と
い
う
と

も
っ
と
現
実
的
、
具
体
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
き
ま
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
種
で
す
か
ら
。
種
と
い
う
の
は
物
で
す
。
物
質
的
な
概

念
を
持
っ
て
い
ま
す
。
種
は
地
面
に
蒔
い
て
、
芽
が
出
て
、
成
長
し
て
、
花
が
咲
く
と
か
、
実
が
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

い
う
、
植
物
の
生
育
に
例
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
非
常
に
具
体
性
を
持
つ
。
即
ち
、
仏
の
種
を
持
つ
子
供
で
す
。

私
達
も
仏
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
で
す
。
そ
の
仏
の
種
を
い
つ
い
た
だ
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
過
去
世
の
結
縁
で
す
。
久
遠
の
教
化
を
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受
け
た
地
涌
の
菩
薩
は
、
久
遠
の
結
縁
を
し
て
い
る
仏
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
全
て
の
人
々
は
、
仏
様
の
子
供
と
し
て
結
縁

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
様
と
結
縁
し
て
い
る
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
身
の
自
覚
の
問
題
で
す
か
ら
、
私
は
仏
様
の
子
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
思
う
人

も
い
る
し
、
ま
た
、
私
は
仏
様
の
子
供
で
す
と
い
う
人
も
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
覚
の
問
題
で
す
。
私
達
の
立
場
で
は
、
私
達
の
心
の
持

ち
よ
う
の
問
題
な
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
様
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
人
々
が
考
え
よ
う
と
、
ど
の
よ
う
に
人
々
が
言

お
う
と
、
全
て
の
人
々
は
仏
様
の
子
供
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
風
に
、
仏
様
は
、
遍
く
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
の
よ
う
な
人
々
で
も
、

平
等
に
慈
悲
の
心
を
か
け
慈
悲
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
特
に
、
そ
の
中
に
病
気
の
者
が
い
た
ら
、
仏
で
あ
る
親
は
、
よ
り
深
い
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
そ
の
子
供
を
憐
れ
み
、
治
そ
う
と

し
て
く
だ
さ
る
。
治
療
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ
の
治
療
が
仏
様
の
深
い
慈
愛
、
い
つ
も
よ
り
も
更
に
深
い
慈
愛
が
そ
こ
に
か
け
ら
れ

る
。末

法
の
衆
生
。
我
々
で
す
。
末
法
に
生
ま
れ
た
私
達
は
、
こ
う
い
う
悪
世
に
巡
り
合
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
仏
様
の
ほ
う

に
背
を
向
け
が
ち
な
生
き
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
に
こ
そ
、
仏
様
は
、
強
い
慈
悲
の
光
を
放
っ
て
、
人
々
を
お
救
い

く
だ
さ
る
。
そ
の
、
よ
り
深
い
仏
様
の
慈
悲
の
光
、
慈
悲
の
手
、
そ
れ
が
題
目
の
教
え
で
あ
る
。

で
す
か
ら
、
仏
性
と
い
う
の
は
一
般
的
な
言
葉
で
、
仏
子
と
い
う
と
よ
り
具
体
的
で
す
。
仏
種
を
い
た
だ
い
た
か
い
た
だ
か
な
い
か
と

い
う
、
そ
の
所
に
私
達
の
宗
教
的
な
自
覚
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
仏
種
は
お
題
目
だ
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
切
の
人
々
は
久
遠
の
過
去
世
か
ら
下
種
結
縁
を
し
て
い
る

と
お
受
け
取
り
に
な
っ
た
の
で
す
。
私
達
は
、
自
覚
す
る
自
覚
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
永
遠
の
過
去
か
ら
題
目
の
仏
種
と
い
う
結
縁
を
い

た
だ
い
て
い
た
。
そ
う
い
う
存
在
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
末
法
の
我
々
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

忘
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
仏
様
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
哀
れ
な
る
人
間
の
姿
。
こ
れ
を
寿
量
品
で
は
、
長
行
、
つ
ま
り
散
文
の
所
で
、
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失
本
心
者

し
つ
ぽ
ん
し
ん
し
ゃ

と
説
か
れ
て
い
る
。
本
心
を
失
え
る
者
。
本
心
を
失
う
と
い
う
の
は
、
自
身
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
仏
様
の
子
で
あ
り

な
が
ら
、
仏
様
の
子
で
あ
る
自
身
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
存
在
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
我
々
の
た
め

に
、
仏
様
は
要
法
の
題
目
の
慈
悲
の
薬
を
私
達
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
末
法
に
お
け
る
題
目

の
信
仰
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
父
子
と
い
う
こ
と
に
は
、
自
分
た
ち
が
信
仰
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
次
は
（
２
）
の
法
師
で
す
。
法
師
と
は
、
仏
様
の
教
え
を
実
践
す
る
者
で
す
。
五
種
法
師
行
の
実
践
者
で
す
。
お
経
に
は
し
ば
し

ば
、
受
持
読
誦
解
説
書
写
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
五
種
類
の
、
法
師
が
行
う
べ
き
行
で
あ
る
か
ら
、
五
種
法
師
行
と
い
い
ま
す
。

法
師
と
は
、
仏
様
の
教
え
を
受
け
持
っ
て
実
践
し
、
他
に
も
弘
め
る
者
と
い
う
意
味
で
す
。

受
持
は
受
け
持
つ
、
仏
様
の
教
え
を
受
け
持
つ
。
読
は
読
む
。
誦
は
諳
ん
じ
て
読
む
、
暗
誦
す
る
こ
と
で
す
。
暗
記
し
て
い
て
、
お
経

本
を
見
な
く
て
も
読
め
る
こ
と
が
誦
で
す
。
誦
経
で
す
。
お
経
本
を
見
な
が
ら
読
む
の
は
読
経
で
す
。
そ
し
て
書
写
、
書
き
写
す
こ
と
で

す
。
今
は
、
印
刷
が
簡
単
に
で
き
る
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
あ
ま
り
書
写
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
書
写
行
と

い
う
の
は
、
仏
様
の
教
え
を
残
す
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
大
変
深
い
意
義
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
仏
様
が
如
何
に
偉
大
な
教
え
を
お
説

き
に
な
っ
て
も
、
そ
の
教
え
を
、
見
る
人
、
目
に
す
る
こ
と
、
勉
強
す
る
人
、
手
に
取
る
こ
と
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
な
か
な
か

伝
わ
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。

イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
仏
様
は
一
人
で
す
。
一
人
の
や
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
様
も
自
分
の
生
涯
を
、
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
て

く
だ
さ
い
。
ど
の
く
ら
い
の
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。
出
会
っ
た
人
も
、
そ
れ
は
大
変
な
数
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
無
限
化
し
て
い
く
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
や
は
り
文
字
な
の
で
す
。
経
典
が
あ
れ
ば
、
そ
の
経
典
が
他

の
国
の
言
葉
に
訳
さ
れ
る
。
そ
れ
が
ま
た
更
に
翻
訳
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
言
語
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
る
一
定
の
時
代
を
経
て
も
、
次
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
次
々
に
、
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
ま
た
勉
強
す
る
人
、
信
仰

す
る
人
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
書
写
と
い
う
の
は
非
常
に
深
い
意
義
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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こ
れ
を
法
師
の
な
す
べ
き
五
つ
の
行
と
言
う
。
五
種
法
師
行
。
読
ん
だ
り
、
解
説
し
た
り
、
書
写
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
行
だ

け
で
は
な
い
。
自
身
も
行
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
自
身
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
を
自
行
化
他
に
わ
た
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
自
行
と

い
う
の
は
自
ら
の
行
。
化
他
と
い
う
の
は
他
を
化
す
で
す
。
他
の
人
に
と
っ
て
も
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
が
、
自
行

化
他
に
わ
た
る
修
行
。
即
ち
自
他
に
わ
た
っ
て
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
を
行
う
の
が
法
師
で
す
。
法
華
経
の
中
に
も
法
師
品
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
如
来
滅
後
の
仏
教
信
仰
者
の
な
す
べ
き
こ
と
、
あ
る

べ
き
姿
を
説
い
た
も
の
で
す
。

（
３
）
が
如
来
使
。
こ
れ
は
如
来
の
使
い
と
い
う
意
味
で
す
。
如
来
に
遣
わ
さ
れ
た
者
。
即
ち
仏
様
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
で
す
。
ど
こ

ど
こ
へ
行
っ
て
ど
う
い
う
風
に
し
な
さ
い
、
と
命
令
さ
れ
た
者
で
す
。
そ
れ
か
ら
如
来
の
事じ

を
行
ず
る
者
。
仏
様
の
な
す
べ
き
こ
と
を
な

す
者
。
即
ち
、
仏
様
か
ら
命
じ
ら
れ
て
、
仏
様
の
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
者
。
こ
れ
が
如
来
の
使
い
で
す
。
使
い
は
あ
く
ま
で
使
い
な
の

