
親
鸞
の
津
戸
三
郎
為
守
の

自
害
往
生
の
受
け
止
め
に
つ
い
て

│
│
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
に
注
目
し
て
│
│

京
都
光
華
女
子
大
学

真
宗
文
化
研
究
所
委
嘱
研
究
員

常

塚

勇

哲

は

じ

め

に

筆
者
の
根
本
的
な
課
題
は
、
法
然
浄
土
教
の
伝
統
を
継
承
し
た
親
鸞
（
一
一
七
三
年
〜
一
二
六
二
年
）
が
、
選
択
本
願
念
仏
の
仏
道
に

（
�
）

お
け
る
宗
教
的
生
活
の
実
際
を
、
ど
の
よ
う
に
確
か
め
た
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
論
文
は
、
そ
の
課
題
を
、
特
に
法
然
の
弟

子
で
あ
る
津
戸
三
郎
為
守
（
以
下
、
津
戸
三
郎
）
の
自
害
往
生
を
、
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
を
通
し
て
考
察
し
た
い
。

ど
の
よ
う
に
「
死
」
を
受
け
止
め
る
か
は
、
人
間
に
と
っ
て
根
本
的
な
問
い
か
け
と
言
え
る
。
あ
る
人
に
と
っ
て
「
死
」
は
す
べ
て
を

奪
い
去
る
最
も
重
い
刑
罰
と
も
な
り
、
ま
た
あ
る
人
に
と
っ
て
、「
死
」
は
ど
の
よ
う
な
苦
し
み
悩
み
も
追
い
か
け
て
こ
な
い
最
後
の
救

い
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
伝
統
を
生
き
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
仏
教
は
「
生
老
病
死
」
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、「
死
」
は
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
き
た
伝
統
が
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
１ 親鸞の津戸三郎為守の自害往生の受け止めについて



「
死
」
を
通
し
て
「
生
」
を
問
い
返
し
、
自
ら
の
限
り
あ
る
人
生
の
意
味
や
、
人
世
を
見
直
す
歩
み
が
営
ま
れ
て
き
た
。

た
だ
そ
の
仏
教
の
伝
統
に
お
い
て
「
捨
身
」
と
表
現
さ
れ
る
課
題
が
あ
る
。「
捨
身
」
と
は
文
字
通
り
、
自
分
自
身
を
捨
て
る
こ
と
で

（
�
）

あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
文
脈
に
応
じ
て
、
我
が
肉
体
か
ら
物
品
を
施
す
こ
と
ま
で
幅
広
い
。
ま
た
不
殺
生
を
基
本
と
す
る
中

で
、
仏
教
は
捨
身
を
自
死
や
殺
生
と
み
な
す
の
か
、
そ
も
そ
も
仏
教
は
自
死
を
認
め
る
の
か
な
ど
諸
議
論
あ
り
、
現
代
的
な
課
題
（
安
楽

（
�
）

死
・
臓
器
提
供
な
ど
）
も
絡
め
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
浄
土
教
の
伝
統
で
は
、
各
種
『
往
生

伝
』
に
お
い
て
、「
厭
離
穢
土

欣
求
浄
土
」
を
旗
印
と
し
た
捨
身
往
生
・
焼
身
往
生
な
ど
の
伝
承
が
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
の
言
説
を

（
�
）

ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
の
法
然
浄
土
教
の
伝
統
に
身
を
置
く
親
鸞
は
、
現
生
正
定
聚
や
現
生
十
種
の
益
と
い
う
独
創
的
な
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
こ

（
�
）

と
も
あ
り
、
一
般
的
に
現
生
に
重
き
を
置
い
た
仏
教
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
敬
仏
が
、「
つ
ね
に
こ
の
身
を
い
と
ひ
に
く

（
�
）

み
て
、
死
を
も
ね
が
ふ
意
楽
を
こ
の
む
べ
き
な
り
」
と
述
べ
た
こ
と
や
、
顕
性
が
「
死
を
い
そ
ぐ
こ
こ
ろ
ば
え
は
後
世
の
第
一
の
た
す
け

（
�
）

に
て
あ
る
な
り
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
死
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
言
説
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
特
徴
は
よ
り
明
ら

（
�
）

か
で
あ
る
。
た
だ
親
鸞
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
七
高
僧
の
一
人
に
位
置
付
け
る
善
導
大
師
の
弟
子
が
捨
身
往
生
を
し
て
お
り
、
親

（
�
）

鸞
も
そ
の
伝
承
を
書
き
写
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
そ
の
現
生
を
重
視
し
た
親
鸞
が
、
自
ら
死
を
選
ぶ
と
い
う
自
害
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に

