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司
会　

講
演
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

鈴
木
隆
泰
師
は
、
東
京
都
善
應
院
住
職
を
お
務
め
に
な
り
な
が
ら
、
現
在
、
山
口
県
立
大
学
教
授
と
し
て
ご
就
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
同
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
長
、
同
大
学
附
属
図
書
館
長
を
歴
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
イ
ン
ド
哲
学
、
佛
教
学
、
大
乗
経
典
研

究
を
専
門
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
に
は
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
賞
を
受
賞
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
著
書
は
、『
葬
式
仏
教
正
当
論
』
等
多

数
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
こ
れ
よ
り
、「『
法
華
経
』
か
ら
見
る
日
蓮
聖
人
降
誕
の
現
代
的
意
義
」
と
題
し
ま
し
て
ご
講
演
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

鈴
木　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
、
鈴
木
隆
泰
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
を
去
る
こ
と
お
よ
そ
八
百
年
前
、
日
蓮
聖
人
が
ご
誕
生
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
、
事
の
一
念
三
千
を
示
さ
れ
、
南

無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題
目
を
下
さ
り
、
本
当
の
佛
教
、
真
実
の
佛
教
と
は
何
か
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
史
、
世
界
史
、

い
や
、
人
類
史
に
と
り
ま
し
て
も
偉
大
な
光
、
大
光
明
の
出
現
で
あ
っ
た
と
、
私
は
存
じ
て
お
り
ま
す
。

第
五
十
二
回
中
央
教
化
研
究
会
議
　
基
調
講
演

『
法
華
経
』
か
ら
見
る
日
蓮
聖
人
降
誕
の
現
代
的
意
義鈴

　
木
　
隆
　
泰
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で
す
が
同
時
に
、
日
蓮
聖
人
は
、
ご
自
分
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
と
て
も
重
い
罪
、
罪
業
が
あ
る
の
だ
、
嬉
し
い
と
い
う
ば
か
り
で
は
な

く
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
と
て
も
深
い
罪
業
意
識
を
抱
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
皆
さ
ま
、

ご
存
じ
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
『
開
目
抄
』
等
に
見
な
が
ら
、
順
に
確
認
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、『
開
目
抄
』
等
に
見
る
日
蓮
聖
人
の
罪
業
意
識

　

そ
こ
に
は
原
文
を
載
せ
て
あ
り
ま
す
が
、
口
語
訳
し
て
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。［
開
目
抄
一
］。「
私
は
無
始
以
来
、
悪
王
と
生
ま
れ

て
、「
法
華
経
の
行
者
」
の
衣
食
田
畠
等
を
奪
い
取
っ
た
こ
と
は
数
知
れ
な
い
。
ま
た
、「
法
華
経
の
行
者
」
の
頸
を
刎
ね
た
こ
と
も
数
知

れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
重
罪
に
は
報
い
を
受
け
た
も
の
も
あ
り
、
受
け
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
受
け
て
い
て
も
残
余
が
い
ま
だ

尽
き
て
い
な
い
。
生
死
を
離
れ
て
解
脱
す
る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
重
罪
を
消
し
は
て
て
出
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
日
蓮
が
盛
ん

に
国
土
の
謗
法
を
責
め
る
と
、
こ
の
大
難
が
来
る
の
は
、
過
去
世
の
重
罪
が
今
生
の
護
法
に
招
き
出
し
た
も
の
に
違
い
な
い
」。
こ
の
よ

う
に
、
過
去
世
の
重
罪
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、［
開
目
抄
一
］
で
す
。

　

次
は
［
佐
渡
御
書
］
で
す
。「
私
、
日
蓮
も
ま
た
、
過
去
世
の
種
子
が
す
で
に
謗
法
の
者
で
あ
る
の
で
、
今
生
に
お
い
て
念
仏
者
で
あ

っ
た
数
年
の
間
は
、「
法
華
経
の
行
者
」
を
見
て
は
、「
い
ま
だ
『
法
華
経
』
で
得
道
で
き
た
も
の
は
い
な
い
。『
法
華
経
』
で
は
千
人
中

一
人
も
成
仏
で
き
な
い
」
な
ど
と
言
っ
て
笑
っ
て
い
た
の
だ
。
今
、
謗
法
と
い
う
酔
い
が
醒
め
て
み
れ
ば
、
例
え
ば
、
酒
に
酔
っ
た
男
が

父
母
を
殴
っ
て
悦
ん
で
い
た
が
、
酔
い
が
醒
め
て
か
ら
〔
事
の
次
第
に
気
付
き
〕
後
で
嘆
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
嘆
い
て
も
そ
の
甲

斐
は
な
い
。
こ
の
〔
謗
法
の
〕
罪
は
消
し
が
た
い
」。

　

こ
の
よ
う
に
［
開
目
抄
一
］、［
佐
渡
御
書
］
を
見
る
限
り
、
お
祖
師
さ
ま
は
、
ご
自
分
に
非
常
に
重
い
過
去
世
の
罪
業
が
あ
り
、
そ
れ

を
抱
え
て
生
ま
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
と
て
も
悲
し
ん
で
い
ら
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
自
分
が
、「
法
華
経
の
行
者
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
、［
開
目
抄
二
］
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
法
華
経
の
行
者
」
で
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あ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
難
に
遭
う
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
同
時
に
、
救
い
に
も
預
か
る
は
ず
だ
し
、

「
法
華
経
の
行
者
」
を
苦
し
め
る
、
そ
の
よ
う
な
悪
人
に
は
天
罰
が
下
る
と
も
『
法
華
経
』
に
は
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
災
難

ば
か
り
来
て
、
守
護
さ
れ
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
問
い
が
、［
開
目
抄
二
］
か
ら
で
す
。「
き
っ
と
天
の
御
計
ら
い
に
も
あ
ず
か
る

は
ず
だ
と
思
う
の
に
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
し
る
し
（
験
）
も
な
い
。
い
よ
い
よ
重
い
科
に
沈
む
。
ひ
る
が
え
っ
て
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み

る
と
、
わ
が
身
は
「
法
華
経
の
行
者
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
諸
天
善
神
は
こ
の
国
を
捨
て
て
去
り
た
も
う
た
の
か
。
い
ず
れ

に
し
て
も
疑
わ
し
い
」。

　
［
開
目
抄
三
］。「
日
蓮
が
い
な
け
れ
ば
、
誰
を
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
、〔
そ
れ
を
予
言
し
た
〕
佛
の
こ
と
ば
を
た
す
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
。
経
文
に
わ
が
身
が
普
合
し
て
い
る
。
御
勘
気
を
こ
う
む
（
蒙
）
れ
ば
、
い
よ
い
よ
悦
び
を
増
す
こ
と
に
な
る
」。

　
［
開
目
抄
四
］。「
た
だ
し
世
間
の
疑
う
と
こ
ろ
で
、
自
心
も
疑
う
と
こ
ろ
で
言
う
に
は
、
ど
う
し
て
天
は
お
助
け
く
だ
さ
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
諸
天
等
の
守
護
神
は
佛
前
で
御
誓
言
な
さ
っ
た
。「
法
華
経
の
行
者
」
は
さ
る
（
猿
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
も
し

く
は
、
そ
の
よ
う
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、「
法
華
経
の
行
者
」
と
呼
ん
で
、
す
ぐ
に
も
佛
前
の
御
誓
言
を
遂
げ
よ
う
と
お

思
い
に
な
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
こ
と
が
な
い
の
は
、
わ
が
身
は
「
法
華
経
の
行
者
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
い
は
こ
の

書
（
開
目
抄
）
の
肝
心
、
一
期
の
大
事
で
あ
る
か
ら
、
処
々
に
こ
れ
を
書
く
上
に
、
疑
い
を
強
く
し
て
答
え
を
用
意
し
よ
う
」。

　
［
開
目
抄
五
］
は
長
い
の
で
、
時
間
の
関
係
上
、
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
［
開
目
抄
六
］
に
ま
い
り
ま
す
。「
日
蓮
は
「
法
華
経
の
行
者
」
で
は
な
い
。
天
が
捨
て
給
う
ゆ
え
に
。
そ
れ
な
ら
ば
、
誰
を
当
世
の

「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
、〔
そ
れ
を
予
言
し
た
〕
佛
語
を
真
実
と
し
て
証
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
法
華
経
の
行
者
」
が
あ
れ
ば
、
必

ず
三
類
の
怨
敵
が
あ
る
は
ず
だ
。
三
類
は
す
で
に
い
る
。「
法
華
経
の
行
者
」
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
求
め
て
師
と
し
た
い
。
隻
眼
の

亀
が
、〔
た
ま
た
ま
海
に
〕
浮
い
て
い
る
木
に
ぶ
つ
か
る
よ
う
〔
に
稀
有
〕
な
こ
と
で
あ
る
」。「
勧
持
品
第
十
三
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、「
法
華
経
の
行
者
」
が
あ
る
と
き
は
、
三
類
の
怨
敵
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
在
世
の
と
き
に
三
類
の
怨
敵
が
す
で
に
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あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
で
「
法
華
経
の
行
者
」
が
出
現
し
て
い
る
は
ず
だ
、
で
も
、
ど
う
も
自
分
は
「
法
華
経
の
行
者
」
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
、
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
探
し
た
い
と
い
う
の
が
、
今
読
ん
だ
［
開
目
抄
六
］
の
部
分
に
な

り
ま
す
。

　

そ
こ
で
お
祖
師
さ
ま
は
、
あ
る
こ
と
に
気
付
か
れ
ま
す
。［
開
目
抄
七
］。「
前
世
に
『
法
華
経
』
を
誹
謗
し
た
罪
が
な
い
も
の
が
、
今