で
す
。
使
い
は
命
令
し
た
本
体
と
同
じ
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
の
本
体
の
意
志
を
体
現
し
て
い
く
人
で
す
か
ら
、
人
格
は
別
で
す
。
生
命

的
個
体
は
別
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
な
す
べ
き
こ
と
は
ま
さ
し
く
本
体
の
命
令
さ
れ
た
こ
と
が
ら
で
す
。
如
来
使
は
仏
様
の
意
図
を
汲
ん
で

実
践
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
如
来
に
遣
わ
さ
れ
、
如
来
の
事
を
行
ず
る
者
、
如
来
使
で
す
。
こ
れ
も
法
華
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
ま

す
。（

４
）
は
受
持
者
。
先
ほ
ど
も
受
持
と
い
う
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
三
業ご

う

に
わ
た
る
信
受
念
持
者
で
す
。
三
業
は
身
体
と
口
と

意こ
こ
ろ

で
す
。
身
体
で
法
華
経
を
受
け
持
つ
こ
と
。
口
で
受
け
持
つ
こ
と
。
意
は
心
で
受
け
持
つ
こ
と
。
信
受
念
持
と
あ
り
ま
す
が
、『
大
智

度
論
』
で
、
信
の
ゆ
え
に
受
け
、
念
の
ゆ
え
に
持
つ
と
い
う
の
で
す
。
受
け
る
と
い
う
こ
と
と
持
つ
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
言
葉
で
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
す
。
受
け
る
こ
と
は
持
つ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
瞬
間

的
な
行
為
で
す
。
持
つ
と
い
う
の
は
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
持
続
は
困
難
な
こ
と
で
す
。
人
間
と
い
う
の
は
瞬
間
だ
け
で
す
よ

ね
。
日
記
の
話
も
よ
く
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
日
間
も
日
記
を
書
い
た
ら
よ
い
ほ
う
で
す
ね
。
最
初
、
決
意
し
て
そ
の
日
書
い
た
ら
も
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う
次
の
日
は
忘
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
だ
い
た
い
で
す
。
だ
か
ら
、
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
困
難
か
。
そ
れ
は
念
で
す
ね
。
ま

さ
し
く
、
仏
様
の
教
え
を
受
け
持
ち
、
仏
様
の
教
え
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
も
、
火
の
よ
う
な
信
心
、
水
の
よ
う
な
信
心
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
火
の
よ
う
な
信
心
で
す
ね
。

興
奮
し
て
、
頑
張
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
思
っ
て
、
仏
様
の
教
え
に
耳
を
傾
け
た
り
、
実
践
し
よ
う
と
誓
っ
た
り
す
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
、
次
の
日
も
次
の
日
も
、
何
年
も
何
年
も
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
念

力
に
よ
っ
て
持
つ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

身
業
と
い
う
の
は
、
か
ら
だ
で
法
華
経
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
専
門
用
語
で
色
読

し
き
ど
く

と
言
っ
て
い
ま
す
。
色
は
、
見
た
り

聞
い
た
り
、
臭
い
を
か
い
だ
り
、
味
わ
っ
た
り
、
触
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
の
色
読
は
身
体
で
読

む
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
華
経
の
教
え
を
、
私
達
が
勉
強
す
る
時
は
、
目
で
読
ん
だ
り
、
口
で
読
ん
だ
り
、
文
字
を
追
い
か
け
た
り
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
法
華
経
の
教
え
を
、
自
身
の
か
ら
だ
で
読
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
色
読
と
は
簡
単
に
言
え
ば
、
実
践
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
様
の
教
え
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
常
生
活
の
中
で
、
頭
で
分
か
る
こ
と
は
多
い
の
で
す
。
道
理
で
す
ね
。
理
は
入
る
の
で
す
。
理
は
入
る
の
で
す
け
れ
ど
も
行
う
こ
と

は
難
し
い
。
或
い
は
瞬
間
的
に
は
行
え
る
け
れ
ど
も
持
続
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
う
い
う
現
状
だ
と
思
う
の
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
ま
さ
し
く
法
華
経
の
中
に
身
を
お
い
て
生
き
ら
れ
た
。
身
を
も
っ
て
法
華
経
を
色
読
さ
れ
た
の
で
す
。
法
華
経
実
践
者

で
す
。

口
業
は
口
で
法
華
経
を
持
つ
。
こ
れ
は
唱
題
で
す
。
唱
題
は
唱
題
目
で
す
。
題
目
を
唱
え
る
。
題
目
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
口
で
の

行
為
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
実
践
も
唱
題
も
、
ど
こ
か
ら
く
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
意
業
で
す
。
心
の
行
い
。
こ
れ
が
信
心
。
信
心

か
ら
く
る
の
で
す
。

法
華
経
の
信
心
を
持
ち
、
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
、
そ
し
て
法
華
経
の
教
え
を
実
践
し
て
い
く
。
法
華
経
を
身
に
滞
し
て
生
き
て
い
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く
。
そ
れ
が
身
口
意
の
三
業
の
受
持
で
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
で
は
な
い
。
日
蓮
大
聖
人
は
一
念
三
千
と
仰
っ
た
。
言
葉

を
換
え
れ
ば
、
立
正
安
国
で
す
。
或
い
は
、
お
題
目
の
信
仰
。
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
て
の
も
の
に
繋
が
っ
て
い
る
。
で
す
か

ら
、
お
題
目
を
唱
え
、
社
会
の
、
世
界
の
全
て
の
人
達
の
永
遠
の
安
ら
ぎ
と
、
平
和
な
社
会
の
実
現
を
願
う
。
そ
の
実
践
の
た
め
に
身
を

挺
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
全
て
は
、
三
業
に
わ
た
っ
て
法
華
経
を
信
仰
し
て
い
く
こ
と
に
通
じ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
次
に
、
法
華
経
を
全
身
全
霊
で
い
た
だ
く
者
と
あ
り
ま
す
。
仏
意

ぶ
っ
ち

の
頂
受
で
す
。
頂
受
と
は
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
様

の
御
意

み
こ
こ
ろ

を
い
た
だ
く
。
そ
れ
が
全
身
全
霊
で
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
次
で
す
。（
５
）
に
行
者
で
す
。
皆
様
も
よ
く
お
聞
き
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
華
経
の
行
者
日
蓮
。
そ
う
い
う
本
を

お
書
き
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
有
名
な
言
葉
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
法
華
経
の
行
者
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
仰
い
ま
す
。
現
在

私
達
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
日
蓮
大
聖
人
の
御
文
章
の
中
で
一
番
早
い
の
は
『
守
護
国
家
論
』
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
ご
自

身
が
、
自
身
の
体
験
を
経
て
法
華
経
の
行
者
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
っ
た
の
は
、
伊
豆
流
罪
中
の
『
教
機
時
国
鈔
』
が
初
出
に
な
り

ま
す
。
ま
さ
し
く
自
身
の
信
仰
実
践
を
通
し
て
、
法
華
経
の
行
者
と
仰
っ
た
。

『
教
機
時
国
鈔
』
は
日
蓮
大
聖
人
が
伊
豆
に
流
罪
さ
れ
て
い
る
時
に
お
書
き
に
な
っ
た
御
文
章
で
す
。
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と

い
う
と
、
法
華
経
に
は
、
法
華
経
を
信
仰
す
る
者
は
難
に
値
う
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
で
出
て
ま
い
り
ま
す
。
難
に
値
う
と
説
か

れ
て
い
る
如
く
、
日
蓮
大
聖
人
も
法
華
経
を
信
仰
し
て
難
に
お
値
い
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
難
に
値
う
と
い
う
経
文
を
身
で
読
ん
だ
、
つ

ま
り
色
読
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
自
ら
は
ま
さ
し
く
法
華
経
を
信
仰
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
い
う
、
法
華
経
の
行
者
と
い
う

こ
と
を
そ
こ
に
お
書
き
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
行
者
と
は
、
如
説

に
よ
せ
つ

の
法
華
経
の
行
者
で
す
。
こ
れ
を
如
説
修
行

者
と
申
し
ま
す
。
仏
様
の
教
え
の
通
り
に
法
華
経
を
修
行
す
る
。
如
説
は
、
説
の
如
く
と
い
う
意
味
で
す
。
説
の
如
く
と
い
う
の
は
、
仏

様
の
教
え
の
通
り
。
こ
の
場
合
は
、
法
華
経
の
教
え
の
通
り
に
修
行
す
る
者
を
如
説
修
行
者
と
い
う
わ
け
で
す
。

修
行
で
も
信
仰
で
も
、
我
々
の
行
為
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の
心
か
ら
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
は
自
分
の
価
値
基
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準
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
体
験
、
自
分
の
価
値
観
、
自
分
の
人
生
観
、
そ
れ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
瞬
間
的
に
判
断
し