（

）

捉
え
た
の
か
に
大
き
な
関
心
が
あ
る
。

さ
て
、
今
回
の
論
文
で
取
り
扱
う
津
戸
三
郎
（
一
一
六
三
年
〜
一
二
四
三
年
）
は
、
源
頼
朝
の
挙
兵
に
参
加
し
た
関
東
の
武
蔵
の
国
の

武
士
で
、
建
久
六
年
（
一
一
九
五
年
）
に
法
然
に
帰
依
し
、
後
に
尊
顔
と
名
乗
っ
た
人
物
で
あ
る
。
親
鸞
と
は
年
齢
が
十
歳
ほ
ど
離
れ
て

お
り
、
両
者
に
直
接
の
交
流
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
親
鸞
が
八
十
四
歳
の
時
に
編
集
し
た
法
然
の
言
行
録
『
西
方
指
南
抄
』

（

）

下
末
に
、
法
然
か
ら
津
戸
三
郎
へ
の
手
紙
（
武
蔵
津
戸
三
郎
へ
の
御
返
事
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
手
紙
は
、
法
然
が
関
東
の
武
士

で
あ
る
熊
谷
入
道
直
実
と
津
戸
三
郎
に
専
修
念
仏
を
教
え
た
の
は
、
そ
の
二
人
が
無
智
の
者
で
あ
る
か
ら
と
い
う
根
拠
の
な
い
批
判
を
端

２



緒
と
し
て
い
る
。
法
然
は
手
紙
の
中
で
、
そ
の
批
判
の
誤
り
を
指
摘
し
、
念
仏
が
諸
行
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
往

生
も
、
た
だ
念
仏
に
よ
る
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
（
取
意
）。

そ
し
て
親
鸞
は
、
そ
の
手
紙
を
掲
載
後
に
、
津
戸
三
郎
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。

つ
の
と
の
三
郎
と
い
ふ
は
、
武
蔵
の
国
の
住
人
也
。
お
ほ
ご
・
し
の
や
・
つ
の
と
、
こ
の
三
人
は
聖
人
根
本
の
弟
子
な
り
。
つ
の
と

は
生
年
八
十
一
に
て
自
害
し
て
、
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
。
故
聖
人
往
生
の
と
し
と
て
し
た
り
け
る
。
も
し
正
月
廿
五
日

な
ど
に
て
や
あ
り
け
む
、
こ
ま
か
に
た
づ
ね
記
す
べ
し
。

（『
浄
真
全
三
』
一
〇
七
〇
頁
）

法
然
の
言
行
録
で
あ
る
『
西
方
指
南
抄
』
で
、
親
鸞
が
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
注
記
す
る
こ
と
は
大
変
に
珍
し
い
。
詳
細
は
後
に
考
察
す

る
が
、
親
鸞
は
こ
こ
で
、
ま
ず
津
戸
三
郎
が
武
蔵
の
国
の
住
人
で
あ
る
こ
と
、
津
戸
三
郎
を
含
め
た
三
人
は
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
で
あ

る
こ
と
を
示
し
た
後
に
、
津
戸
三
郎
が
法
然
へ
の
思
慕
か
ら
、
往
生
の
年
で
あ
る
八
一
歳
の
時
に
自
害
し
た
こ
と
を
「
め
で
た
く
往
生
を

と
げ
た
り
け
り
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
先
学
は
、
親
鸞
が
自
害
を
責
め
ず
に
「
一
つ
の
尊
い
死
と
し
て
受
け
止
め
る
眼
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め

（

）

て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
見
解
に
立
つ
者
で
あ
る
が
、
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
の
受
け
止
め
は
、
津
戸
三
郎
が
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
さ

れ
る
こ
と
や
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
よ
り
親
鸞
独
自
の
受
け
止
め
と
し
て
厳
密
に
検
討
さ
れ

（

）

る
べ
き
課
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
ま
ず
津
戸
三
郎
の
自
害
の
概
略
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
や
『
法
然
上
人
伝
記
』
を
基
に
、
津
戸
三
郎

の
自
害
の
伝
承
を
見
る
。
そ
し
て
そ
の
自
害
の
内
容
が
、
親
鸞
以
外
の
法
然
門
下
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
質
を
持
つ
問
題
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
親
鸞
が
津
戸
三
郎
の
自
害
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
を
、
親
鸞
が
記
す

３ 親鸞の津戸三郎為守の自害往生の受け止めについて



「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
に
注
目
し
て
考
察
す
る
。
以
上
を
通
し
て
、
親
鸞
が
明
ら
か
に
す
る
宗

教
的
生
活
に
お
い
て
、「
自
害
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
本
論
文
は
、
津
戸
三
郎
の
自