生
に
『
法
華
経
』
を
行
じ
た
場
合
、
こ
の
人
を
世
間
的
な
過
失
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
罪
が
な
い
場
合
で
あ
れ
、
敵
対
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち

に
現
世
で
の
罰
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」。
つ
ま
り
、
過
去
世
に
罪
の
無
い
も
の
が
「
法
華
経
の
行
者
」
に
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
敵
対

す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
敵
対
し
た
も
の
に
厳
罰
が
あ
る
。
し
か
し
、「
法
華
経
の
行
者
」
が
過
去
世
に
悪
業
を
重
ね
て
い
た
場
合
に
は
、
敵

対
者
に
は
た
ち
ま
ち
厳
罰
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　

そ
の
証
左
に
な
っ
て
く
る
の
が
、「
常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十
」
の
有
名
な
部
分
で
す
。［
開
目
抄
八
］。「「
常
不
軽
菩
薩
品
」
に
い
う
。

“
そ
の
罪
畢
え
已
わ
っ
て
”
等
云
々
。
常
不
軽
菩
薩
は
過
去
世
に
『
法
華
経
』
を
誹
謗
な
さ
っ
た
罪
が
そ
の
身
に
あ
っ
た
か
ら
、
瓦
石
を

加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
」。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
の
、［
開
目
抄
一
］
の
部
分
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
自
分
は
過
去
世
に
お
い
て

「
法
華
経
の
行
者
」
の
衣
食
田
畠
等
を
奪
っ
た
悪
王
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、「
法
華
経
の
行
者
」
の
頸
を
、
数
え
き
れ
な
く
刎
ね
て
い
る
。

そ
の
悪
業
が
あ
る
か
ら
、
今
生
に
『
法
華
経
』
を
説
い
て
も
す
ぐ
に
は
守
護
さ
れ
ず
、
敵
対
者
に
も
厳
罰
が
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の

罰
を
今
生
に
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
世
の
悪
業
を
浄
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
境
地
に
、
お
祖
師
さ
ま
は
達
せ
ら
れ
た
わ
け

で
す
。

　
［
開
目
抄
九
］。「
天
の
加
護
が
な
い
こ
と
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。
現
世
が
安
穏
で
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
は
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
、

［
開
目
抄
十
］。「
私
、
日
蓮
の
流
罪
は
、
所
詮
は
今
生
の
う
ち
の
小
さ
な
苦
で
あ
る
か
ら
、
嘆
く
必
要
な
ど
な
い
。
後
生
に
は
大
き
な
楽

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
大
い
に
悦
ば
し
い
の
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
お
祖
師
さ
ま
は
、
法
難
と
い
う
も
の
を
悦
ぶ
境
地

に
達
せ
ら
れ
た
と
同
時
に
、
自
分
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
悪
業
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
悔
い
、
そ
れ
を
浄
化
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
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『
開
目
抄
』
の
中
で
読
み
取
れ
る
こ
と
で
す
。

二
．
佛
教
に
お
け
る
〈
生
苦jātiduh

4kha

〉
と
は
な
に
か

　

生
苦
の
こ
と
を
、
イ
ン
ド
語
で
ジ
ャ
ー
テ
ィ
・
ド
ゥ
ッ
カ
と
申
し
ま
す
。
ジ
ャ
ー
テ
ィ
が
生
ま
れ
で
、
苦
が
ド
ゥ
ッ
カ
と
い
う
部
分
で

す
。
生
苦
、
ジ
ャ
ー
テ
ィ
・
ド
ゥ
ッ
カ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
、
パ
ー
リ
語
原
文
か
ら
の
和
訳
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
場
面
は

〈
初
転
法
輪
〉
で
す
。

　
〈
初
転
法
輪
〉
で
最
初
に
説
か
れ
た
の
が
、
中
道
で
す
。
そ
の
次
に
説
か
れ
た
の
が
四
諦
で
す
。
で
す
の
で
、
今
か
ら
見
て
い
く
部
分

は
、〈
初
転
法
輪
〉
の
中
で
は
二
番
目
の
説
法
の
部
分
、
四
諦
、
す
な
わ
ち
苦
諦
、
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
と
い
う
、
四
つ
の
真
実
で
す
。

　

そ
の
第
一
が
苦
諦
で
す
。
苦
諦
、
ド
ゥ
ッ
カ
・
ア
ー
リ
ア
・
サ
テ
ィ
ヤ
、
四
聖
諦
の
第
一
で
す
。
和
訳
を
読
ん
で
み
ま
す
。「
比
丘
た

ち
よ
、
こ
れ
が
苦
と
い
う
、
聖
な
る
者
（
聖
人
）
た
ち
に
と
っ
て
の
真
実
（
苦
聖
諦
、
苦
諦
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
は
苦
で
あ
り
（
生

苦
）、
老
は
苦
で
あ
り
（
老
苦
）、
病
は
苦
で
あ
り
（
病
苦
）、
死
は
苦
で
あ
り
（
死
苦
）、
嫌
い
な
人
た
ち
と
会
う
こ
と
は
苦
で
あ
り
（
怨

憎
会
苦
）、
愛
し
い
人
た
ち
と
別
れ
る
こ
と
は
苦
で
あ
り
（
愛
別
離
苦
）、
求
め
る
も
の
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
苦
で
あ
り
（
求
不
得
苦
）、

要
略
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
を
構
成
す
る
五
つ
の
要
素
（
色
・
受
・
想
・
行
・
識
）
は
苦
で
あ
る
（
五
蘊
盛
苦
）」。
い
わ
ゆ
る
八
苦
で
す
。

　

こ
こ
で
、
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
は
、
四
聖
諦
、
苦
聖
諦
の
解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
「
聖
」
と
い
う
字
を

「
諦
」
に
掛
け
て
い
ま
し
た
。「
苦
と
い
う
聖
な
る
真
実
で
あ
る
」
と
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
う
で
は
な
い
。

「
聖
な
る
者
た
ち
に
と
っ
て
の
真
実
」
で
、
そ
れ
が
苦
聖
諦
を
は
じ
め
と
す
る
四
聖
諦
の
、
こ
の
「
聖
」
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
四
つ
の
真
実
、
苦
諦
、
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
が
、
そ
の
人
に
と
っ
て
真
実
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う

か
が
要
な
の
で
す
。

　

真
実
と
な
っ
て
い
る
人
は
、
聖
な
る
存
在
で
、
聖
人
で
す
。
そ
う
で
な
い
人
、
つ
ま
り
、「
生
老
病
死
の
苦
な
ん
か
な
い
の
で
は
な
い
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か
。
好
き
に
や
っ
て
い
い
の
だ
」
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
聖
な
る
存
在
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
四
諦
と
い
う
も
の
は
、
科
学
的
、
客
観
的

な
事
実
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
く
ま
で
宗
教
的
な
自
覚
、
実
存
的
な
話
な
の
で
す
。
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
、「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
な
の

だ
。
生
老
病
死
は
苦
な
の
だ
。
そ
し
て
八
苦
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
持
っ
た
存
在
が

聖
な
る
者
で
あ
っ
て
、
聖
人
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
「
苦
」
で
す
け
れ
ど
も
、
苦
と
い
う
も
の
は
、
苦
し
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
佛
教
に
お
い
て
苦
、
ド
ゥ
ッ
カ
と
い
う
も
の

は
、「
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
生
老
病
死
自
体
が
苦
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
ま
れ
る
こ
と
、
老
い
る
こ

と
、
病
む
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
自
体
は
、
単
な
る
自
然
現
象
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
老
い
た
く
な
い
の
に
老
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、

病
み
た
く
な
い
の
に
病
ま
ね
ば
な
ら
な
い
、
死
に
た
く
な
い
の
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
、
死
ん
で
ほ
し
く
な
い
人
に
死
な
れ
て
し
ま
う
、

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
苦
な
の
で
す
。

　

苦
諦
の
第
一
は
生
で
す
。
生
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
真
実
が
、
苦
諦
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
生
」
は
、「
生
き
る
こ
と
」

で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。「
生
ま
れ
る
こ
と
、
生
む
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
赤
ち
ゃ
ん
を
望
ん
で
も
生
ま
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
、
逆
に
、
残
念
な
が
ら
望
ま
な
い
妊
娠
、
出
産
も
世
の
中
に
は
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
め
で
た
く
授
か
っ
た
と
し
て
も
、

「
こ
ん
な
子
が
欲
し
い
」
と
い
う
願
い
の
通
り
に
は
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
は
生
む
側
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
生

ま
れ
て
く
る
側
、
赤
ち
ゃ
ん
の
側
に
し
て
も
、「
こ
う
い
う
家
の
子
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
」。
例
え
ば
、「
億
万
長
者
の
家
に
生
ま
れ
た
か

っ
た
」
と
か
、「
こ
う
い
う
容
姿
で
生
ま
れ
た
か
っ
た
」
と
い
う
願
い
が
叶
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
生
ま
れ
る
こ
と
、

生
む
こ
と
が
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
生
苦
と
申
し
ま
す
。
こ
れ
は
〈
初
転
法
輪
〉
の
場
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
佛
教

に
と
っ
て
大
前
提
で
す
。
生
は
苦
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
テ
ィ
は
ド
ゥ
ッ
カ
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
佛
教
の
大
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
『
法
華
経
』
は
、
こ
の
生
苦
と
い
う
も
の
を
打
ち
崩
す
、
も
し
く
は
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
道
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
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〈
願
生
〉
で
す
。

三
．『
法
華
経
』「
法
師
品
」
に
見
る
法
師
（
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
）
の
〈
願
生
〉

　

こ
の
願
生
に
つ
い
て
は
、「
法
師
品
第
十
」
に
ま
と
め
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
法
師
の
こ
と
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ

と
言
い
ま
す
。
ダ
ル
マ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
文
脈
で
は
「
教
え
」
で
す
。『
法
華
経
（
サ
ッ
ダ
ル
マ
・
プ
ン
ダ