て
行
動
を
し
た
り
物
を
言
っ
た
り
す
る
。
い
ろ
い
ろ
な
基
準
が
あ
り
、
み
な
千
差
万
別
で
す
。
恐
ら
く
ロ
ボ
ッ
ト
を
一
つ
の
基
準
で
大
量

生
産
し
た
ら
、
み
な
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
同
じ
行
動
を
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
は
千
差
万
別
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が

あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
い
ま
す
。
百
人
い
れ
ば
百
人
と
も
違
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。

皆
様
も
、
色
々
な
組
織
に
入
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
誰
か
が
提
案
す
る
と
、
賛
成
す
る
人
は
三
分
の
一
で
す
。
反

対
す
る
人
が
三
分
の
一
い
ま
す
。
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
人
が
三
分
の
一
い
ま
す
ね
。
そ
れ
が
、
だ
い
た
い
、
社
会
の
状
況
か
な
と
思
う

の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
生
き
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
が
こ
う
だ
と
言
っ
て
も
、
誰
も
が
賛
成
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な

い
の
で
す
。
百
パ
ー
セ
ン
ト
は
な
い
。
み
な
違
う
の
で
す
。

説
の
如
く
と
い
っ
た
時
、
こ
れ
は
法
華
経
を
基
準
に
し
て
い
る
の
で
す
。
法
華
経
を
基
準
に
し
て
修
行
し
な
い
と
、
法
華
経
の
信
仰
に

な
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
価
値
観
で
、
こ
れ
が
修
行
だ
と
思
う
か
ら
こ
う
し
て
い
る
と
い
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
修
行
な
の
で

す
。
そ
の
人
が
い
く
ら
そ
の
人
の
判
断
で
修
行
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
信
仰
で
す
。
私
は
こ
う
思
い
ま
す
と
い
っ
て
信
仰
し
て
い
た

ら
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
信
仰
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
法
華
経
の
信
仰
だ
と
言
え
る
人
も
い
な
い
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
言
え
る
の
は
仏
様
だ
け

で
す
。
仏
様
や
日
蓮
大
聖
人
が
教
示
な
さ
る
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。
判
断
す
る
の
は
我
々
で
は
な
い
の
で
す
。
我
々
に
は
判
断
で
き
な

い
。
我
々
は
判
断
を
受
け
る
ほ
う
で
す
。
だ
か
ら
百
パ
ー
セ
ン
ト
は
な
い
の
で
す
。

如
何
に
仏
様
の
御
意
思
、
お
心
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
、
そ
の
お
心
を
た
ず
ね
、
た
ず
ね
な
が
ら
判
断
す
る
こ
と
、
そ
れ

し
か
な
い
。
そ
れ
が
、
よ
り
仏
様
の
お
心
に
近
づ
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

我
々
は
常
に
限
界
の
中
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
よ
り
正
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
求
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
説
の
如
く
、
仏

様
の
お
心
の
如
く
、
如
何
に
判
断
す
る
か
。
で
す
か
ら
、
こ
の
場
合
の
行
も
、
仏
様
の
お
心
に
従
っ
た
、
法
華
経
の
教
え
に
従
っ
た
修
行
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を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
仏
様
の
教
え
の
通
り
に
修
行
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

仏
様
の
教
え
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
常
に
私
達
は
た
ず
ね
て
い
な
い
と
、
自
分
た
ち
は
よ
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
突
拍
子
も
な
い
こ

と
を
し
て
、
突
拍
子
も
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
仏
様
が
、
ど
こ
か
か
ら
見
て
お
ら
れ
て
、
お
前

も
っ
と
真
面
目
に
や
ら
な
い
と
い
か
ん
ぞ
、
と
仰
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
常
に
仏
様
を
背
中
に
背
負
う
こ
と
、
常
に
仏

様
が
自
分
を
見
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
言
う
こ
と
な
す
こ
と
の
全
部
を
、
仏
様
や
日
蓮
大
聖
人
が
見
て
お
ら

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
は
、
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
生
き
て
い
る

の
で
す
。

（
６
）
難
に
値
う
者
。
値
難
者
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
、
後
か
ら
出
て
き
ま
す
と
申
し
上
げ
た
こ
と
な
の
で
す
。
仏
様
が
入
滅
さ
れ
た
後
、

如
来
滅
後
の
法
華
経
の
信
仰
と
値
難
の
必
然
性
。

こ
れ
は
お
経
の
予
言
な
の
で
す
。
経
の
予
言
は
仏
様
の
予
言
で
す
。
こ
の
法
華
経
を
如
来
滅
後
に
修
行
す
る
者
は
難
に
値
う
。
日
蓮
大

聖
人
が
よ
く
お
引
き
に
な
る
の
は
法
師
品
で
す
。
そ
れ
か
ら
安
楽
行
品
、
見
宝
塔
品
、
常
不
軽
菩
薩
品
、
そ
れ
か
ら
勧
持
品
。
こ
う
い
う

お
経
を
よ
く
お
引
き
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
如
来
滅
後
に
法
華
経
を
弘
め
る
者
は
数
々
の
難
に
値
う
と
い
う
こ
と
で

す
。日

蓮
大
聖
人
が
一
番
意
識
な
さ
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
勧
持
品
だ
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
勧
持
品
の
二
十
行
の
偈
を
読
ん
だ
と

仰
っ
て
い
ま
す
。
勧
持
品
に
も
偈
頌
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
、
法
華
経
を
信
仰
し
弘
め
る
者
は
、
数
々
の
難
に
値
う
、
あ
る
時
は
悪
口
を

言
わ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
悪
口
罵
詈
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
。
遠
離
於
塔
寺
。
塔
寺
を
遠
離
せ
ら
れ
る
と
あ
り

ま
す
。
お
寺
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
杖
木
瓦
石
、
木
や
杖
で
殴
ら
れ
る
、
石
や
瓦
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
と
い

う
意
味
で
す
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
擯
出
せ
ら
れ
る
。
擯
出

ひ
ん
ず
い

と
は
、
排
斥
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
島
流
し
で
す
。
そ
う

い
う
難
に
値
う
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
三
類
の
強
敵
が
出
現
す
る
。
三
種
類
の
強
い
敵
。
法
華
経
の
布
教
を
阻
む
、
妨
げ
る
敵
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が
あ
る
。
数
々
の
人
々
が
妨
げ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
迫
害
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
り
ま
す
。

難
に
値
う
こ
と
は
法
華
経
の
色
読
で
あ
る
。
身
体
で
読
む
こ
と
で
あ
る
。
勧
持
品
の
色
読
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
意
識
な
さ
っ
た
の

は
、
先
ほ
ど
勧
持
品
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
勧
持
品
の
中
で
も
數
數
見
擯
出

さ
く
さ
く
け
ん
ひ
ん
ず
い

と
い
う
経
文
で
す
。
し
ば
し
ば
擯
出
せ
ら
れ
る
と
訓
み

下
し
て
い
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
數
數
と
は
し
ば
し
ば
な
り
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
ば
し
ば
な
り
と
な
ぜ
敢
え
て
仰
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

一
度
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
複
数
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
ば
し
ば
と
は
複
数
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
自
身
は
、
公
的
な
権
力
に

よ
っ
て
、
伊
豆
の
流
罪
、
そ
れ
か
ら
佐
渡
の
流
罪
と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
流
罪
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
で
、
日
蓮
は
數
數
の
二
字

を
読
ん
だ
と
申
さ
れ
た
の
で
す
。
し
ば
し
ば
の
二
字
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
複
数
に
わ
た
っ
て
迫
害
さ
れ
る
と
書
い
て
あ
る
通
り
に

な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
擯
出
は
追
い
出
す
で
す
。
見
と
い
う
字
は
、
普
通
は
見
る
と
読
む
字
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
受
身
で
用

い
て
何
々
せ
ら
れ
ん
と
読
み
ま
す
。
経
典
の
漢
字
の
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
方
に
よ
る
と
、
見
る
と
い
う
字
を
受
身
で
使
う
と
い
う
の
は

珍
し
い
例
だ
そ
う
で
す
。

勧
持
品
の
色
読
に
よ
っ
て
、
日
蓮
大
聖
人
は
ま
さ
し
く
自
身
は
経
文
に
予
言
さ
れ
た
人
、
色
読
し
た
人
間
だ
と
い
う
風
に
お
考
え
に
な

り
ま
し
た
。

難
に
値
う
こ
と
は
法
華
経
信
仰
者
の
証あ

か
し

で
あ
る
。
法
華
経
を
信
仰
す
る
者
は
難
に
値
う
。
だ
か
ら
、
難
に
値
う
と
い
う
こ
と
は
法
華

経
の
信
仰
者
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。

難
に
値
う
こ
と
は
滅
罪
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
値
難
滅
罪
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
滅
罪
と
は
罪
を
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
罪
を
滅
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
は
罪
が
あ
る
の
で
す
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
宿
罪
と
い
う
問
題
で
す
。
宿
罪
は
過
去
世
の
罪