害
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
、
肯
定
す
る
こ
と
も
非
難
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
予
め
記
し
て
お
き
た
い
。

一

津
戸
三
郎
の
自
害
の
伝
承
と
門
下
の
受
け
止
め

本
節
で
は
、
ま
ず
津
戸
三
郎
の
自
害
の
伝
承
と
、
門
下
に
お
い
て
、
こ
の
自
害
が
ど
の
よ
う
な
質
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
か

を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
主
と
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、
浄
土
宗
鎮
西
の
流
れ
の
中
で
、
法
然
の
教
え
や
帰
依
者
、
門
弟
ま
で
様
々
に
記
し

て
あ
る
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
以
下
『
四
十
八
巻
伝
』）
で
あ
る
。
法
然
の
没
後
百
年
前
後
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
親
鸞
が
見
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
伝
記
で
あ
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
脚
色
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
に
津
戸

三
郎
の
自
害
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
を
大
ま
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
『
法
然
上
人
伝
記
』（
以
下
『
九
巻

伝
』）
に
も
あ
る
の
で
、
両
伝
記
の
内
容
を
合
わ
せ
て
概
略
を
確
認
す
る
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
、
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
の
顛
末
を

記
し
、
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
門
下
の
受
け
止
め
も
記
し
て
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
『
四
十
八
巻
伝
』
と
『
九
巻
伝
』
に
記
さ
れ
て

い
る
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
の
経
過
を
大
ま
か
に
確
認
し
て
か
ら
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
あ
る
門
下
の
受
け
止
め
を
確
認
し
て
い
く
。
以

下
、
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
の
概
要
で
あ
る
。

仁
治
三
年
（
一
二
四
二
年
）
の
十
月
二
十
八
日
か
ら
、
津
戸
三
郎
は
あ
る
一
定
の
期
間
に
限
っ
て
念
仏
を
勤
行
す
る
別
時
念
仏
を
始
め

た
。
こ
の
時
は
二
十
一
日
間
に
限
っ
て
勤
め
、
十
一
月
十
八
日
に
結
願
を
迎
え
る
。
そ
の
結
願
の
日
の
夜
に
、
声
高
ら
か
に
念
仏
を
唱
え

る
高
声
念
仏
を
数
百
遍
称
え
た
後
に
、
密
か
に
腹
を
切
っ
た
。
そ
し
て
内
臓
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
大
き
な
は
か

ま
に
包
み
、
近
く
に
い
た
小
さ
な
子
に
川
に
捨
て
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
夜
の
出
来
事
で
あ
っ
た
た
め
に
、
だ
れ
に
も
気
づ
か
れ
ず
に

４



行
っ
た
。
そ
の
後
、
僧
衆
に
向
か
っ
て
津
戸
三
郎
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
こ
の
よ
う
に
出
家
を
し
、
亡
き
頼
朝
公
の
菩
提
を
弔
っ
て
い
る
が
、
主
君
の
面
影
が
恋
し
く
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
上
、
法
然
上

人
が
極
楽
に
参
り
な
さ
い
、
と
述
べ
て
く
だ
さ
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
ま
で
往
生
せ
ず
に
お
り
、
こ
の
よ
う
な
長
生
き
は
私
に

は
無
益
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
も
八
十
歳
で
入
滅
さ
れ
、
法
然
上
人
も
八
十
歳
で
往
生
さ
れ
た
、
私
、
尊
顔
も
す
で
に
八
十
歳
で
あ
り

ま
す
。
阿
弥
陀
の
第
十
八
願
は
念
仏
往
生
の
願
で
あ
り
、
今
日
も
十
八
日
で
、
別
時
念
仏
の
結
願
の
日
で
す
。
今
日
往
生
し
た
な
ら

ば
、
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
々
は
、
津
戸
三
郎
が
腹
を
切
っ
て
い
る
と
は
、
と
て
も
思
わ
な
い
の
で
、
そ
れ
を
た
だ
願
望
と
し
て
受
け
止
め
て
「
そ
う
で
あ
れ
ば
本

当
に
め
で
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
と
返
答
し
た
。
そ
の
う
ち
に
夜
も
明
け
て
、
翌
十
九
日
に
な
っ
た
が
、
津
戸
三
郎
は
一
向
に
苦
痛
も

な
く
、
今
す
ぐ
に
死
に
そ
う
に
も
な
い
。
そ
こ
で
息
子
の
民
部
大
夫
守
朝
を
呼
ん
で
、
切
っ
た
腹
を
開
い
て
見
せ
て
「
ま
ろ
肝
（
肝
臓
）

が
あ
る
か
ら
、
臨
終
が
延
び
て
る
と
思
う
、
近
く
に
寄
っ
て
見
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。
こ
の
時
に
津
戸
三
郎
の
切
腹
を
知
り
、
み
な
驚
い