リ
ー
カ
）』
を
指
し
て
、
ダ
ル
マ
で
す
。
そ
し
て
バ
ー
ナ
カ
が
説
く
人
。
つ
ま
り
、『
法
華
経
』
を
説
く
人
の
こ
と
を
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
と

申
し
ま
し
て
、『
法
華
経
』
は
わ
れ
わ
れ
に
、
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
に
な
り
な
さ
い
と
教
え
て
い
る
経
典
で
す
。
そ
し
て
『
法
華
経
』
は
、

こ
の
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
は
、
実
は
生
苦
を
乗
り
越
え
て
願
っ
て
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
、
願
生
し
て
い
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
わ

け
で
す
。

　
［
法
師
品
一
］
を
読
ん
で
み
ま
す
。
原
文
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
す
。「
さ
ら
に
ま
た
バ
イ
シ
ャ
ジ
ュ
ヤ
ラ
ー
ジ
ャ
（
薬
王
）
よ
、
如
来

〔
で
あ
る
私
〕
の
入
滅
後
に
、
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
法
門
を
聞
く
者
た
ち
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
偈
を
聞
い
て
、
そ
し
て
悦

ぶ
心
を
発
す
の
が
た
だ
一
瞬
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
薬
王
よ
、〔
如
来
で
あ
る
〕
私
は
そ
れ
ら
の
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
は
誰
で
あ
れ
、

無
上
菩
提
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
授
記
す
る
」。
ま
さ
に
全
員
に
授
記
で
す
。『
法
華
経
』
は
、「
譬
喩
品
第
三
」
か
ら
「
授
学
無
学
人
記
品

第
九
」
に
至
る
ま
で
、
声
聞
に
対
し
て
の
み
授
記
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
法
師
品
第
十
」
に
な
っ
て
、
全
員
に
授
記
を
し
て
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
条
件
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
『
法
華
経
』
を
聞
く
こ
と
、
そ
し
て
悦
ぶ
こ
と
。
聞
く
だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
す
。
悦

ば
な
く
て
は
い
け
な
い
。『
法
華
経
』
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
聞
き
、
悦
ぶ
者
に
対
し
て
授
記
が
与
え
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
経
典
で
す
。

こ
こ
で
善
男
子
・
善
女
人
と
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、
男
女
の
区
別
が
全
く
な
く
授
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。『
法
華
経
』
は
男
女
差
別

の
な
い
経
典
な
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
善
男
子
・
善
女
人
、
こ
れ
が
具
体
的
に
は
法
師
、
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
善
男
子
・
善
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女
人
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
者
た
ち
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
説
明
が
、［
法
師
品
二
］
以
下
の
部
分
に
な
り
ま
す
。「
薬
王
よ
、
か

の
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
は
、
幾
百
・
千
・
コ
ー
テ
ィ
ー
・
ナ
ユ
タ
に
満
ち
る
諸
佛
に
親
近
（
給
仕
）
し
た
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
薬
王

よ
、
か
の
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
は
幾
百
・
千
・
コ
ー
テ
ィ
ー
・
ナ
ユ
タ
も
の
諸
佛
の
も
と
で
誓
願
を
立
て
た
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔
彼
ら
・
彼
女
ら
は
〕
衆
生
た
ち
を
憐
れ
む
が
ゆ
え
に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ブ
ー
州
（
閻
浮
提
）
に
人
間
と
し
て
〔
あ
え
て
、
意
図
し
て
〕
生

ま
れ
出
た
（
願
生
し
た
）
者
た
ち
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。

　
［
法
師
品
三
］。「
薬
王
よ
、
か
の
善
男
子
・
善
女
人
は
無
上
菩
提
に
お
い
て
〔
す
で
に
〕
完
成
さ
れ
た
者
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。〔
彼

ら
は
〕
如
来
に
等
し
い
者
で
あ
り
、
世
間
の
人
々
を
利
益
し
憐
愍
す
る
が
ゆ
え
に
、
誓
願
の
力
に
基
づ
い
て
こ
の
閻
浮
提
に
人
間
と
し
て
、

こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
法
門
を
解
説
す
る
た
め
に
〔
あ
え
て
、
意
図
し
て
〕
生
ま
れ
出
た
（
願
生
し
た
）
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。
わ

れ
わ
れ
は
如
来
に
等
し
い
者
で
あ
る
。
オ
ー
ル
モ
ウ
ス
ト
・
イ
コ
ー
ル
如
来
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

法
師
は
如
来
と
等
し
い
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
引
用
し
た
部
分
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
「
法
師
品
」
に
、
法
師
と
は
、

タ
タ
ー
ガ
タ
・
ク
リ
テ
ィ
ヤ
・
カ
ラ
。
タ
タ
ー
ガ
タ
は
如
来
で
す
。
ク
リ
テ
ィ
ヤ
は
仕
事
、
カ
ラ
は
な
す
人
、
如
来
の
仕
事
を
代
行
す
る

人
と
、『
法
華
経
』
の
「
法
師
品
」
で
は
、
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
、
法
師
の
こ
と
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
釈
尊
の
仕
事
の
代
行
者
な
の
で
す
。
釈
尊
の
姿
・
形
は
入
滅
と
共
に
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
地
上

に
あ
っ
て
、
釈
尊
の
御
業
を
実
現
す
る
の
が
、
私
た
ち
な
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
如
来
の
御
業
と
い
う
も
の
は
人
々
を
救
い
、
人
々
に

成
仏
の
授
記
を
与
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
『
法
華
経
』
を
説
い
て
、
そ
し
て
人
々
を
悦
ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈

尊
の
仕
事
の
肩
代
わ
り
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
仕
事
が
わ
れ
わ
れ
を
通
し
て
こ
の
世
に
実
現
す
る
限
り
、
如
来
の

御
業
と
い
う
も
の
は
こ
の
世
に
い
つ
ま
で
も
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
を
通
し
て
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
『
法
華
経
』

を
説
い
て
人
々
を
悦
ば
せ
て
、
人
々
に
授
記
を
与
え
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
常
に
こ
の
世
に
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
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こ
れ
が
後
に
「
如
来
寿
量
品
第
十
六
」
で
説
か
れ
る
、
永
遠
の
寿
命
を
持
っ
た
如
来
な
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
を
通
し
て
、
如
来

が
こ
の
世
に
出
現
し
続
け
る
。
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
が
『
法
華
経
』
を
説
く
の
を
や
め
て
、
人
々
を
悦
ば
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
た

ら
、
い
か
に
如
来
の
寿
命
が
無
量
で
あ
る
と
説
い
て
も
、
実
質
的
に
如
来
は
滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
を
通
し
て
、
如
来
が

こ
の
世
に
出
現
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
お
祖
師
さ
ま
の
お
仕
事
も
全
く
同
じ
で
す
。
わ
れ
わ
れ
を
通
し
て
お
祖
師
さ
ま
は
、
こ

の
世
に
出
現
（
地
涌
）
さ
れ
続
け
る
の
で
す
。

　
［
法
師
品
四
］
に
ま
い
り
ま
す
。「
自
ら
の
、
法
の
高
貴
な
成
就
も
佛
国
土
へ
の
高
貴
な
誕
生
も
差
し
置
い
て
、
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕

法
門
を
解
説
す
る
た
め
、
私
の
入
滅
後
に
、
衆
生
た
ち
に
対
す
る
利
益
と
憐
愍
の
た
め
、
こ
こ
（
閻
浮
提
）
に
〔
あ
え
て
、
意
図
し
て
〕

生
ま
れ
出
た
（
願
生
し
た
）
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。

　
［
法
師
品
五
］。「〔
如
来
の
入
滅
後
に
〕
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
経
典
を
受
持
す
る
で
あ
ろ
う
者
、
そ
の
者
は
衆
生
を
憐
愍
す
る
が
ゆ
え

に
、〔
佛
国
土
へ
の
〕
清
浄
な
誕
生
を
捨
て
て
、〔
あ
え
て
、
意
図
し
て
〕
こ
こ
（
閻
浮
提
）
に
生
ま
れ
出
て
き
た
勇
者
な
の
で
あ
る
」。

　
［
法
師
品
六
］。「〔
如
来
が
滅
し
て
〕
後
の
時
代
に
、
そ
の
人
が
こ
の
無
上
の
経
典
を
説
く
の
が
こ
こ
（
閻
浮
提
）
に
見
ら
れ
る
の
は
、

そ
の
人
の
誕
生
す
る
〔
と
こ
ろ
・
状
態
を
選
ぶ
こ
と
の
で
き
る
〕
自
在
力
に
よ
る
の
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、『
法
華
経
』
を
説
く
法
師
は
、

誕
生
を
選
ぶ
自
在
力
を
持
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
、
生
苦
と
百
八
十
度
異
な
る
考
え
方
、
正
反
対
の
考
え
方
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
〈
初
転

法
輪
〉
の
場
に
お
い
て
、
佛
教
の
中
核
と
な
る
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
中
道
と
四
諦
で
す
。
そ
こ
で
、
生
苦
と
い
う
も
の
を

説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
釈
迦
さ
ま
は
今
度
は
『
法
華
経
』
に
お
い
て
は
、「
い
や
い
や
、『
法
華
経
』
を
説
く

法
師
は
願
生
し
て
い
る
の
だ
よ
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
会
通
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
あ
と
の

時
間
で
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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四
．
佛
教
に
お
け
る
〈
四
苦
〉（
特
に
死
苦m

aran

4・aduh

4・kha

）

　

ど
う
し
て
死
苦
、
マ
ラ
ナ
・
ド
ゥ
ッ
カ
を
考
え
る
か
と
い
う
と
、
苦
の
中
で
最
も
テ
ー
マ
と
し
て
重
い
も
の
が
死
、
マ
ラ
ナ
と
い
う
ド