で
す
。
過
去
世
の
罪
と
い
う
の
は
宗
教
的
自
覚
な
の
で
す
。

皆
様
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
ど
ん
な
悪
い
こ
と
し
て
き
た
か
、
ど
ん
な
罪
を
犯
し
た
か
。
思
い
当
た
る
こ
と
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が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
い
や
私
は
清
廉
潔
白
で
す
、
悪
い
こ
と
は
何
も
し
て
い
ま
せ
ん
と
仰
る
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
悪
い
こ
と
と
か
良
い
こ
と
と
か
何
を
基
準
に
言
う
の
だ
と
、
ま
た
問
題
が
発
生
す
る
で
し
ょ
う
。
良
い
悪
い
と
い
う
の
は

我
々
の
価
値
基
準
で
す
。
今
の
日
本
の
人
々
が
常
識
だ
と
か
、
良
い
と
か
悪
い
と
か
言
っ
て
い
る
こ
と
が
、
他
の
国
で
も
通
用
す
る
か
と

い
う
と
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
他
の
国
の
民
族
は
文
化
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
だ
い
た
い
人
類
共
通
し
て
、
今
の
時
代
に
常
識
で
あ
る
こ
と

は
、
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
人
を
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
人
に
迷
惑
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な

原
則
的
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
は
今
の
時
代
の
人
類
に
共
通
か
も
知
れ
な
い
。
過
去
の
時
代
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

我
々
自
身
の
生
活
の
中
で
も
、
何
が
善
で
何
が
悪
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
法
華
経
の
信
仰
に
善
を
見
て
お

ら
れ
た
か
ら
、
そ
れ
を
基
準
に
善
悪
を
考
え
ま
す
。
そ
の
基
準
は
、
世
間
法
と
は
違
い
ま
す
。
世
間
法
と
違
う
と
い
う
の
は
、
世
間
法
を

飲
み
込
ん
だ
、
世
間
法
を
超
越
し
た
、
世
間
法
を
包
括
し
た
よ
う
な
価
値
基
準
で
、
日
蓮
大
聖
人
は
仰
っ
て
い
る
の
で
す
。

宿
罪
と
い
う
の
は
過
去
世
の
罪
。
こ
れ
は
宗
教
的
な
意
識
な
の
で
す
。
宗
教
的
な
罪
意
識
で
す
。
こ
れ
は
自
身
が
ど
う
自
覚
す
る
か
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
が
今
日
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
に
は
、
過
去
世
の
色
々
な
人
達
の
お
世
話
に
な
っ
た
と
か
、
人
間
に
限
ら

ず
、
植
物
と
か
、
他
の
動
物
を
も
含
め
た
、
色
々
な
も
の
の
犠
牲
の
上
に
私
達
の
生
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で

す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
広
げ
て
認
識
す
る
。

先
ほ
ど
平
等
思
想
と
い
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
平
等
と
い
う
の
は
人
間
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。、
一
切
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
存
在
す
る

も
の
全
て
が
平
等
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
皆
様
が
普
段
お
読
み
に
な
っ
て
い
る
方
便
品
の
諸
法
実
相
で
す
。
諸
法
実
相
と

は
な
に
か
と
突
き
詰
め
る
と
、
そ
れ
は
自
分
を
含
め
て
一
切
の
も
の
が
あ
る
べ
く
し
て
あ
る
、
存
在
す
べ
く
し
て
存
在
し
て
い
る
、
そ
れ

ぞ
れ
が
意
味
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
互
い
に
深
い
関
連
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
存
在
の
仕
方
を
し
て

い
る
、
だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
有
意
義
な
存
在
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
を
輝
か
せ
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
諸
法

実
相
に
法
華
経
の
平
等
性
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
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そ
れ
を
、
人
間
と
か
、
人
格
、
そ
う
い
う
も
の
に
当
て
は
め
る
と
、
二
乗
作
仏
と
い
う
言
葉
に
な
る
の
で
す
。
二
乗
作
仏
と
い
う
の
は

単
に
二
乗
が
仏
に
な
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
乗
が
仏
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
二
乗
だ
け
が
仏
に
な
る
の
で
は
な
い
の
で

す
。
二
乗
も
仏
に
な
る
の
で
す
。
二
乗
は
縁
覚
と
声
聞
で
す
。
二
乗
は
自
分
の
利
益
を
考
え
る
の
で
す
。
自
分
の
利
益
ば
か
り
を
考
え
る

か
ら
、
大
乗
の
人
か
ら
嫌
わ
れ
た
の
で
す
。
法
華
経
は
、
そ
う
い
う
自
分
の
利
益
だ
け
を
考
え
る
人
で
も
仏
に
な
る
と
言
っ
た
の
で
す
。

ま
し
て
や
人
の
利
益
を
考
え
る
人
は
仏
に
な
る
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
嫌
わ
れ
る
人
で
も
仏
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
嫌
わ
れ
な

い
人
は
当
然
で
す
。
即
ち
、
誰
で
も
仏
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
の
代
表
例
に
、
二
乗
が
当
て
ら
れ
た
の
で
す
。
二
乗
作
仏
と
い
う
の
は
二

乗
だ
け
が
仏
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
誰
も
が
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
二
乗
作
仏
は
平
等
思
想
だ
と
お
話
し
た
の
で
す
。

そ
れ
を
広
く
森
羅
万
象
に
敷
衍
す
れ
ば
諸
法
実
相
と
い
う
こ
と
で
す
。

我
々
は
人
様
に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
。
で
も
迷
惑
を
か
け
な
い
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
生
ま
れ
て
く
る
時
に
両
親
に
心
配
を

か
け
ま
す
。
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
こ
と
を
案
じ
な
い
父
母
は
い
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
子
供
が
生
ま
れ
て
く
る
か
な
、
無
事
に
生
ま
れ
て
く

る
か
な
、
と
心
配
す
る
。
親
だ
け
で
は
な
い
で
す
よ
、
親
戚
の
人
も
み
な
心
配
す
る
。
近
所
の
人
も
心
配
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
風

に
み
ん
な
の
愛
情
に
包
ま
れ
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
大
勢
の
人
が
心
を
か
け
て
く
れ
て
自
分
が
誕
生
す
る
の
で
す
。
誕
生
し
て

も
自
分
で
ご
飯
を
食
べ
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
自
分
で
走
り
回
っ
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
最
低
で
も
十
ヶ
月
と
か
、
一
年
か
か
る
で
し
ょ
う
、

立
ち
上
が
る
ま
で
。
そ
の
間
誰
が
面
倒
を
み
て
く
れ
る
の
か
。
自
分
で
布
団
敷
い
て
寝
て
い
る
赤
ん
坊
は
い
な
い
で
す
よ
。
誰
が
す
る
の

で
す
。
み
ん
な
親
が
し
た
り
、
家
族
が
し
た
り
す
る
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
育
て
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
自
分
で
大
き
く
な
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
。
み
ん
な
そ
う
い
う
風
に
、
親
や
家
族
に
育
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
み
ん
な
恩
が

あ
る
。
恩
を
こ
う
む
っ
て
今
日
に
き
て
る
。

世
の
中
で
一
番
も
の
の
入
る
袋
、
そ
れ
は
胃
袋
で
す
。
生
涯
、
ど
の
く
ら
い
の
も
の
を
胃
袋
に
収
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
量
の
も
の

が
入
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
昼
ご
飯
を
召
し
上
が
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
夕
ご
飯
を
召
し
上
が
る
、
朝
ご
飯
を
召
し
上
が
る
、
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そ
れ
は
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
い
っ
て
し
ま
う
の
で
す
か
。
大
量
の
も
の
で
す
よ
。
す
べ
て
諸
法
実
相
の
命
で
し
ょ
う
。
命
を
頂
い
て

る
。
そ
れ
を
考
え
た
ら
や
は
り
、
私
達
の
存
在
は
、
他
の
命
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
中
で
我
々
は
生
か

さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
立
っ
た
ら
、
諸
法
実
相
の
価
値
観
に
立
っ
た
ら
、
我
々
も
や
は
り
こ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
懺さ

ん

悔げ

し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
野
菜
さ
ん
ご
め
ん
な
さ
い
、
野
菜
さ
ん
の
命
を
も
ら
っ
て
生
き
て
い
ま
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
の
は
、
法
華
経
は
草
木
成
仏
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
も
法
華
経
の
重
要
法
門
で
す
。
人
間
だ
け
が
仏
に
な

る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
草
も
木
も
、
そ
れ
か
ら
国
土
も
仏
に
な
る
。
国
土
と
い
う
と
土
と
か
建
物
で
す
ね
。
国
土
成
仏
。
全
て
の
も
の