た
。
そ
れ
に
対
し
て
津
戸
三
郎
は
、「
娑
婆
世
界
が
厭
わ
し
く
、
極
楽
世
界
が
願
わ
し
い
気
持
ち
が
日
に
日
に
強
く
な
り
、
一
日
で
も
早

く
往
生
が
し
た
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
言
い
、
人
々
は
津
戸
三
郎
の
往
生
を
願
う
志
に
心
を
打
た
れ
て
、
涙
を

流
さ
な
い
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
な
っ
て
も
少
し
も
痛
み
を
感
じ
ず
、
念
仏
を
し
て
い
た
が
、
と
う
と
う
七
日
が
経

過
し
た
。
津
戸
三
郎
は
う
が
い
の
水
が
腹
に
通
う
た
め
に
死
ね
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
そ
れ
も
止
め
た
。
香
を
体
に
塗
り
、
身
を
清

め
て
、
ま
た
念
仏
を
つ
と
め
て
い
た
が
、
一
向
に
気
力
も
衰
え
ず
、
そ
の
う
ち
に
切
り
傷
も
治
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
は
時
折
、
湯
浴
み

も
で
き
る
ほ
ど
と
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
年
も
過
ぎ
て
、
仁
治
四
年
（
一
二
四
三
年
）
正
月
一
日
を
迎
え
た
。
と
に
か
く
死
な
な
く
て
は
往
生
で
き
な
い
と
津
戸
三
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郎
は
考
え
て
い
た
の
で
、
今
ま
で
長
年
に
わ
た
り
、
毎
年
元
旦
に
な
る
と
、
臨
終
の
儀
式
に
な
ら
っ
た
式
を
し
て
い
た
。
こ
の
年
も
ま
た

元
旦
を
迎
え
た
が
、
今
ま
で
臨
終
の
行
儀
を
し
て
い
た
の
は
、
今
年
こ
そ
往
生
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
い
、
喜
ん
で
ひ
た
す
ら
に
念
仏

を
し
て
い
た
が
、
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
気
配
も
な
い
。
こ
の
世
の
中
で
は
、
立
派
な
人
は
約
束
し
た
こ
と
を
変
え
た
り
、
違
え
た
り
し

な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
法
然
上
人
は
「
私
が
往
生
し
た
後
は
、
必
ず
あ
な
た
を
思
い
出
し
、
命
の
終
わ
り
に
迎
え
に
い
く
か
ら
間
違
い

な
く
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
約
束
し
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
迎
え
に
こ
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
歎
い
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
正
月
十
三
日
の
夜
に
、
法
然
上
人
が
十
五
日
の
午
の
刻
（
正
午
）
に
迎
え
に
く
る
と
い
う
夢
を
み
た
。
津
戸
三
郎
は
大
変
に
喜

び
、
十
四
日
に
歓
喜
の
涙
を
流
し
な
が
ら
、
皆
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
、
い
よ
い
よ
念
仏
に
励
ん
だ
。
そ
し
て
十
五
日
に
、
法
然
上
人
か
ら

頂
い
た
袈
裟
と
念
珠
を
か
け
て
、
西
に
向
か
っ
て
端
座
合
掌
し
、
高
声
念
仏
を
数
回
唱
え
て
、
正
午
に
念
仏
と
と
も
に
息
絶
え
た
と
伝
え

（

）

ら
れ
る
。

以
上
が
、
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
の
経
過
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
壮
絶
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、

上
記
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

抑
、
今
載
す
る
所
の
自
害
往
生
、
水
漿
を
断
ち
て
後
、
五
十
余
日
を
経
る
事
、
殆
ど
信
を
取
り
難
し
と
雖
も
、
彼
の
子
孫
、
上
人
の

御
消
息
、
並
び
に
念
珠
・
袈
裟
等
を
相
伝
し
て
、
披
露
す
る
事
、
世
も
っ
て
隠
れ
な
し
。
唯
こ
れ
、
尊
顔
が
不
思
議
の
奇
特
を
載
す

る
ば
か
り
な
り
。
余
人
更
に
好
み
行
ぜ
よ
と
に
は
あ
ら
ず
。
凡
そ
、
上
代
上
機
の
事
は
暫
く
こ
れ
を
差
し
置
く
。
末
代
当
世
の
行
者

は
機
根
弱
き
故
に
、
仮
令
、
思
い
立
つ
者
あ
り
と
も
、
そ
の
期
に
臨
み
て
、
若
し
後
悔
の
一
念
も
起
こ
り
ぬ
べ
し
。
然
ら
ば
何
の
詮