ゥ
ッ
カ
、
苦
だ
か
ら
で
す
。
死
に
た
く
な
い
の
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
、
死
ん
で
ほ
し
く
な
い
人
に
死
な
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
ド
ゥ
ッ
カ
、

苦
が
一
番
人
間
に
と
っ
て
重
い
も
の
で
す
。
で
す
の
で
、
四
苦
を
扱
う
上
で
一
番
重
い
死
の
苦
、
マ
ラ
ナ
・
ド
ゥ
ッ
カ
を
代
表
に
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
の
引
用
文
は
、『
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（
増
支
部
経
典
）』
か
ら
の
翻
訳
で
す
。「
当
時
（
王
子
の
頃
）
の
私
は
そ
の
よ
う

に
裕
福
で
、
そ
の
よ
う
に
奢
侈
贅
沢
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
思
い
が
生
じ
た
。
愚
か
な
凡
夫
は
、
自
ら
が
死
に
ゆ
く

も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
死
を
免
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
が
死
ん
だ
の
を
見
て
は
、
自
分
の
こ
と
は
棚
に
上
げ
て
、
悩
み
、
恥
じ
、

嫌
悪
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
も
ま
た
死
に
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
死
を
免
れ
な
い
。
ま
さ
に
自
分
が
死
に
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
死
を

免
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
が
死
ん
だ
の
を
見
て
は
、“
死
は
私
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
”
と
い
っ
て
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
す
る

で
あ
ろ
う
。
私
が
こ
の
よ
う
に
、
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
自
分
に
気
付
い
た
と
き
、
生
存
時
に
お
け
る
命
は
あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
と
い

う
驕
り
は
全
く
消
え
失
せ
た
の
で
あ
る
」。

　

次
の
引
用
は
、『
マ
ッ
ジ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
（
中
部
経
典
）』
か
ら
の
翻
訳
で
す
。「
私
が
か
つ
て
、
覚
り
を
得
て
い
な
い
〔
王
子
の
〕
状

態
に
あ
っ
た
頃
、
自
分
が
死
に
ゆ
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
死
に
ゆ
く
も
の
の
み
を
願
い
求
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
私
に
こ
の
よ
う
な
思

い
が
生
じ
た
。
ど
う
し
て
私
は
、
自
分
が
死
に
行
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
死
に
ゆ
く
も
の
の
み
を
願
い
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
あ
、

私
は
、
自
分
が
死
に
ゆ
く
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
死
に
ゆ
く
も
の
に
は
煩
い
が
あ
る
と
見
極
め
て
、
安
穏
に
し
て
不
死
の
境
地
で
あ
る

涅
槃
を
求
め
る
こ
と
に
し
よ
う
」。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
王
子
を
悩
ま
せ
て
い
た
も
の
の
本
質
が
分
か
り
ま
す
。
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
王
子
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
は
、
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生
、
老
、
病
、
死
と
い
う
自
然
現
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
に
は
生
、
老
、
病
、
死
と
い
う
も
の
が
、
否
応
な
し
で
付
き
ま
と
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
嫌
だ
、
嫌
だ
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
、
老
、
病
、
死
を
伴
う
、
人
間
の
真
実
の
姿
を
受
け
入

れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
自
分
自
身
へ
の
懐
疑
・
失
望
が
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
王
子
を
悩
ま
せ
て
い
た
も
の
の
本
質
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
自
分
が
自
分
に
背
い
て
い
る
状
態
」、「
自
分
が
自
分
の
敵
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
」、「〈
こ
う
で
あ
っ
て

欲
し
い
と
願
う
自
分
〉
と
、〈
真
実
の
自
己
〉
と
が
乖
離
し
た
状
態
」
で
す
。

五
．
乖
離
の
原
因

　

こ
こ
で
、
乖
離
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
白
抜
き
の
四
角
が
あ
っ
て
、「
何
々
は
死
ぬ
」、「
何
々
は
い

つ
死
ぬ
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
、
穴
埋
め
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
四
角
の
穴
に
、「
人
」
を
入
れ
る
の
は
と
て
も
簡
単
で
す
。
人
は

死
ぬ
。
人
は
い
つ
死
ぬ
か
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
誰
も
が
分
か
っ
て
い
る
真
実
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
「
私
」
を
入
れ
る
の
は
、

非
常
に
難
し
い
の
で
す
。
頭
の
中
で
入
れ
る
の
は
簡
単
で
す
。
頭
の
中
で
、「
う
ん
、
私
も
い
つ
か
死
に
ま
す
よ
。
分
か
っ
て
い
ま
す
よ
。

私
も
永
遠
に
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
。
で
も
、
本
当
の
意
味
で
、「
私
」
を
入
れ
る
こ
と
を
、
人
間
は
本
能
的
に
拒
絶
し
ま
す
。
人
間

は
ど
こ
か
、
自
分
は
ず
っ
と
先
に
死
ぬ
も
の
な
の
だ
と
高
を
く
く
っ
て
い
ま
す
。

　

人
は
誰
で
も
死
ぬ
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
死
ぬ
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
死
ぬ
と
い
う
個
性

を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
人
間
の
真
実
の
姿
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
そ
ん
な
も
の
は
な
い
よ
。
死
な
ん
か
な
い
の
だ
。
そ
ん
な

こ
と
考
え
た
く
な
い
か
ら
、
死
な
ん
か
な
い
の
だ
」、
こ
ん
な
ふ
う
に
高
を
く
く
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
日
々
を
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
比
喩

的
に
言
い
ま
す
と
、
誰
も
が
死
と
い
う
ス
イ
ッ
チ
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
今
は
、
自
分
で
は
知
り
得
な
い
何
ら
か
の
理
由
で
、

そ
の
ス
イ
ッ
チ
が
押
さ
れ
て
い
な
い
に
等
し
い
、
そ
う
い
う
状
態
で
す
。
で
す
が
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
ん
な
死
の
ス
イ
ッ
チ
な
ん
か
、
無
限

の
か
な
た
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
て
、
高
を
く
く
っ
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
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ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
、
死
が
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
と
、
人
間
は
、
都
合
の
よ
い
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
求
め

る
反
面
、
都
合
の
悪
い
も
の
は
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
が
る
と
い
う
、
根
元
的
な
身
勝
手
さ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
、
佛
教
は
教
え
ま

す
。
こ
の
根
元
的
な
身
勝
手
さ
の
こ
と
を
、
佛
教
で
は
「
無
明
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

ア
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
。
無
明
は
根
元
的
無
知
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
無
明
と
は
、
繰
り
返
し
ま
す

が
、
都
合
の
よ
い
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
求
め
る
反
面
、
都
合
の
悪
い
も
の
は
な
か
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る
、
根
元
的
身
勝
手
さ
で
す
。

そ
の
際
、
都
合
の
悪
い
も
の
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
を
、
佛
教
は
否
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が

な
く
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
な
く
し
た
方
が
い
い
で
す
。
例
え
ば
、
社
会
的
な
不
正
義
や
差
別
、
こ
れ
は
都
合
の
悪
い
も
の
で
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
な
く
す
べ
き
で
す
。
そ
し
て
、
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
な
く
す
べ
き
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
無
明
の
場
合
は
、
な
く

せ
な
い
も
の
ま
で
な
く
し
た
こ
と
に
し
て
し
ま
う
と
、
こ
こ
が
問
題
な
の
で
す
。

　

繰
り
返
し
ま
す
が
、
都
合
の
悪
い
も
の
は
、
な
い
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
問
題
は
、
人
間
が
な
く
せ
な
い
都
合
の
悪

い
も
の
ま
で
、
な
く
し
た
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
今
生
き
て
い
る
、
大
切
な
人
が
生
き
て
く
れ
て
い
る
、
い
の
ち
と
い

う
宝
物
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
な
い
で
、
時
間
を
浪
費
し
て
い
く
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

お
祖
師
さ
ま
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
宝
物
の
中
で
、
い
の
ち
ほ
ど
大
切
な
宝
物
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
頭

で
は
分
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
心
や
魂
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
無
明
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
し
て
、（
図
を
示
し
な
が
ら
）
こ
れ
が
〈
真
実
の
自
己
〉
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
側
が
〈
偽
り
の
自
分
〉
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ど
ち
ら
も
「
自
分
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
混
同
し
ま
す
の
で
、
私
は
「
本
当
の
私
」
の
と
き
に
は
〈
自
己
〉
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、

「
偽
り
の
私
」
の
と
き
に
は
〈
自
分
〉
と
い
う
よ
う
に
、
便
宜
的
に
使
い
分
け
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

佛
教
は
、
人
間
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
宗
教
で
す
。〈
偽
り
の
自
分
〉
を
作
っ
て
し
ま
う
力
、
作
用
の
こ
と
を
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と

言
い
ま
す
。
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
い
う
も
の
が
、
私
が
、
今
こ
れ
が
私
な
の
だ
と
思
っ
て
い
る
対
象
を
作
り
出
す
。
こ
の
〈
偽
り
の
自
分
〉
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を
作
り
出
す
力
、
作
用
の
こ
と
を
、
佛
教
で
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
言
い
ま
す
。
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
は
、
善
い
も
の
と
悪
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
無
明
を
放
っ
て
お
く
と
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
悪
い
方
向
に
働
き
出
し
、〈
真
実
の
自
己
〉
と
離
れ
た
、〈
偽
り
の
自
分
〉
を
作
っ
て
し

ま
う
。
し
か
し
、
無
明
を
放
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
、「
い
や
、
こ
れ
は
い
け
な
い
の
だ
。
本
当
の
私
を
取
り
戻
そ
う
」
と
い
う
、〈
向
こ
う