が
仏
に
な
る
。
お
互
い
が
生
か
し
あ
っ
て
い
る
存
在
で
す
。
そ
の
中
で
、
何
か
の
命
の
た
め
に
何
か
の
命
が
犠
牲
に
な
る
。
そ
れ
は
人
間

だ
け
で
は
な
く
て
、
自
然
界
が
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
懺
悔
と
い
う
の
で

す
。
仏
教
で
は
懺
悔
（
さ
ん
げ
）、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
懺
悔
（
ざ
ん
げ
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
の
人
達
は
一
所
懸
命
懺
悔
し

た
。
懺
悔
の
法
要
を
し
た
。
人
間
中
心
的
な
も
の
の
考
え
方
を
し
て
し
ま
う
と
、
人
間
だ
け
の
価
値
観
で
考
え
て
し
ま
い
ま
す
と
、
そ
う

い
う
罪
の
意
識
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
段
々
と
懺
悔
し
な
く
な
る
の
で
す
ね
。

法
華
経
は
一
名
、
懺
悔
経
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
法
華
経
の
法
師
功
徳
品
で
は
六
根
清
浄
、
結
経
の
普
賢
菩
薩
行
法
経
で
は
懺

悔
を
説
い
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
平
安
時
代
な
ど
は
法
華
経
が
一
所
懸
命
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
懺
悔
滅
罪
し
て
、
後
生
の
救
い
を
祈
る
。

法
華
経
は
現
世
安
穏
後
生
善
処
で
す
。
生
き
て
い
る
間
も
守
っ
て
く
だ
さ
い
、
死
ん
だ
後
も
よ
い
と
こ
ろ
に
お
願
い
し
ま
す
と
、
こ
う

い
う
風
に
仏
様
に
祈
っ
た
の
で
す
。
平
安
時
代
は
現
安
後
善
の
祈
り
で
す
。

こ
う
い
う
営
み
は
全
て
の
も
の
に
命
が
あ
る
と
い
う
原
則
の
も
と
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
罪
意
識
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
も
根
源
的
な
罪
意
識
は
何
か
と
い
う
と
謗
法

ほ
う
ぼ
う

の
罪
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
善
の
う
ち
の
善
は
法
華
経
の
信
仰
だ
と
仰
っ
て
い
る
と

申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
最
も
深
い
罪
は
正
法
の
誹
謗
で
す
。
普
通
、
謗
法
と
言
っ
て
い
ま
す
。
謗
法
と
は
法
を
謗
る
こ
と
で
す
。
正
法
を
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誹
謗
す
る
こ
と
が
最
も
深
い
罪
だ
と
日
蓮
大
聖
人
は
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
。
法
を
謗
る
こ
と
は
色
々
あ
り
ま
す
。
法
を
謗
る
こ
と
は

色
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
正
法
を
謗
る
こ
と
は
そ
の
中
で
も
最
た
る
罪
で
あ
る
と
仰
っ
た
。

だ
か
ら
日
蓮
大
聖
人
の
宿
罪
意
識
は
何
か
と
い
う
と
、
自
分
は
過
去
世
に
お
い
て
、
法
華
経
を
誹
謗
し
、
法
華
経
の
行
者
を
誹
謗
し
た

と
仰
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
罪
が
現
在
に
あ
っ
て
、
現
在
、
法
華
経
の
信
仰
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
罪
を
滅
す
る
の
だ
と
お
考

え
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
値
難

ち
な
ん

滅
罪
で
す
。
難
に
値あ

う
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
世
の
法
華
経
誹
謗
の
罪
を
滅
す
る
と
お
考
え
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
極
め
て
宗
教
的
罪
意
識
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
も
原
罪
と
い
う
こ
と
を
仰
い
ま
す
。
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
限
り
持
つ
罪
、
そ
れ
は
人
間
の
根
源
的
な
罪
で

す
。
人
間
は
、
何
し
ろ
、
欲
望
の
塊
で
す
か
ら
。
人
間
の
持
つ
根
元
的
な
罪
、
そ
の
欲
望
の
塊
が
人
間
存
在
で
す
。
そ
れ
を
否
定
し
た
ら

人
間
存
在
は
有
り
得
な
い
。
人
間
は
生
き
て
る
限
り
、
食
糧
を
と
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
源
的

な
も
の
で
す
。
そ
れ
が
あ
る
限
り
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
人
間
の
根
源
的
な
罪
で
す
。

日
蓮
大
聖
人
が
仰
っ
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
法
の
前
の
罪
な
の
で
す
。
私
達
は
、
過
去
世
に
お
い
て
仏
様
の

教
え
を
謗
っ
て
き
た
。
仏
様
の
正
し
い
教
え
を
弘
め
て
い
る
人
を
謗
っ
て
き
た
と
い
う
罪
を
背
負
っ
て
い
る
と
仰
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗

教
的
罪
意
識
な
の
で
す
。

私
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
と
思
う
人
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
自
分
な
の
だ
と
自
己
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
人
の
宗
教
的
人
格
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
通
し
て
私
達
は
、
法
華
経
の
実
践
に
よ
っ
て
そ
の
罪
を
滅

し
て
い
く
。
そ
れ
を
値
難
滅
罪
と
い
い
ま
す
。

そ
の
次
に
、
難
に
値
う
こ
と
は
救
い
。
こ
れ
は
値
難
得
証
で
す
。
こ
の
こ
と
は
法
華
経
に
予
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
難
に
値
う
こ
と
は
救

い
を
得
る
こ
と
で
あ
る
、
証
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
証
と
は
、
正
し
い
信
仰
者
で
あ
る
こ
と
の
証
で
す
。
証
と
は
救
い
を
得
る
こ
と
で

す
。
難
に
値
う
こ
と
が
救
い
。
値
難
成
仏
で
す
。
難
に
値
う
こ
と
が
成
仏
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
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（
７
）、
常
不
軽
菩
薩
の
跡
を
紹
継
す
る
者
。
こ
れ
を
紹
継
不
軽
跡
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
常
不
軽
菩
薩
の
法
華
経
弘
通
の
行
軌
を
追
慕

し
追
体
験
す
る
。
常
不
軽
菩
薩
品
は
法
華
経
の
第
二
十
章
で
す
。
そ
の
中
に
、
常
不
軽
菩
薩
と
い
う
菩
薩
が
人
々
を
礼
拝

ら
い
は
い

し
て
回
る
と
い

う
話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
人
間
礼
拝
と
称
し
て
い
ま
す
。
全
て
の
人
々
は
仏
様
に
な
る
尊
い
存
在
で
す
。
だ
か
ら
貴
方
を
敬
い
ま

す
。
こ
う
言
っ
て
回
っ
た
。
常
不
軽
菩
薩
は
威
音
王
仏
の
世
に
出
現
し
、
法
華
経
の
二
十
四
字
を
弘
通
し
て
難
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
威
音
王
仏
と
い
う
仏
様
の
居
ら
れ
る
世
に
出
て
き
て
、
人
々
を
礼
拝
し
た
。
そ
の
礼
拝
の
言
葉
が
、
貴
方
た
ち
は
菩
薩
の
修
行
を
な

さ
っ
て
、
仏
に
な
ら
れ
る
方
で
す
か
ら
、
私
は
貴
方
を
敬
い
ま
す
と
い
う
の
で
す
。
お
経
文
で
二
十
四
字
あ
る
た
め
に
、
日
蓮
大
聖
人
は

こ
れ
を
二
十
四
字
の
実
践
と
仰
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
分
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
世
に
出
現
し
て
、
法
華
経
の
五
字
七
字
を
弘
め
て
難

に
値
っ
た
。
即
ち
、
常
不
軽
菩
薩
は
威
音
王
仏
の
御
世
の
二
十
四
字
、
自
身
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
御
世
の
五
字
七
字
、
と
い
う
風
に
比
較
な

さ
っ
て
、
同
じ
く
、
法
華
経
を
修
行
す
る
ゆ
え
に
難
に
値
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
難
に
値
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
法
華
経
を
実
践
し

た
、
と
い
う
こ
と
を
仰
る
。
こ
れ
が
、
常
不
軽
菩
薩
の
跡
を
追
う
者
、
跡
を
慕
っ
て
生
き
る
者
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
常
不
軽
菩
薩
の
値
難
の
所
に
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
値
難
滅
罪
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
す
。
常
不
軽
菩
薩
が
難
に
値
う

こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
滅
し
て
仏
様
に
生
ま
れ
る
と
出
て
く
る
。

常
不
軽
菩
薩
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
前
生
で
す
。
釈
迦
牟
尼
仏
が
、
あ
る
時
、
常
不
軽
菩
薩
と
し
て
お
現
れ
に
な
っ
て
、
難
に
値
う
修
行
を