か
あ
ら
む
。

（『
浄
典
』
第
六
巻

四
五
〇
│
四
五
一
頁
）

『
四
十
八
巻
伝
』
の
編
者
は
、
今
ま
で
の
話
は
、
水
を
断
っ
て
五
十
日
余
り
な
ど
、
到
底
信
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
津
戸

６



三
郎
の
子
孫
が
、
法
然
の
消
息
や
念
珠
、
袈
裟
な
ど
を
伝
え
て
お
り
、
こ
の
話
は
世
の
中
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の

不
思
議
な
話
を
記
し
た
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
真
似
を
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
上
代
上
機
」

と
い
う
良
い
時
代
・
良
い
機
の
こ
と
は
置
い
て
お
く
が
、「
末
代
当
世
」
と
い
う
現
在
の
時
代
に
お
い
て
は
「
機
根
」
が
弱
い
の
で
、
思

い
立
っ
た
と
し
て
も
「
後
悔
の
一
念
」
が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
何
の
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
承
け

て
、
編
者
は
、
そ
の
主
張
の
証
文
と
し
て
、
法
然
と
聖
光
房
弁
長
（
以
下
弁
長
）
の
以
下
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

上
人
も
、「
生
け
ら
ば
念
仏
の
功
積
も
り
、
死
な
ば
往
生
疑
わ
ず
。
と
て
も
斯
く
て
も
、
こ
の
身
に
は
思
い
煩
う
事
ぞ
な
き
、
と
心

得
て
、
懇
ろ
に
念
仏
し
て
、
畢
命
を
期
と
せ
よ
」
と
こ
そ
、
禅
勝
房
に
は
授
け
ら
れ
け
れ
。
鎮
西
の
聖
光
房
も
、「
自
害
往
生
・
焼

身
往
生
・
入
水
往
生
・
断
食
往
生
等
の
事
、
末
代
に
は
斟
酌
す
べ
し
」
と
戒
め
置
か
れ
け
る
と
か
や
。
努
々
好
み
行
ず
べ
か
ら
ず
。

深
く
上
人
の
勧
化
を
信
じ
て
、
念
々
相
続
、
畢
命
為
期
の
行
を
勤
む
べ
き
も
の
な
り
。

（『
浄
典
』
第
六
巻

四
五
一
頁
）

編
者
は
、
ま
ず
法
然
が
生
き
て
い
る
間
は
、
念
仏
を
申
し
、
功
徳
を
積
み
、
死
ん
だ
な
ら
往
生
を
疑
わ
ず
、
こ
の
身
に
は
煩
い
な
し
と
心

得
て
、
念
仏
し
て
一
生
を
期
せ
よ
と
述
べ
る
こ
と
を
証
文
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
浄
土
宗
第
二
祖
の
弁
長
（
一
一
六
二
年
〜
一
二

三
八
年
）
が
、
自
害
往
生
・
焼
身
往
生
な
ど
は
「
末
代
」
に
お
い
て
は
、
よ
く
よ
く
考
え
る
べ
き
と
戒
め
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、
好

ん
で
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
法
然
の
教
え
の
通
り
に
、
命
終
わ
る
ま
で
念
仏
を
相
続
し
て
い
く
べ
き
と
し
て
結
ん
で
い
る
。

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、『
四
十
八
巻
伝
』
の
編
者
は
、
津
戸
三
郎
の
自
害
を
「
不
思
議
の
奇
特
」
と
い
う
特
殊
な
出
来
事
と
位

置
づ
け
て
お
り
、
ま
た
「
上
代
上
機
」「
末
代
当
世
の
行
者
の
機
根
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
時
代
社
会
に
基
づ
く
機
根
の
上
下
の
問
題
と

し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
弁
長
の
証
文
を
引
用
し
て
、「
末
代
」
と
い
う
視
点
か
ら
自
害
往
生
を
戒
め
る
こ
と
か
ら
、
弁
長
に
お
い
て
も
、

（

）

時
代
に
基
づ
く
機
根
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
浄
土
宗
第
三
祖
に
位
置
付
け
ら
れ
、
ほ
ぼ
親
鸞
と
同
時
代
を
生
き
た
良
忠
（
一
一
九
九
年
〜
一
二
八
七
年
）
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

身
命
を
惜
し
ま
ざ
る
位
に
、
二
種
あ
る
べ
し
。
い
ま
だ
死
期
に
到
ら
ざ
る
前
に
、
こ
れ
を
捨
て
ん
と
欲
す
る
心
は
、
下
機
は
、
発
し

難
き
業
報
に
限
り
有
っ
て
、
命
終
の
時
に
臨
ま
ん
上
は
、
決
定
し
て
身
命
を
惜
し
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
上
機
は
平
生
に
も
身
命
を