向
き
の
自
分
〉
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
無

明
を
放
っ
て
お
く
と
、〈
偽
り
の
自
分
〉
を
作
り
出
し
て
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
苦
な
の
で
す
。
死
に
た
く
な
い
の
に
、
死
な

ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
苦
で
す
。

六
．
諸
行
無
常

　

諸
行
無
常
の
原
語
は
、「
サ
ル
ヴ
ァ
・
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
ー　

ア
ニ
テ
ィ
ヤ
ー
ハ
」。
な
ぜ
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
で
な
く
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
ー

と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
、
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
一
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
、

諸
行
無
常
の
原
義
で
す
。
諸
行
無
常
は
、「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
、
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
理
を

あ
ら
は
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
詠
嘆
的
に
捉
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
で
す
が
、
佛
教
の
原
義
に
遡
れ
ば
、
そ
れ
は
、〈
自
分
〉
を
作
る
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
が
一
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
諸
行
無
常
の
原
義
で
す
。

　

こ
れ
は
、
十
二
支
縁
起
の
第
二
支
で
す
。
漢
訳
語
が
行
で
す
。
諸
行
無
常
の
行
で
す
。
そ
し
て
、
五
蘊
の
、
色
、
受
、
想
、
行
、
識
で

は
四
番
目
で
す
。
形
成
作
用
と
い
い
ま
す
。
無
明
を
放
っ
て
お
き
ま
す
と
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
み
出
す
悪
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
発
動
し
て
し

ま
う
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
き
ち
ん
と
制
御
を
す
る
と
、〈
ギ
ャ
ッ

プ
を
縮
め
よ
う
と
す
る
自
分
〉
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
善
い
も
の
も
悪
い
も
の
も
あ
っ
て
一
定
し

て
い
な
い
の
で
、
諸
行
無
常
、
サ
ル
ヴ
ァ
・
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
ー　

ア
ニ
テ
ィ
ヤ
ー
ハ
、
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
一
定
し
て
な
い
、
と
説

か
れ
た
の
で
す
。
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複
数
あ
る
、
こ
れ
ら
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
変
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
気
を
緩
め
る
と
、
必
ず
悪
い
方

に
変
化
し
ま
す
。
無
明
を
放
っ
て
お
く
と
、
つ
ま
り
、
根
元
的
身
勝
手
さ
の
な
す
が
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
悪
い
方
に
出
ま
す
。
こ
れ
を

「
放
逸
」
と
申
し
ま
す
。
自
我
偈
の
「
放
逸
著
五
欲
」
の
「
放
逸
」
で
す
。
放
逸
と
は
、
佛
教
用
語
で
無
明
を
放
っ
て
お
く
こ
と
で
す
。

プ
ラ
マ
ー
ダ
と
申
し
ま
し
て
、
原
意
は
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
状
態
と
い
う
意
味
で
す
。
無
明
を
放
っ
て
お
く
状
態
が
放
逸
で
す
。
単
に
野
放

図
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
は
な
く
、
無
明
を
放
っ
て
お
く
状
態
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
放
逸
状
態
で
す
と
、
悪
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
生
じ

ま
す
。
そ
し
て
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
、〈
偽
り
の
自
分
〉
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
方
、
無
明
を
抑
え
て
お
く
と
、
不
放
逸
の

状
態
に
な
り
ま
す
。「
あ
あ
、
私
は
死
ぬ
の
だ
。
大
切
な
人
も
死
ぬ
の
だ
。
今
生
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら
生
き
て
い
こ
う
」、
そ

う
い
う
状
態
が
不
放
逸
で
す
。

　

諸
行
無
常
の
意
味
は
、
そ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
、「
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
一
定
し
て
い
な
い
」
で
す
の
で
、
放
逸
な
状
態
で
あ
る

と
、
悪
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
不
放
逸
な
状
態
だ
と
、
善
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
出
て
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
縮
め
て
い

け
ま
す
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
ゼ
ロ
に
し
ま
す
。
こ
れ
が
佛
教
の
目
標
で
あ
り
、
覚
り
、
涅
槃
で
す
。

　

サ
ル
ヴ
ァ
・
ダ
ル
マ
ー　

ア
ナ
ー
ト
マ
ー
ナ
ハ
。
諸
法
無
我
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
無
我
の
境
地
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

我
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
諸
法
無
我
の
元
々
の
意
味
を
説
明
し
ま
す
。
サ
ル
ヴ
ァ
・
ダ
ル
マ
ー　

ア
ナ
ー

ト
マ
ー
ナ
ハ
。「
わ
れ
わ
れ
の
見
て
い
る
私
と
い
う
も
の
は
、
本
当
の
私
で
は
な
い
の
だ
よ
。
わ
れ
わ
れ
は
、〈
偽
り
の
自
分
〉
を
私
だ
と

思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
本
当
の
私
は
こ
っ
ち
な
の
だ
」、
こ
れ
が
、
諸
法
無
我
の
原
義
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の

〈
真
実
の
自
己
〉
と
、〈
偽
り
の
自
分
〉
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
私
で
は
な
い
。
こ
ち
ら
が
本
当
の
私
。
こ
の
〈
真
実
の
自
己
〉

の
こ
と
を
、
イ
ン
ド
語
で
ア
ー
ト
マ
ン
と
言
い
ま
す
。「
我
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
で
す
。

　

佛
教
は
無
明
を
抑
え
る
、
す
な
わ
ち
、
不
放
逸
な
態
度
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
抑
え
、
本
当
の
私
、
本
当
の
あ
な
た

で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
を
取
り
戻
せ
と
説
く
宗
教
で
す
。
佛
教
が
ア
ー
ト
マ
ン
、
我
を
否
定
し
た
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
す
。
佛
教
で
は
、
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宇
宙
原
理
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
一
如
で
あ
る
個
人
原
理
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
も
の
に
関
し
て
は
特
段
の
関
心
を
払
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
本
当

の
私
、
本
当
の
あ
な
た
、〈
真
実
の
自
己
〉
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
修
行
の
ゴ
ー
ル
と
し
て
積
極
的
に
認
め
て
い
ま
す
。

　

後
に
、
大
乗
佛
教
の
『
涅
槃
経
』
に
な
る
と
、
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
こ
そ
佛
性
で
あ
る
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
当

の
私
た
ち
の
姿
は
佛
さ
ま
な
の
だ
。
こ
れ
が
『
涅
槃
経
』
で
す
。『
涅
槃
経
』
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
肯
定
し
て
い
る
お
か
し
な
経
典
で
あ
る

と
い
う
研
究
者
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
方
は
偏
っ
て
い
ま
す
。
佛
教
に
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
肯
定
的
に
認
め
る
文
脈
が
あ
る
の

で
す
。
本
当
の
私
の
姿
と
い
う
の
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
で
す
。

七
．
十
二
支
縁
起
（
プ
ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
ヤ
・
サ
ム
ト
ゥ
パ
ー
ダ
）

　

縁
起
は
、
全
部
で
十
二
支
あ
り
ま
す
。
無
明
を
放
っ
て
お
い
て
、
苦
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
順
観
と
言
い
ま
す
。
ア
ヌ
ロ
ー
マ
、
川
の
流

れ
に
沿
っ
て
と
い
う
意
味
で
す
。
川
に
ボ
ー
ト
を
浮
か
べ
て
、
何
に
も
し
な
い
で
い
る
と
、
ボ
ー
ト
は
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
川
下
に
流

れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
は
千
尋
の
滝
つ
ぼ
が
あ
っ
て
、
落
ち
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
が
苦
で
す
。
こ
れ
が
縁
起
の
順
観
、

ア
ヌ
ロ
ー
マ
。
佛
教
が
求
め
て
い
る
の
は
、
川
を
遡
れ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
逆
観
と
言
い
ま
す
。
プ
ラ
テ
ィ
ロ
ー
マ
、
川
の
流
れ

に
逆
ら
っ
て
と
い
う
意
味
で
す
。「
川
の
流
れ
の
よ
う
に
」
と
い
う
有
名
な
曲
が
あ
り
ま
し
て
、
と
て
も
い
い
曲
だ
と
思
い
ま
す
が
、
佛

教
的
に
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。

　

縁
起
は
全
部
で
十
二
支
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
、
一
番
目
と
二
番
目
と
十
一
番
目
と
十
二
番
目
を
抜
き
出
し
ま
し
た
。
一
、
衆
生
に

は
無
明
、
根
元
的
な
身
勝
手
さ
が
あ
る
。
二
、
無
明
に
よ
っ
て
、
悪
し
き
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
生
じ
る
。
三
か
ら
十
は
飛
ば
し
て
、
十
一
、

有
、
輪
廻
生
存
に
よ
っ
て
、
現
在
の
生
、
生
ま
れ
が
あ
る
。
十
二
、
生
に
よ
っ
て
老
死
が
生
じ
、
憂
い
、
悲
し
み
、
苦
、
愁
い
、
悩
み
、

以
上
の
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
さ
ゆ
え
の
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
が
生
じ
る
。
途
中
を
飛
ば
し
ま
し
た
が
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
生
を
作
る
と
い

う
こ
と
は
、
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
縁
起
の
逆
観
が
プ
ラ
テ
ィ
ロ
ー
マ
で
す
。
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
く
の
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で
は
な
く
、
逆
ら
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。

　

縁
起
の
逆
観
、
プ
ラ
テ
ィ
ロ
ー
マ
。
無
明
を
滅
す
る
。
二
、
無
明
が
滅
せ
ら
れ
る
と
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
滅
せ
ら
れ
る
。
途
中
を
飛
ば

し
ま
し
て
、
十
一
、
有
が
滅
せ
ら
れ
る
と
生
が
滅
せ
ら
れ
る
。
十
二
、
生
が
滅
せ
ら
れ
る
と
老
死
が
滅
せ
ら
れ
、
憂
い
、
悲
し
み
、
苦
、