な
さ
っ
た
。
こ
れ
が
、
常
不
軽
菩
薩
の
礼
拝
行
で
す
。

礼
拝
と
い
う
言
葉
は
仏
教
で
は
礼
拝
（
ら
い
は
い
）、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
礼
拝
（
れ
い
は
い
）
と
読
み
ま
す
。
同
じ
字
を
書
き
ま
す
け

れ
ど
、
読
み
方
が
違
う
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
懺
悔
（
さ
ん
げ
）
と
懺
悔
（
ざ
ん
げ
）
の
違
い
、
礼
拝
（
ら
い
は
い
）
と
礼
拝
（
れ

い
は
い
）
の
違
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
い
う
風
に
、
法
華
経
を
実
践
す
る
こ
と
は
難
に
値
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
実
践
を
し
た
、
法
華
経
の
常
不
軽
菩
薩
品
第

二
十
の
常
不
軽
菩
薩
の
行
動
を
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
自
ら
の
法
華
経
実
践
、
難
に
値
う
修
行
の
範
と
な
さ
っ
た
、
模
範
と
な
さ
っ
た
。
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こ
れ
を
、
古
来
よ
り
、
教
学
上
、
折
伏
行
と
称
し
て
い
る
の
で
す
。
何
故
こ
れ
を
古
来
よ
り
先
師
が
折
伏
と
解
釈
し
た
の
か
と
い
う

と
、
そ
れ
は
、
意
志
を
貫
徹
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
不
軽
菩
薩
は
、
礼
拝
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
を
受
け
た
、
悪
口
も
言
わ
れ
ま

し
た
。
勧
持
品
と
同
じ
で
す
。
杖
で
殴
ら
れ
か
け
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
れ
を
逃
げ
て
、
ま
た
遠
く
か
ら
同
じ
よ
う
に
相
手
を
礼
拝
す
る

と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。
相
手
が
す
る
な
と
言
っ
て
も
、
そ
の
相
手
の
意
志
を
無
視
し
て
、
自
分
の
信
念
、
即
ち
全
て
の
人
は
仏

様
な
の
だ
と
い
う
信
念
を
貫
徹
し
た
。
そ
こ
に
強
盛
な
信
心
が
あ
る
。
こ
れ
が
日
蓮
大
聖
人
の
受
け
と
め
ら
れ
た
折
伏
と
い
う
こ
と
で

す
。折

伏
と
い
う
言
葉
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
る
。
非
常
に
強
い
、
強
烈
な
印
象
を
持
つ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
相
手
を
殴
る
こ

と
を
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
難
に
耐
え
て
自
分
の
信
心
を
貫
徹
す
る
。

法
華
経
に
は
幾
つ
も
の
行
が
説
い
て
あ
り
ま
す
。
何
故
こ
れ
を
折
伏
と
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
前
に
安
楽
行
品
が
説
か
れ
て

る
の
で
す
。
安
楽
行
品
の
弘
教
、
法
の
弘
め
方
に
対
し
て
、
常
不
軽
菩
薩
品
を
折
伏
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
安
楽
行
品
は
文
字
通
り
安

楽
な
行
で
す
。
ど
う
い
う
風
な
安
楽
な
行
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
人
々
か
ら
批
判
を
さ
れ
な
い
所
で
法
を
説
い
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
、

自
分
が
何
か
道
に
迷
い
そ
う
な
所
は
や
め
て
、
な
る
べ
く
誘
惑
さ
れ
な
い
所
で
や
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
、
人
の
悪
口
を
言
う
と
怒
ら
れ
る

か
ら
、
人
の
悪
口
を
言
わ
な
い
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
で
す
か
、
そ
う
い
う
よ
う
に
し
て
、
自
分
の
身
の
置
き
所
、
心
の
置
き
所
、
そ
れ
か

ら
、
話
の
仕
方
、
布
教
の
仕
方
、
そ
れ
を
相
手
と
摩
擦
の
起
き
な
い
よ
う
な
や
り
方
を
し
た
ら
ど
う
で
す
か
と
い
う
の
が
安
楽
行
で
す
。

そ
う
い
う
安
楽
行
に
比
べ
れ
ば
、
常
不
軽
菩
薩
の
修
行
は
難
に
値
う
こ
と
で
す
か
ら
厳
し
い
。
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
安
楽
行
品
は
摂
受

の
行
で
あ
る
。
摂
受
の
行
と
い
う
の
は
相
手
を
受
け
容
れ
た
弘
教
の
仕
方
で
す
。
常
不
軽
菩
薩
は
折
伏
の
行
で
あ
る
と
古
来
よ
り
解
釈
を

し
て
き
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
が
、
常
不
軽
菩
薩
の
跡
を
慕
う
と
仰
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
折
伏
と
い
う
視
点
に
お
立
ち
に
な
っ
た
、
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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摂
受
な
の
か
折
伏
な
の
か
と
言
っ
た
時
に
は
、
対
比
の
問
題
で
す
か
ら
、
何
と
何
を
対
比
す
る
か
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
天
台
の
教
学
で
す
。
天
台
教
学
で
は
、
法
華
経
は
摂
受
の
経
で
あ
り
涅
槃
経
は
折
伏
の
経
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
常

不
軽
菩
薩
品
は
折
伏
だ
と
言
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
お
こ
り
ま
す
。
涅
槃
経
は
、
執
持
刀
杖
と
説
き
ま
す
。
執
持
と
い
う
の
は

持
つ
、
刀
杖
は
刀
、
刀
を
持
て
、
護
法
の
た
め
に
は
執
持
刀
杖
で
す
。
護
法
と
は
法
を
護
る
で
す
。
法
を
護
る
た
め
に
は
武
力
を
持
つ
こ

と
が
あ
る
と
か
、
法
を
護
る
た
め
に
は
断
命
根
。
断だ

ん

は
断
つ
、
命み
ょ
う

は
命
で
す
。
法
を
護
る
た
め
に
は
殺
人
も
や
む
な
し
と
い
う
風
な
こ

と
が
説
い
て
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
法
華
経
は
怒
ら
れ
た
ら
逃
げ
て
い
っ
て
、
遠
く
か
ら
礼
拝
を
く
り
返
す
。
涅
槃
経
の
よ
う
な
強
硬
な

弘
教
に
比
べ
て
法
華
経
は
摂
受
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
何
と
対
比
す
る
か
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
折
伏
で
あ
り
ど
ち
ら
が
摂
受
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
違
い
が
生
じ
ま
す
。

そ
れ
で
は
次
に
（
８
）
で
す
。
本
化
地
涌
の
菩
薩
。
釈
尊
の
ご
在
世
に
、
滅
後
に
お
け
る
法
華
経
弘
通
の
付
属
を
受
け
た
者
。
先
ほ
ど

ご
紹
介
し
た
神
力
品
の
付
属
で
す
。
無
始
久
遠
、
無
始
と
は
始
め
が
な
い
、
永
遠
と
い
う
意
味
で
す
。
始
め
の
な
い
久
遠
の
過
去
の
世

に
、
釈
尊
か
ら
下
種
を
被
っ
た
者
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
、
久
遠
教
化
の
弟
子
、
久
遠
の
本
弟
子
と
い
う
意
味
で
す
。
釈
尊
の
本
弟
子

で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
法
華
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
。
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る
菩
薩
、
そ
れ
が
本
化
地
涌
の
菩
薩
で
す
。

（
９
）
で
す
。
本
化
の
菩
薩
に
は
四
人
の
代
表
者
が
い
て
、
そ
の
う
ち
の
最
も
代
表
と
な
る
の
が
上
行
菩
薩
、
こ
れ
を
本
化
上
行
と
い

い
ま
す
。
本
化
と
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
久
遠
の
過
去
世
の
教
化
を
受
け
た
者
、
久
遠
の
過
去
世
に
仏
様
に
導
か
れ
た
者
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
上
行
菩
薩
は
そ
の
最
高
責
任
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
神
力
品
に
、
上
行
等
の
菩
薩
摩
訶
薩
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
上
行
菩
薩
は
六
万
恒
河
沙
の
菩
薩
の
代
表
で
す
。
六
万
恒
河

沙
と
は
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
の
数
の
六
万
倍
で
す
。
無
数
の
菩
薩
が
涌
き
出
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
上
位
が
四
菩
薩
、
そ
の
中
で
も
最
上
位

が
上
行
菩
薩
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
次
の
（

）、
末
法
の
導
師
。
釈
尊
か
ら
、
滅
後
に
お
け
る
法
華
経
、
即
ち
題
目
五
字
七
字
弘
通
の
付
属
を
受
け
た
本
化
地
涌
の



─ ─

菩
薩
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
本
化
上
行
菩
薩
。
滅
後
末
法
に
、
題
目
五
字
七
字
を
受
持
弘
通
す
る
本
化
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
で
あ
る
日
蓮