惜
し
ま
ざ
る
の
者
有
る
べ
し
。
然
れ
ば
大
師
御
在
世
の
時
、
身
を
捨
て
往
生
す
る
も
の
百
余
人
な
り
。
下
機
は
こ
れ
を
学
ぶ
べ
か
ら

ず
。
最
後
に
至
っ
て
、
も
し
は
妄
念
を
発
す
べ
き
が
故
に
。「
畢
命
為
期
」
の
文
、
仰
い
で
も
仰
ぐ
べ
し
。

（『
授
手
印
決
答
疑
問
抄
』『
浄
典
』
第
五
巻

三
六
六
頁
）

こ
の
箇
所
は
、
良
忠
が
善
導
大
師
の
弟
子
の
捨
身
往
生
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
良
忠
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
上
機
」

と
「
下
機
」
の
対
応
で
論
じ
て
、「
下
機
は
こ
れ
を
学
ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
、
捨
身
往
生
を
機
の
質
の
問
題
か
ら
受
け
止
め
て
い
る
。

ま
た
良
忠
も
弁
長
と
同
様
に
「
畢
命
為
期
」
の
文
を
仰
ぐ
よ
う
に
述
べ
て
、
命
終
わ
る
ま
で
念
仏
を
し
て
い
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
弁
長
の
文
は
『
四
十
八
巻
伝
』
の
編
者
の
引
用
で
あ
り
、
良
忠
は
善
導
の
弟
子
の
捨
身
往
生
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
の

で
、
一
括
り
に
は
言
え
な
い
が
、
確
認
で
き
る
範
囲
の
親
鸞
以
外
の
法
然
門
下
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
自
害
往
生
・
捨
身
往
生
な
ど

は
、
行
者
の
機
根
の
質
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
特
に
「
末
代
」
と
い
う
時
代
を
背
景
と
し
た
中
に
お
い
て
、
命
終
わ
る
ま
で
念

仏
を
し
て
い
く
よ
う
に
戒
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

８



二

親
鸞
の
受
け
止
め
①
│
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
に
注
目
し
て
│

さ
て
、
前
節
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
親
鸞
の
津
戸
三
郎
の
自
害
の
受
け
止
め
を
確
認
し
た
い
。

つ
の
と
の
三
郎
と
い
ふ
は
、
武
蔵
の
国
の
住
人
也
。
お
ほ
ご
・
し
の
や
・
つ
の
と
、
こ
の
三
人
は
聖
人
根
本
の
弟
子
な
り
。
つ
の
と

は
生
年
八
十
一
に
て
自
害
し
て
、
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
。
故
聖
人
往
生
の
と
し
と
て
し
た
り
け
る
。
も
し
正
月
廿
五
日

な
ど
に
て
や
あ
り
け
む
、
こ
ま
か
に
た
づ
ね
記
す
べ
し
。

（『
浄
真
全
三
』
一
〇
七
〇
頁
）

こ
こ
で
ま
ず
親
鸞
は
、
津
戸
三
郎
が
現
在
の
東
京
・
府
中
あ
た
り
が
国
府
で
あ
っ
た
「
武
蔵
の
国
の
住
人
」
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
そ

（

）

し
て
大
胡
太
郎
実
秀
（
お
ほ
ご
）・
渋
谷
入
道
道
遍
（
し
の
や
）・
津
戸
三
郎
為
守
（
つ
の
と
）
は
、
法
然
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
確
か

め
、
そ
の
上
で
、
津
戸
三
郎
が
八
十
一
才
で
自
害
し
た
こ
と
を
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由

を
、
法
然
の
往
生
の
年
齢
（
八
十
一
歳
）
で
あ
る
か
ら
し
た
よ
う
だ
と
推
測
し
、
も
し
か
す
る
と
法
然
の
命
日
で
あ
る
一
月
二
十
五
日
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
詳
し
く
聞
い
て
記
す
こ
と
に
し
よ
う
、
と
注
記
し
て
い
る
。

前
節
の
確
か
め
を
踏
ま
え
れ
ば
、
親
鸞
は
弁
長
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
自
害
の
問
題
を
、
末
代
と
い
う
時
代
や
、
機
根
の
良
し
悪
し
の

問
題
と
し
て
捉
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
戒
め
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
筆
者
に
は
、
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
親
鸞
が
『
西
方
指

（

）

南
抄
』
を
、
自
ら
の
弟
子
に
読
ま
せ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
書
物
だ
と
す
れ
ば
、
他
の
門
下
が
し
た
よ
う
に
自
害
往
生
を
戒
め
る
よ
う