愁
い
、
悩
み
も
滅
せ
ら
れ
る
。

八
．
滅

　

こ
こ
で
、「
滅
せ
ら
れ
る
」
と
訳
し
ま
し
た
が
、
通
常
漢
訳
で
「
滅
」
と
い
わ
れ
る
も
の
、
苦
諦
、
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
の
四
諦
で
も
、

滅
諦
を
「
滅
」
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
わ
れ
わ
れ
は
、
佛
教
で
は
無
明
を
滅
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
、
教
え
ら
れ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
で
は
、
無
明
を
滅
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
滅
」
と
い
う
文
字
を
、
世
界
最
大
の
漢
和
辞
典
『
諸
橋
大
漢
和

辞
典
』
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
が
以
下
に
挙
げ
て
あ
る
も
の
で
す
。「
一
、
ほ
ろ
び
る
。
ほ
ろ
ぼ
す
。
イ
、
つ
き
る
。
つ
く
す
。
ロ
、

う
し
な
う
。
な
く
な
る
。
ハ
、
た
え
る
。
た
つ
。
二
、
の
ぞ
く
。
三
、
消
す
。
火
が
き
え
る
。
四
、
し
づ
む
。
没
す
る
。
五
、
お
ほ
ふ
。

か
く
す
。
六
、
見
え
な
い
。
七
、
國
が
ほ
ろ
び
る
。（
中
略
）
十
、
イ
、
涅
槃
の
譯
。
涅
槃
は
無
為
寂
滅
で
あ
る
か
ら
い
ふ
。
以
下
略
」

で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
滅
」
と
い
う
漢
字
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
、
な
く
し
て
ゼ
ロ
に
す
る
と
い
う
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
無
明
を
滅
す
る
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
滅
す
る
と
い
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
無
明
を
な
く
し
て
ゼ
ロ
に
し
て
、
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
も
ゼ
ロ
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
実
は
、「
滅
」
の
語
源
に
な
っ
て
い
る
、
ニ
ロ
ー

ダ
と
い
う
こ
と
ば
に
、
な
く
す
と
い
う
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
制
御
す
る
、
抑
え
付
け
る
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
意
味
な

の
で
す
。

　

実
際
、
お
釈
迦
さ
ま
も
覚
り
を
得
た
後
、
無
明
は
な
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
佛
典
を
紐
解
け
ば
、
お
釈
迦
さ
ま
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
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悪
魔
と
対
話
し
て
い
ま
す
。
あ
の
悪
魔
と
い
う
も
の
は
、
地
獄
の
亡
者
な
ど
で
は
な
く
て
、
お
釈
迦
さ
ま
の
無
明
が
具
象
化
さ
れ
た
も
の

で
す
。
覚
り
を
得
た
後
も
、
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
悪
魔
と
何
度
も
対
話
す
る
わ
け
で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
は
無
明
の
滅
を
覚
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
無
明
は
あ
っ
て
も
、
働
き
出
さ
せ
な
い
の
で
す
。
無
明
は
消
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
働
き
出
さ
せ
な
い
。
無
明
が
悪
さ

を
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
機
先
を
制
し
て
、「
無
明
よ
、
悪
魔
よ
、
お
ま
え
は
黙
っ
て
お
れ
。
控
え
て
お
れ
」
と
、
抑
え
込
ん
で
い
る

わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
存
在
は
、
一
度
成
っ
た
ら
終
わ
り
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
無
明
を
抑
え
る
た
め
に
、
常
に
努
力
を
し
続

け
る
存
在
が
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
存
在
な
の
で
す
。
ブ
ッ
ダ
は
静
的
な
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
動
的
な
、
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
状
態
に
あ
る
の
で
す
。
歩
み
の
中
に
覚
り
が
あ
り
、
歩
み
の
中
に
ブ
ッ
ダ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
度
成
っ
た
ら
、「
俺
は

ブ
ッ
ダ
だ
か
ら
安
心
だ
」
な
ど
と
い
う
存
在
で
は
な
い
の
で
す
。
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
た
め
に
は
、
歩
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、

お
釈
迦
さ
ま
は
ブ
ッ
ダ
と
成
っ
た
後
も
、
常
に
修
行
を
続
け
て
い
か
れ
ま
し
て
、
入
滅
直
前
に
、
自
分
は
一
人
の
沙
門
で
あ
る
、
と
『
涅

槃
経
』
の
中
で
語
っ
て
い
ま
す
。
沙
門
、
努
め
励
む
人
と
い
う
意
味
で
す
。
歩
み
の
中
に
ブ
ッ
ダ
が
あ
る
、
覚
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

よ
く
分
か
る
お
話
で
す
。

　

つ
ま
り
ニ
ロ
ー
ダ
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
縁
起
の
逆
観
の
真
意
を
見
て
み
る
と
、
以
下
の
通
り
と
な
り

ま
す
。
一
、
無
明
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
二
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
善
い
方
向
に
発
動
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ

し
て
十
一
、
生
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
生
苦
が
超
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
十
二
、
苦
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
肉
体
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
と
き
は
、
必
ず
生
苦
で
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
修
行
を
す
る
こ

と
、
縁
起
の
逆
観
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
き
ち
ん
と
抑
え
、
無
明
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
と
い
う
も
の

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
苦
が
超
え
ら
れ
、
願
生
と
い
う
道
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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九
．〈
生
苦
〉
を
超
え
る
道
─
佛
教
の
説
く
〈
輪
廻
転
生
〉─

　

佛
教
は
、
血
統
主
義
と
い
う
も
の
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
宗
教
で
す
。
イ
ン
ド
一
般
は
血
統
主
義
で
す
。
生
ま
れ
、
カ
ー
ス
ト
。
カ
ー

ス
ト
の
こ
と
を
、
イ
ン
ド
語
で
ジ
ャ
ー
テ
ィ
と
申
し
ま
す
。
こ
れ
を
否
定
す
る
の
が
佛
教
で
す
。
佛
教
は
徹
底
的
に
行
為
主
義
の
宗
教
で

す
。
イ
ン
ド
一
般
で
は
ジ
ャ
ー
テ
ィ
、
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
、
卑
し
い
も
の
と
尊
い
も
の
は
分
け
ら
れ
ま
す
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
上

下
貴
賤
の
別
が
あ
る
と
い
う
の
が
カ
ー
ス
ト
の
考
え
方
で
す
。
と
こ
ろ
が
佛
教
は
、
そ
れ
を
断
固
受
け
入
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
で

は
非
常
に
珍
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
こ
に
、
パ
ー
リ
語
原
文
か
ら
の
和
訳
を
載
せ
ま
し
た
。
出
典
は
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
（
経
集
）』
で
す
。「
人
は
〔
物
理
的
な
〕
生
ま

れ
に
よ
っ
て
、
賤
民
と
な
る
の
で
は
な
い
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
尊
い
者
と
な
る
の
で
も
な
い
。
人
は
行
い
に
よ
っ
て
賤
民
と
も
な
り
、
行

い
に
よ
っ
て
尊
い
者
と
も
な
る
の
で
あ
る
」。
行
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
。
何
が
変
わ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
サ
ン

ス
カ
ー
ラ
が
変
わ
る
か
ら
で
す
。
先
に
見
た
よ
う
に
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ
っ
て
生
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
変

わ
れ
ば
、
生
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。
今
生
に
お
い
て
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
す
。
人
は
行
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
す
。
人
は
瞬
間
、

瞬
間
、
刹
那
、
刹
那
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
放
逸
に
し
て
い
る
と
、
悪
い
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
不
放
逸
に
し
て
い
れ
ば
、
善
い
も
の
に
生
ま
れ

変
わ
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
佛
教
で
は
成
佛
が
可
能
な
の
で
す
。
も
し
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
固
定
し
て
い
れ
ば
、
凡
夫
は
い
つ
ま
で
も

凡
夫
で
す
。
絶
対
に
成
佛
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
、
凡
夫
が
成
佛
で
き
る
の
か
。
も
っ
と
言
え
ば
、
な
ぜ
、
十
界
互
具
が
成
立
し
て
、
一
念

三
千
が
成
立
す
る
の
か
。
な
ぜ
、
わ
れ
わ
れ
に
佛
界
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
諸
行
無
常
だ
か
ら
で
す
。
諸
行
無
常
だ
か
ら
、
サ
ン
ス
カ
ー

ラ
を
き
ち
ん
と
制
御
す
れ
ば
、
そ
こ
に
佛
界
が
現
れ
る
の
で
す
。
で
も
、
放
っ
て
お
け
ば
、
地
獄
界
も
現
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
天
台
大
師

の
十
界
互
具
、
一
念
三
千
の
考
え
方
は
、
元
を
辿
れ
ば
、
佛
教
の
原
点
で
あ
る
諸
行
無
常
に
遡
れ
る
の
で
す
。
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次
の
二
つ
の
引
用
は
『
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
』
か
ら
持
っ
て
き
ま
し
た
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
、
い
わ
ゆ
る
指
鬘
外
道
で
す
ね
。
人
々
を

殺
し
て
は
、
そ
の
殺
し
た
人
か
ら
指
を
切
り
取
っ
て
、
そ
の
指
で
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
、
連
続
猟
奇
殺
人
鬼
で
す
。
そ
れ

を
お
釈
迦
さ
ま
が
教
化
し
て
、
仏
弟
子
に
し
て
い
く
。
こ
れ
が
『
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
』
で
す
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
教
化
さ
れ
て
、
仏

弟
子
と
な
っ
た
後
に
、
托
鉢
行
に
出
か
け
ま
す
と
、
道
端
に
妊
婦
さ
ん
が
倒
れ
て
い
ま
し
た
。
何
ら
か
の
異
常
出
産
で
あ
る
よ
う
で
、
道