大
聖
人
。
末
法
の
導
師
は
、
法
華
経
の
教
え
の
中
に
は
、
上
行
菩
薩
を
中
心
と
し
た
本
化
地
涌
の
菩
薩
で
あ
る
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
教
説

の
通
り
に
、
要
法
の
題
目
五
字
七
字
を
受
持
弘
通
し
て
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
に
お
立
ち
に
な
っ
た
日
蓮
大
聖
人
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
社
会

の
中
に
お
い
て
実
際
に
行
動
な
さ
っ
た
。
歴
史
的
事
実
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
法
華
経
の
題
目
五
字
七
字
を
受
け
持
ち
人
々
に
弘
め
た
と

い
う
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
す
ね
。

歴
史
的
事
実
と
分
か
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
日
蓮
大
聖
人
が
お
書
き
に
な
っ
た
文
章
が
、
現
在
で
も
残
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を

見
た
ら
一
目
瞭
然
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
の
文
章
の
ご
真
蹟
が
残
っ
て
い
て
、
現
在
、
国
の
重
要
文
化
財
や
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と
な

れ
ば
、
客
観
的
に
み
て
も
、
日
蓮
大
聖
人
の
歴
史
的
事
実
が
認
定
さ
れ
ま
す
。
私
達
自
身
が
、
鎌
倉
時
代
に
戻
っ
て
、
再
現
し
体
験
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
文
章
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
ら
、
仏
様
の
教
え
、
法
華
経
の
教
え
に
説
か
れ
て

い
る
上
行
菩
薩
と
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
出
現
し
た
日
蓮
大
聖
人
の
上
行
菩
薩
と
し
て
の
お
仕
事
の
、
両
者
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
ま
さ

し
く
末
法
の
導
師
と
は
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
と
し
て
の
日
蓮
大
聖
人
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
次
が
２
、
日
蓮
大
聖
人
の
上
行
菩
薩
と
し
て
の
ご
自
覚
の
表
明
で
す
。
先
ほ
ど
は
自
覚
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
が
、
今
度

は
表
明
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
そ
の
こ
と
を
対
外
的
に
仰
っ
た
の
か
。

（
１
）
は
日
蓮
の
名
乗
り
。
日
蓮
大
聖
人
が
日
蓮
と
名
乗
っ
た
の
は
、
建
長
五
、
六
年
頃
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
立
教
開
宗
の
頃
で

す
。
そ
の
日
蓮
と
い
う
名
前
は
、
自
分
で
お
付
け
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
蓮
長
と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。

日
蓮
と
い
う
お
名
前
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
日
の
字
は
如
来
神
力
品
の
如
日
月
光
明
で
す
。
経
文
に
は
そ
の
後
に
斯

人
行
世
間

能
滅
衆
生
闇
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
日
の
字
を
お
と
り
に
な
っ
た
。
日
月
の
光
明
と
は
、
日
は
太
陽
、
月
は
お
月
様
、
光
明
は

光
で
す
。
日
月
の
光
明
は
、
太
陽
の
光
と
お
月
様
の
光
で
す
。
お
経
文
に
斯
人
行
世
間
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
世
間
に
行
じ
て
。
能
滅
衆

生
闇
。
よ
く
衆
生
の
闇
を
滅
す
。
衆
生
は
人
々
で
す
。
人
々
の
心
の
闇
、
人
々
の
心
の
苦
し
み
を
滅
す
。
太
陽
の
光
は
世
の
中
を
明
る
く
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照
ら
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
地
涌
の
菩
薩
が
人
々
の
心
の
闇
を
滅
す
る
。
そ
の
日
の
字
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
の
日
の
字
は
太
陽
で
す
。

蓮
の
字
は
、
従
地
涌
出
品
第
十
五
の
如
蓮
華
在
水
で
す
。
不
染
世
間
法

如
蓮
華
在
水

と
お
経
に
説
か
れ
て
い
る
。
世
間
の
法
に
染

ま
ら
ざ
る
こ
と
蓮
華
の
水
に
在
る
が
如
し
で
す
。
蓮
華
は
蓮
の
華
で
す
。
蓮
の
華
は
泥
水
の
中
に
咲
く
。
泥
水
と
は
濁
っ
た
水
で
す
。
泥

田
の
中
に
蓮
の
華
は
咲
く
の
で
す
。
そ
の
泥
田
を
世
間
法
。
世
間
法
と
は
我
々
の
煩
悩
の
世
界
で
す
。
そ
の
中
で
育
ち
な
が
ら
、
そ
の
泥

に
は
染
ま
ら
な
い
。
清
浄
な
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
世
間
の
中
に
在
り
つ
つ
世
間
を
超
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
、
世
間
の
中
に
在
り

つ
つ
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
世
間
の
中
に
在
り
つ
つ
世
間
を
超
出
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
導
師
で
す
。
人
間
の
中
に
あ
り
な
が

ら
人
間
を
導
く
存
在
で
す
。
そ
の
こ
と
を
蓮
華
で
示
し
て
い
る
の
で
す
。
日
蓮
の
蓮
の
字
は
、
蓮
華
で
あ
り
ま
す
。

日
月
も
蓮
華
も
共
に
地
涌
の
菩
薩
を
譬
え
た
も
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
日
蓮
と
名
前
を
お
付
け
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時

点
で
、
地
涌
の
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
を
そ
の
中
に
込
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
自
身
が
そ
の
自
覚
の
世
界
を
明
確

に
お
書
き
に
な
っ
た
御
文
章
が
現
存
し
な
い
か
ら
、
推
測
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

（
２
）
御
遺
文
上
の
表
記
。
こ
れ
は
私
の
論
文
の
資
料
を
挙
げ
た
の
で
す
。
後
で
見
て
く
だ
さ
い
。『
大
崎
学
報
』
の
百
五
十
三
号
に
、

「
日
蓮
聖
人
の
上
行
自
覚
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
論
文
の
中
に
使
っ
て
い
る
資
料
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ほ
ど
詳
し
い
お
話
は
し
ま
せ
ん
。
概
略
の
み
お
話
し
し
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
を
ど
う
い
う
風
に
ご
表
明
に
な
っ
た

か
。
資
料
の
四
頁
か
ら
、
年
代
順
に
日
蓮
大
聖
人
の
遺
文
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
遺
文
全
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
御
真
蹟
が
現
存

し
て
い
る
と
か
、
直
弟
子
の
写
本
が
あ
る
と
か
、
信
頼
で
き
る
遺
文
だ
け
で
す
。

最
初
は
、
文
永
八
年
の
、
佐
渡
に
流
さ
れ
る
直
前
、
新
潟
県
の
寺
泊
で
お
書
き
に
な
っ
た
『
寺
泊
御
書
』
の
ご
文
章
の
中
に
、
勧
持
品

で
誓
願
し
た
八
十
万
億
の
菩
薩
に
な
ぞ
ら
え
る
表
記
が
あ
り
ま
す
。「
八
十
万
億
の
菩
薩
の
代
官
と
し
て
申
す
」
と
仰
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
勧
持
品
の
菩
薩
の
誓
願
で
す
。
地
涌
の
菩
薩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
頑
張
り
ま
す
と
誓
っ
た
、
そ

の
菩
薩
の
代
官
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
難
に
値
っ
た
身
と
し
て
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
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文
永
九
年
に
は
『
開
目
抄
』。『
開
目
抄
』
は
有
名
な
御
遺
文
で
す
。
法
華
経
の
行
者
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
仰
っ
て
い
ま

す
。
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
強
い
ご
自
覚
の
中
で
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
上
行
菩
薩
云
々
と
い
う
こ
と
は
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
現
在
、
信
仰
的
会
通

え
つ
う

で
は
、『
開
目
抄
』
を
人
開
顕
の
書
と
称
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
が
上
行
菩
薩
の
ご
自
覚
を
お
示
し
に

な
っ
た
も
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
開
目
抄
』
の
中
に
は
そ
う
い
う
よ
う
な
文
章
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
仰
的
な
解
釈
で
す
。
法

華
経
の
行
者
日
蓮
と
は
即
ち
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
を
示
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
三
大
誓
願
の
、
我
日
本
の
柱
と
な
ら
ん
、
我
日
本
の
眼
目
と
な
ら
ん
、
我
日
本
の
大
船
と
な
ら
ん
、
と
仰
っ
た
の
は
、
末
法

の
導
師
と
し
て
の
徳
を
お
示
し
に
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
永
十
年
の
『
観
心
本
尊
抄
』
は
地
涌
の
菩
薩
に
つ
い
て
の
言
及
が
最
も
多
い
の
で
す
が
、
四
菩
薩
の
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
の
で
す
。
上
行
菩
薩
に
特
化
し
た
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
ご
遺
文
の
中
で
、
明
確
に
上
行
菩
薩
の
五
字
弘
通
と
い
う
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
た
の
は
文
永
十
一
年
の
『
法
華