な
文
章
が
置
い
て
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
親
鸞
は
、
そ
の
自
害
を
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
と
受
け

止
め
、
ま
た
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
を
、
法
然
へ
の
思
慕
の
深
さ
か
ら
の
行
い
で
あ
る
こ
と
を
、
往
生
の
年
齢
や
日
付
な
ど
か
ら
確
か
め
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る
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
そ
の
理
解
を
窺
う
上
で
、
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
親
鸞
が
大
胡
太
郎
実
秀
、
渋
谷
入
道
道
遍
と
並
べ
て
、
津
戸
三
郎
を

「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
の
一
人
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
大
胡
太
郎
実
秀
も
、
渋
谷
入
道
道
遍
も
武
士
で
あ
り
、
法
然
の

古
く
か
ら
の
弟
子
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
親
鸞
自
身
が
明
確
に
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
な
ぜ
こ
の
三
人

が
、「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
に
選
ば
れ
て
い
る
の
か
の
判
断
は
難
し
い
。
た
だ
こ
の
箇
所
は
、
津
戸
三
郎
へ
の
手
紙
の
後
に
置
か
れ
て
お

り
、
ま
た
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
の
中
に
津
戸
三
郎
が
入
っ
て
い
る
の
で
、「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
の
理
由
に
は
、
直
前
の
津
戸
三
郎
と

法
然
と
の
手
紙
の
内
容
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（

）

そ
も
そ
も
こ
の
手
紙
は
「
く
ま
が
や
の
入
道
・
つ
の
と
の
三
郎
は
無
智
の
も
の
な
れ
ば
こ
そ
、
念
仏
お
ば
す
ゝ
め
た
れ
」
と
い
う
論
難

に
応
え
る
形
で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
視
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
手
紙
の
大
き
な
主
題
は
、
そ
れ
を
承
け
る
以
下

の
文
に
あ
る
。

念
仏
の
行
は
、
も
と
よ
り
有
智
・
無
智
に
か
ぎ
ら
ず
、
弥
陀
の
む
か
し
ち
か
ひ
た
ま
ひ
し
本
願
も
、
あ
ま
ね
く
一
切
衆
生
の
た
め

也
。
無
智
の
た
め
に
は
念
仏
を
願
じ
、
有
智
の
た
め
に
は
余
の
ふ
か
き
行
を
願
じ
た
ま
へ
る
事
な
し
。
十
方
衆
生
の
た
め
に
、
ひ
ろ

く
有
智
・
無
智
、
有
罪
・
無
罪
、
善
人
・
悪
人
、
持
戒
・
破
戒
、
た
ふ
と
き
も
い
や
し
き
も
、
男
も
女
も
、
も
し
は
仏
在
世
、
も
し

は
仏
滅
後
の
近
来
の
衆
生
、
も
し
は
釈
迦
の
末
法
万
年
の
の
ち
三
寶
み
な
う
せ
て
の
時
の
衆
生
ま
で
、
み
な
こ
も
り
た
る
也
。

（『
浄
真
全
三
』
一
〇
六
四
│
一
〇
六
五
頁
）

こ
こ
で
は
「
念
仏
の
行
」
が
「
有
智
・
無
智
」
な
ど
の
い
か
な
る
属
性
の
人
間
を
え
ら
ば
ず
に
「
一
切
衆
生
」
に
往
生
を
実
現
す
る
行
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
親
鸞
が
こ
の
三
人
を
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
表
現
す
る
の
は
、
確
か
に
そ
の
「
念
仏
の
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行
」
の
根
本
の
精
神
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
著
作
を
変
え
て
確
か
め
る
な
ら
ば
、

（

）

親
鸞
に
と
っ
て
、
法
然
が
「
根
本
」
と
し
た
こ
と
は
、「
真
宗
の
簡
要
、
念
仏
の
奥
義
、
斯
（
れ
）
に
摂
在
せ
り
」
と
す
る
主
著
『
選
択

（

）

本
願
念
仏
集
』
の
冒
頭
に
示
さ
れ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏

往
生
之
業

念
仏
為
本
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
源
空
の
言
説
す
べ
て
の
基
礎
と

（

）

な
る
根
本
言
と
も
い
う
べ
き
意
味
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
然
が
明
ら
か
に
し
た
選
択
本
願
の
「
念
仏
」
は
一
切
の

個
々
人
の
属
性
を
問
わ
ず
、
平
等
に
「
往
生
の
業
」
と
な
る
「（
根
）
本
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ま
ず
こ
の
「
念
仏
の
行
」
の
精
神
の

（

）

「
根
本
」
を
受
け
取
る
こ
と
に
、「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
た
る
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（