端
に
倒
れ
て
い
た
の
で
す
。「
自
分
に
は
医
術
の
心
得
が
な
い
の
で
助
け
ら
れ
な
い
。
で
も
、
何
と
か
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
」
と

い
う
こ
と
で
、
お
釈
迦
さ
ま
に
相
談
し
ま
す
。

　

す
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
に
こ
う
教
え
ま
す
。「
そ
う
か
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
か
け
て
、

救
っ
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
、
そ
れ
が
、［
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
一
］
で
す
。「
ご
婦
人
よ
、
私
は
生
ま
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
い
き
も
の
の

生
命
を
故
意
に
奪
っ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
真
実
（
サ
テ
ィ
ヤ
）
の
こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
と
お
な
か
の
赤
ち
ゃ
ん
に
安
穏
あ

れ
か
し
」。
イ
ン
ド
で
は
、
真
実
の
こ
と
ば
に
は
願
い
を
叶
え
る
不
思
議
な
力
が
宿
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
佛
教
、
佛
教

で
な
い
を
問
わ
ず
、
イ
ン
ド
一
般
に
あ
る
信
仰
で
す
。

　
「
こ
の
真
実
語
、
サ
テ
ィ
ヤ
の
こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
、
救
っ
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は

び
っ
く
り
し
ま
す
。
自
分
は
今
ま
で
た
く
さ
ん
の
人
を
殺
し
て
き
た
殺
人
鬼
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、「
そ
の
こ
と
ば
に
は
力
が
あ
り

ま
せ
ん
」
と
言
う
と
、
釈
尊
は
、「
そ
う
か
。
で
は
、
こ
う
言
い
換
え
よ
」。
そ
れ
が
、［
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
二
］
の
と
こ
ろ
で
す
。「
ご

婦
人
よ
、
私
は
聖
な
る
者
（
聖
人
）
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
い
き
も
の
の
生
命
を
故
意
に
奪
っ
た
こ
と
が
な
い
。
こ

の
真
実
の
こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
と
お
な
か
の
赤
ち
ゃ
ん
に
安
穏
あ
れ
か
し
」。
果
た
し
て
こ
の
こ
と
ば
を
か
け
る
と
、
そ
の

赤
ち
ゃ
ん
は
無
事
に
出
産
し
、
母
子
共
に
安
泰
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
ば
が
サ
テ
ィ
ヤ
、
真
実
の
こ

と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
に
な
る
わ
け
で
す
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は
、
比
丘
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
出
方
が
変
わ

っ
た
の
で
す
。
殺
人
鬼
で
あ
る
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
を
作
っ
て
い
た
悪
し
き
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
出
方
が
止
ん
で
、
比
丘
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
を
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作
る
善
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
へ
と
出
方
が
変
わ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
生
に
お
い
て
生
ま
れ
変
わ
り
が
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
『
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
前
提
に
、
先
ほ
ど
の
［
法
師
品
一
］、［
開
目
抄
十
］
と
［
法
師
品
二
］
を
、
も
う
一
度
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。［
法
師
品

一
］、「
さ
ら
に
ま
た
薬
王
よ
、
如
来
〔
で
あ
る
私
〕
の
入
滅
後
に
、
こ
の
〔
妙
法
蓮
華
の
〕
法
門
を
聞
く
者
た
ち
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た

だ
一
つ
の
偈
を
聞
い
て
、
そ
し
て
悦
ぶ
心
を
発
す
の
が
た
だ
一
瞬
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
薬
王
よ
、〔
如
来
で
あ
る
〕
私
は
そ
れ
ら
の
善

男
子
・
善
女
人
た
ち
は
誰
で
あ
れ
、
無
上
菩
提
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
授
記
す
る
」。［
開
目
抄
十
］
で
す
。「
日
蓮
が
流
罪
は
今
生
の
小
苦

な
れ
ば
な
げ
か
し
か
ら
ず
。
後
生
に
は
大
楽
を
う
く
べ
け
れ
ば
大
に
悦
は
し
」。
ま
さ
に
悦
ぶ
境
地
、
願
生
の
境
地
に
、
お
祖
師
さ
ま
は

達
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、［
法
師
品
二
］
で
す
。「
薬
王
よ
、
か
の
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
は
、
幾
百
・
千
・
コ
ー
テ
ィ
ー
・
ナ
ユ
タ
に
満
ち
る
諸
佛
に

給
仕
し
た
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
薬
王
よ
、
か
の
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
は
幾
百
・
千
・
コ
ー
テ
ィ
ー
・
ナ
ユ
タ
も
の
諸
佛
の
も
と
で
誓

願
を
立
て
た
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。〔
彼
ら
・
彼
女
ら
は
〕
衆
生
た
ち
を
憐
れ
む
が
ゆ
え
に
、
こ
の
閻
浮
提
に
人
間
と
し
て
〔
あ
え
て
、

意
図
し
て
〕
生
ま
れ
出
た
（
願
生
し
た
）
者
た
ち
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。
悦
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
統
御
さ

れ
た
お
祖
師
さ
ま
は
、
ま
さ
し
く
願
生
さ
れ
た
の
で
す
。

十
．〈
あ
り
が
と
う
〉
と
〈
あ
た
り
ま
え
〉

　

そ
こ
に
お
示
し
し
た
の
は
、
拙
著
に
載
せ
た
文
章
で
す
。
そ
れ
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
誰
に
と
っ
て
も
、
自
分
の
い
の
ち
や
家
族
の
い
の
ち
、
総
じ
て
「
自
分
を
含
め
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
人
の
い
の
ち
」
は
愛
お
し

く
、
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
に
よ
り
の
苦
し
み
で
す
。
し
か
し
、
生
者
必
滅
と
い
う
〈
真
実
〉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
人
た
り

と
も
「
死
」「
生
命
の
喪
失
」
か
ら
永
遠
に
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
死
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
訪
れ
る
か
に
つ
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い
て
も
、
凡
夫
た
る
私
た
ち
は
意
の
ま
ま
に
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
例
外
な
く
、
い
つ
か
必
ず
死
に
ま
す
。
そ
れ
は
数
十
年
後
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
あ
る
い
は
今
日
、
明
日
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
死
の
機
縁
」
が
熟
し
た
と
き
、
私
た
ち
は
確
実
に
死
ぬ
の
で
す
。「
今
、
生
き
て
い
る
」「
今
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
」

の
は
、
い
つ
発
動
し
て
も
お
か
し
く
な
い
「
死
の
機
縁
」
が
、
凡
夫
に
は
知
り
得
な
い
何
ら
か
の
理
由
で
「
今
た
ま
た
ま
」
熟
し
て
い
な

い
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

　

奇
跡
と
は
め
っ
た
に
起
き
な
い
神
秘
的
な
こ
と
を
い
い
ま
す
。
な
ぜ
死
の
機
縁
が
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
の
か
は
、
凡
夫
に
は
知
り
得
ず
、

た
だ
如
実
智
見
を
完
成
さ
せ
た
ブ
ッ
ダ
（
覚
者
）
に
し
か
観
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
秘
で
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
自
分
や
大
切

な
人
が
「
今
、
生
き
て
い
る
」「
今
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
」
こ
と
は
、
実
は
奇
跡
と
も
呼
ぶ
べ
き
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

日
本
人
は
古
来
、
め
っ
た
に
起
き
な
い
素
晴
ら
し
い
こ
と
に
対
し
、
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
こ
の
よ
う
に
呼
び
ま
し
た
。
─
あ
り
が

た
い
─
と
。「
あ
り
が
た
い
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
有
り
難
い
」
に
由
来
し
ま
す
。
こ
れ
を
よ
り
口
語
的
に
表
現
す
る
と
「
あ
り
が
と
う
」
と

な
り
ま
す
。
自
分
や
大
切
な
人
が
「
今
、
生
き
て
い
る
」「
今
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
」
こ
と
は
、「
生
き
て
い
て
嬉
し
い
。
生
き
て
い
て

く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
、
本
当
は
感
謝
の
気
持
ち
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
奇
跡
的
な
出
来
事
な
の
で
す
。

　

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
普
段
、「
今
、
生
き
て
い
る
」「
今
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
」
こ
と
に
感
謝
し
て
「
嬉
し
い
。

あ
り
が
と
う
」
と
実
感
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。「
今
日
あ
る
い
の
ち
は
明
日
も
あ
る
」「
今
日
生
き
て
い
る
あ
の
人
は
明
日

も
生
き
て
い
る
」
と
、
何
の
根
拠
も
な
い
ま
ま
に
未
来
を
予
言
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
に
あ
ら
ざ
る
者
に
未
来
の
予
言
が
適

う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
も
は
や
予
言
で
は
な
く
、「
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
幻
想
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
で
す
が
ほ

と
ん
ど
の
人
は
そ
の
幻
想
を
抱
き
、
そ
の
中
へ
の
か
り
そ
め
の
安
住
を
願
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
幻
想
の
中
で
は
、「
今
、
生
き
て
い
る
」「
今
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
」
こ
と
は
な
ん
ら
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
感
謝
す
べ
き
も
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の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
め
っ
た
に
起
き
な
く
て
素
晴
ら
し
い
─
あ
り
が
た
い
─
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
極
に
あ
る
、「
当
然
」

の
も
の
、「
あ
た
り
ま
え
」
の
も
の
な
の
で
す
。「
今
、
生
き
て
い
る
」
の
も
、「
今
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
」
の
も
、
全
て
が
幻
想
の
中

で
は
あ
た
り
ま
え
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
死
の
機
縁
が
熟
し
、
大
切
な
人
も
死
ぬ
の
だ
と
い
う
〈
真
実
〉
に
直
面
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
儚
い
幻
想
で
あ
っ
た
こ
と
に
、