取
要
抄
』
で
す
。『
法
華
取
要
抄
』
に
は
上
行
菩
薩
所
伝
の
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
と
あ
り
ま
す
の
で
、
明
確
に
、
文
章
の
上
で
上
行
菩
薩

に
五
字
が
付
属
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
年
の
大
曼
荼
羅
ご
本
尊
に
そ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
千
葉
県
の
妙
本
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
曼
荼
羅
ご
本
尊
に
「
後
の
五
百
歳
の
時
、
上
行
菩
薩
世
に
出
現
し
て
始
め
て
こ
れ
を
弘
宣

す
」
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
上
行
菩
薩
が
世
に
出
現
し
て
、
初
め
て
弘
め
る
と
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
後
五
百
歳
と
お
書
き

に
な
っ
て
い
る
。
末
法
の
始
め
に
題
目
を
弘
め
て
難
に
値
う
。
そ
れ
は
日
蓮
大
聖
人
を
お
い
て
他
に
誰
が
い
ま
す
か
。
こ
う
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
当
然
、
上
行
菩
薩
の
自
覚
者
と
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
は
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
後
、
上
行
菩
薩
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
出
て
き
ま
す
。
特
に
、
身
延
に
ご
入
山
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
上
行
菩
薩
の
題
目
の
受
持
弘

通
と
い
う
こ
と
は
普
通
に
文
章
に
出
て
き
ま
す
。
中
に
は
、
上
行
菩
薩
を
客
観
的
に
お
示
し
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
客
観
的
と
は
、

地
涌
の
菩
薩
が
法
華
経
の
行
者
を
守
護
す
る
と
い
う
ふ
う
に
守
護
を
す
る
主
体
と
し
て
上
行
菩
薩
を
お
書
き
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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３
、
日
蓮
大
聖
人
に
お
け
る
法
華
経
実
践
と
上
行
菩
薩
の
ご
自
覚
。
ど
の
よ
う
に
日
蓮
大
聖
人
が
法
華
経
を
実
践
し
、
そ
し
て
上
行
菩

薩
の
自
覚
を
深
め
て
い
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
の
ま
と
め
で
す
。

（
１
）
文
永
八
年
の
法
難
と
色
読
の
完
遂
。
こ
れ
は
文
永
八
年
の
龍
口
斬
首
の
危
機
と
佐
渡
流
罪
で
す
。
こ
れ
が
數
數
見
擯
出
の
経
文

の
色
読
で
す
。

（
２
）
難
に
値
う
こ
と
は
法
華
経
の
行
者
の
証
。
値
難
得
証
。
こ
れ
も
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
。
法
華
経
所
説
の
行
者
。
真
の
法
華
経
の

行
者
で
す
。

（
３
）
上
行
菩
薩
と
し
て
の
ご
自
覚
。
釈
尊
か
ら
付
属
を
受
け
た
者
の
使
命
と
し
て
お
立
ち
に
な
っ
た
。
末
法
に
題
目
五
字
七
字
を
弘

通
す
る
。

（
４
）
末
法
の
導
師
。
ま
と
め
で
す
。
真
の
法
華
経
の
行
者
と
は
、
法
華
経
を
弘
通
し
難
に
値
う
者
。
真
の
法
華
経
の
行
者
と
は
、
究

極
的
に
は
、
釈
尊
か
ら
付
属
を
受
け
た
本
化
上
行
菩
薩
で
あ
る
。
本
化
上
行
菩
薩
は
釈
尊
か
ら
付
属
さ
れ
た
末
法
の
導
師
で
あ
る
。
日
蓮

大
聖
人
は
法
華
経
を
弘
通
し
難
に
値
っ
た
。
日
蓮
大
聖
人
は
法
華
経
に
証
明
さ
れ
た
真
の
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
。
日
蓮
大
聖
人
は
釈
尊

か
ら
付
属
さ
れ
た
本
化
上
行
菩
薩
の
自
覚
に
立
た
れ
た
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
本
化
上
行
菩
薩
が
釈
尊
か
ら
付
属
さ
れ
た
法
華
経
の
要
法
で

あ
る
題
目
五
字
七
字
を
弘
通
さ
れ
た
。
ま
と
め
の
ま
と
め
。
真
の
法
華
経
の
行
者
で
あ
り
、
本
化
上
行
菩
薩
の
自
覚
に
立
ち
、
本
化
上
行

菩
薩
が
釈
尊
か
ら
付
属
さ
れ
た
法
華
経
の
要
法
で
あ
る
題
目
五
字
七
字
を
弘
通
さ
れ
た
日
蓮
大
聖
人
は
、
末
法
の
導
師
で
あ
る
。
こ
う
い

う
結
論
に
達
し
ま
す
。

こ
れ
が
、
何
故
、
日
蓮
大
聖
人
は
末
法
の
導
師
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
最
終
的
な
結
論
で
す
。

四
は
、
何
故
尊
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
簡
単
な
説
明
を
し
て
い
ま
す
。

１
、
は
法
華
経
所
説
の
行
者
。
先
ほ
ど
出
て
き
た
こ
と
の
お
さ
ら
い
で
す
。
如
説
の
行
者
。
値
難
の
行
者
。
真
実
の
行
者
。

２
、
釈
尊
付
属
の
菩
薩
。
法
華
経
の
付
属
を
受
け
た
菩
薩
。
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法
華
経
の
教
説
を
拝
す
れ
ば
、
本
化
上
行
菩
薩
こ
そ
が
リ
ー
ダ
ー
の
中
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

３
、
釈
尊
の
誓
願
の
継
承
者
。
釈
尊
の
誓
願
、
慈
悲
の
継
承
。
こ
れ
は
忍
難
慈
勝
と
い
う
こ
と
で
す
。
難
を
忍
び
慈
悲
の
勝
れ
た
る
こ

と
お
そ
れ
を
も
い
だ
き
ぬ
べ
し
、
と
ご
遺
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
対
比
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
法
華
経
を
頭
で
理
解
す
る

こ
と
は
天
台
・
伝
教
に
は
自
分
は
足
元
に
も
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
法
華
経
を
実
践
す
る
こ
と
、
忍
難
で
す
、
法
華
経
を
実
践
し
て
人
々

の
た
め
に
尽
く
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
天
台
・
伝
教
も
自
分
に
は
恐
れ
を
抱
く
で
あ
ろ
う
と
。
要
す
る
に
、
法
華
経
の
実
践
、
慈

悲
の
実
践
に
お
い
て
は
自
分
は
天
台
・
伝
教
よ
り
も
勝
れ
る
と
お
考
え
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
『
報
恩
抄
』
の
「
日
蓮
が
慈
悲
広
大
な
ら

ば
」
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

４
、
三
徳
具
足
の
聖
者
。
末
法
の
導
師
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
大
誓
願
に
み
え
る
柱
・
眼
目
・
大
船
の
徳
を
有
っ
た
導
師
で
す
。『
開
目

抄
』
で
す
。

５
、
法
華
経
の
真
実
の
証
明
者
。
本
化
菩
薩
の
出
現
は
、
そ
の
こ
と
を
予
言
し
た
法
華
経
の
教
え
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
こ

と
に
な
る
。

６
、
釈
尊
の
真
実
の
顕
彰
と
実
現
。
真
実
の
顕
彰
と
真
実
の
実
現
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
何
を
な
さ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
釈
尊
の
真
実
を
顕
彰
な
さ
っ
た
。
そ
の
顕
彰
の
内
容
は
資
料
を
見
て
く
だ
さ
い
。
釈
尊
の
本
壊
、
釈
尊
の
真
実
性
、
釈
尊
の

本
事
、
釈
尊
の
永
遠
性
、
救
い
の
絶
対
性
。

真
実
を
顕
彰
し
、
そ
れ
を
実
現
な
さ
っ
た
。
法
華
経
へ
捨
身
、
功
徳
の
体
現
、
法
華
経
に
予
言
さ
れ
た
人
、
末
法
の
導
師
と
し
て
使
命

を
完
遂
、
題
目
五
字
七
字
の
救
い
を
実
践
、
立
正
安
国
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
さ
れ
た
。
本
時
の
娑
婆
世
界
と
い
う
救
い
の
世
界
を
教

示
さ
れ
、
日
蓮
大
聖
人
の
究
極
の
宗
旨
で
あ
る
三
大
秘
法
を
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
釈
尊
の
真
実
の
顕
彰
と
実
現
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
が
、
今
回
、
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
私
な
り
の
理
解
の
説
明
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
あ
と
質
問
の
時
間
が
ご
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ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
様
か
ら
ご
意
見
等
を
頂
戴
で
き
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
で
私
の
お
話
は
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
お
題
目
を
ご
唱
和
下
さ
い
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