人
は
必
ず
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
人
は
「
な
ぜ
あ
あ
し
て
あ
げ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
心
の
底
か
ら
後
悔
し
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
後
悔
の
念
か
ら
、「
そ
う
だ
。
人
は
死
ぬ
の
だ
。
だ
か
ら
き
ち
ん
と
生
き
よ
う
。
き
ち
ん
と
向
か
い
合
お
う
。
生
き
て
い
る

こ
と
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
だ
」
と
、
し
ば
ら
く
の
間
は
、〈
真
実
〉
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
も
で
き
る

で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
時
が
経
つ
に
つ
れ
、「
今
、
生
き
て
い
る
」
の
も
「
今
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
」
の
も
あ
た
り
ま
え
だ
と
い
う
幻
想
の
中
の
住

人
へ
と
逆
戻
り
し
、
そ
し
て
ま
た
い
つ
の
日
か
同
じ
過
ち
に
気
づ
き
、
同
じ
後
悔
を
繰
り
返
し
味
わ
う
の
で
す
。

　

同
じ
過
ち
を
犯
す
者
を
「
愚
か
者
」
と
呼
ぶ
の
だ
と
い
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
人
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
愚
か
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
人
は
誰
で
も
〈
無
明
〉
と
い
う
根
元
的
な
身
勝
手
さ
を
自
ら
の
内
に
抱
え
込
ん
で
い
る
か
ら
、
と
佛
教
は
教
え
ま
す
。
そ
し

て
こ
の
無
明
を
放
っ
て
お
く
と
、〈
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
と
い
う
形
成
作
用
が
悪
い
方
向
に
働
き
出
し
、〈
真
実
の
自
己
〉
と
乖
離
し
た
〈
幻

想
の
中
の
自
分
〉
を
作
り
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。「
大
切
な
人
々
の
死
」
は
極
め
て
不
都
合
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
無
明
を
放
っ
て
お
く

と
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
悪
い
方
向
に
働
き
出
し
、〈
大
切
な
人
々
の
死
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
自
分
〉〈
生
き
て
い
る
こ
と
、
生
き
て
い
て

く
れ
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
だ
と
す
る
自
分
〉
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
を
〈
縁
起
の
順
観
〉
と
い
い
ま
す
。

　

で
す
が
一
方
で
、
無
明
を
放
っ
て
お
か
ず
に
抑
え
込
め
ば
、
制
御
さ
れ
た
善
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
発
動
さ
れ
、〈
全
て
に
感
謝
し
な
が

ら
生
き
る
自
分
〉
を
も
作
り
出
せ
る
の
で
す
。
こ
れ
を
〈
縁
起
の
逆
観
〉
と
い
い
ま
す
。
佛
道
修
行
と
は
つ
ま
り
、
縁
起
の
逆
観
を
実
践

す
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
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サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
は
善
い
も
の
も
悪
い
も
の
も
あ
る
よ
う
に
一
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
〈
諸
行
無
常
〉
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
無

明
を
抑
え
込
む
こ
と
は
難
し
く
、
そ
の
た
め
、
制
御
さ
れ
た
善
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
思
い
通
り
に
発
動
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
を
〈
一
切
皆
苦
〉
と
い
い
ま
す
。
幻
想
の
中
に
〈
真
実
の
自
己
〉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
〈
諸
法
無
我
〉
と
い
い
ま
す
。

〈
真
実
の
自
己
〉
に
向
か
い
合
お
う
と
す
る
と
き
、
人
は
〈
生
き
て
い
る
こ
と
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
こ
と
を
あ
り
が
た
い
と
実
感
す
る

自
分
〉
で
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
〈
涅
槃
寂
静
〉
と
い
い
ま
す
。
無
明
を
完
全
に
抑
え
る
こ
と
は
ブ
ッ
ダ
に
し
か
適
わ
ず
、
凡
夫
で
あ
る

私
た
ち
の
無
明
に
対
す
る
制
御
は
あ
く
ま
で
一
時
的
で
す
。
し
か
し
、〈
生
き
て
い
る
こ
と
、
生
き
て
い
て
く
れ
る
こ
と
を
あ
り
が
た
い

と
実
感
す
る
自
分
〉
を
作
り
出
す
と
き
、
少
な
く
と
も
そ
の
瞬
間
だ
け
は
無
明
は
抑
え
ら
れ
、
善
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
発
動
さ
れ
、
涅
槃

寂
静
の
状
態
も
短
時
間
な
が
ら
実
現
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
状
態
を
常
に
保
ち
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た
人
が
〈
ブ
ッ
ダ
〉
と
呼
ば
れ
る

の
で
す
。

　

あ
た
り
ま
え
だ
と
思
っ
て
生
き
る
の
か
、
あ
り
が
た
い
と
感
謝
し
な
が
ら
生
き
る
の
か
、
佛
道
修
行
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
こ
に
始
ま
り
、

そ
こ
に
極
ま
る
の
で
す
」。

　

私
た
ち
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
佛
さ
ま
の
よ
う
な
自
分
〉
に
も
な
れ
ま
す
。
そ
し
て
、〈
菩
薩
と
し
て
の
自

分
〉
に
も
な
れ
ま
す
。
で
も
、
無
明
を
放
っ
て
お
く
と
、
悪
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
発
動
さ
れ
て
、〈
畜
生
の
自
分
〉〈
餓
鬼
の
自
分
〉〈
地

獄
の
自
分
〉
を
も
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
た
ち
が
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
き
ち
ん
と
制
御
し
、〈
清
ら
か
な
自
分
〉
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い

く
、
願
生
し
て
い
く
、
そ
れ
こ
そ
が
お
祖
師
さ
ま
の
生
ま
れ
、
降
誕
、
出
現
の
意
味
を
問
う
際
の
、
佛
教
的
に
本
質
的
な
意
義
な
の
で
は

な
い
か
と
存
じ
ま
す
。

　

ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

司
会　

ど
う
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
質
疑
を
受
け
付
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
発
言
者
は
挙
手
の
上
、
マ
イ
ク
を
持
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ち
ま
し
て
、
ご
質
問
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ご
質
問
の
前
に
は
所
属
と
ご
氏
名
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

質
問
者
①　

最
初
の
方
で
、
さ
と
り
と
い
う
お
こ
と
ば
が
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
一
般
的
に
、
私
た
ち
が
お
檀
家
さ
ん
と
か
、
信
徒
さ
ん

に
お
伝
え
す
る
と
き
の
さ
と
り
に
は
、
文
字
と
し
て
は
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
覚
え
る
と
い
う
字
の
、
覚
、
さ
と
り
と
、
わ
が
心
と
い

う
、
り
っ
し
ん
べ
ん
の
悟
り
と
。
そ
の
意
味
と
し
て
、
私
と
し
て
は
、
今
の
お
こ
と
ば
の
中
で
は
、
前
者
の
さ
と
り
と
思
い
ま
し
た
が
、

ど
ち
ら
が
本
当
の
意
味
で
の
さ
と
り
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

鈴
木　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
イ
ン
ド
佛
教
専
門
で
す
の
で
、
そ
の
文
脈
で
お
答
え
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
ご
存
じ

の
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
こ
と
ば
、
ま
た
、
さ
と
り
は
、
ボ
ー
デ
ィ
と
い
う
こ
と
ば
、
菩
提
で
す
。
ど
ち
ら
も
、
ブ
ド
ゥ
と
い
う
動
詞

か
ら
派
生
し
て
い
ま
す
。
ブ
ド
ゥ
と
い
う
こ
と
ば
は
、
目
覚
め
る
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、
覚
者
と
い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
語
の
文
脈
に
則
れ
ば
、
や
は
り
さ
と
り
と
読
む
の
は
、「
覚
」
の
方
で
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で
し

ょ
う
か
。

質
問
者
①　

私
が
よ
く
法
話
で
使
う
こ
と
と
し
て
、
覚
悟
と
い
う
言
葉
が
、
熟
語
と
し
て
あ
り
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
今
先
生
が
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
最
初
は
や
は
り
自
分
自
身
が
自
覚
、
目
覚
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
最
終

的
に
は
、
そ
れ
が
自
己
の
中
で
身
に
付
い
た
と
き
に
、
自
分
の
心
、
わ
が
心
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
最
終
的
な
、
究
極
的
な
さ
と
り
と
い
う
の
は
、
目
覚
め
の
方
の
さ
と
り
を
目
標
に
し
た
方
が
い
い
の
か
、
ま
た
は
自
己
の
身
に
付

く
よ
う
な
形
の
さ
と
り
を
目
標
に
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
私
た
ち
が
檀
信
徒
へ
言
葉
と
し
て
導
い
て
い
っ
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た
ら
い
い
の
か
、
お
尋
ね
を
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

鈴
木　

と
て
も
重
た
い
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
し
て
、
軽
々
に
お
答
え
で
き
な
い
よ
う
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。
で
も
、
今
の
ご
法
話
の
お
話

は
、
と
て
も
素
敵
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
今
こ
の
短
時
間
で
お
答
え
で
き
る
と
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
、
そ
の
ま
ま
お
進
み
い
た
だ
け

た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
上
げ
ま
す
。

三
原　

ご
講
演
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
、
日
蓮
聖
人
降
誕
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
、
二
、
三
行
お
述
べ
に
な

っ
た
こ
と
を
も
う
一
回
、
繰
り
返
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木　

私
た
ち
が
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
き
ち
ん
と
制
御
し
、〈
清
ら
か
な
自
分
〉
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
、
願
生
し
て
い
く
、
そ
れ
こ
そ

が
お
祖
師
さ
ま
の
生
ま
れ
、
降
誕
、
出
現
の
意
味
を
問
う
際
の
、
佛
教
的
に
本
質
的
な
意
義
な
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
、
と
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

司
会　

他
に
ご
質
問
、
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
以
上
で
基
調
講
演
を
終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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