）

ま
た
こ
の
三
人
が
、
戦
場
で
の
殺
生
を
生
業
と
し
、「
手
足
を
も
切
り
、
命
を
も
捨
て
て
ぞ
、
後
生
は
助
か
ら
む
」
と
受
け
止
め
ら
れ

て
い
た
武
士
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
が
『
唯
信
鈔
文
意
』
で
「
屠
沽
の
下
類
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と

も
参
考
に
な
る
。

屠
は
よ
ろ
づ
の
い
き
た
る
も
の
を
こ
ろ
し
、
ほ
ふ
る
も
の
な
り
、
こ
れ
は
れ
う
し
と
い
ふ
も
の
な
り
。
沽
は
よ
ろ
づ
の
も
の
を
う
り

か
う
も
の
な
り
、
こ
れ
は
あ
き
人
な
り
。
こ
れ
ら
を
下
類
と
い
ふ
な
り
。「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
と
い
ふ
は
、「
能
」
は
よ
く
と
い

ふ
。「
令
」
は
せ
し
む
と
い
ふ
。「
瓦
」
は
か
わ
ら
と
い
ふ
。「
礫
」
は
つ
ぶ
て
と
い
ふ
。「
変
成
金
」
は
、「
変
成
」
は
か
へ
な
す
と

い
ふ
。「
金
」
は
こ
が
ね
と
い
ふ
。
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
を
こ
が
ね
に
か
え
な
さ
し
め
む
が
ご
と
し
と
た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り
。
れ
う

し
・
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
み
な
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
ひ
を
ふ
た

ご
ゝ
ろ
な
く
信
楽
す
れ
ば
、
摂
取
の
ひ
か
り
の
な
か
に
お
さ
め
と
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
か
し
め

た
ま
ふ
は
、
す
な
わ
ち
れ
う
し
・
あ
き
人
な
ど
は
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
な
む
ど
を
よ
く
こ
が
ね
と
な
さ
し
め
む
が
ご
と
し
と

た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り
。

（『
唯
信
鈔
文
意
』
真
筆
本
『
浄
真
全
二
』
上
段
・
六
九
八
│
七
〇
〇
頁
）
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親
鸞
が
こ
こ
で
示
す
の
は
、
当
時
、
社
会
的
に
蔑
視
さ
れ
て
た
「
れ
う
し
（
猟
師
）」
や
「
あ
き
人
（
商
人
）」
な
ど
を
「
い
し
・
か
わ
ら

・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
と
し
て
受
け
止
め
、「
如
来
の
御
ち
か
い
を
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
信
楽
」
す
る
と
こ
ろ
に
必
ず
「
大
涅

槃
の
さ
と
り
」
を
実
現
す
る
他
力
の
救
済
の
相
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
で
「
れ
う
し
（
猟
師
）」
を
、「
よ
ろ
ず
の
い
き
た
る
も
の
を
、
こ
ろ

し
、
ほ
ふ
る
」
と
し
て
示
し
、
殺
生
を
生
業
と
し
て
生
き
る
ほ
か
な
い
者
へ
の
視
座
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
先
学
は
、
こ

こ
で
特
に
親
鸞
が
「
れ
う
し
」「
あ
き
び
と
」
で
強
調
す
る
こ
と
は
「（
社
会
の
誰
か
ら
も
）
助
か
る
は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
者
」

（

）

を
示
す
こ
と
を
通
し
て
、「
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
」
助
か
る
道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
「
屠
沽
の
下
類
」
の
受
け
止
め
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
」
助
か
る
道
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め

る
た
め
に
、
こ
こ
で
津
戸
三
郎
を
含
め
た
三
人
の
武
士
を
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
し
て
示
し
、「
念
仏
の
行
」
は
人
間
の
い
か
な
る
属

性
を
問
わ
ず
に
「
一
切
衆
生
」
に
実
現
す
る
救
済
の
相
を
明
か
す
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

親
鸞
の
受
け
止
め
②
│
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
に
注
目
し
て
│

次
に
「
自
害
し
て
、
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
前
節
ま
で
の
確
か
め
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
で
親
鸞

が
津
戸
三
郎
の
死
を
あ
え
て
「
自
害
し
て
」
と
記
す
の
は
、「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
が
「
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
」
成
り
立
つ
往
生
を
示

す
こ
と
に
対
応
し
て
考
え
れ
ば
、「
ど
ん
な
死
に
方
で
あ
っ
て
も
」
成
り
立
つ
往
生
を
示
す
意
義
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
さ
る
べ
き

（

）

業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
い
う
人
間
観
に
立
つ
親
鸞
に
と
っ
て
、
法
然
へ
の
思
慕
が
基
に
な
っ
た
津
戸

三
郎
の
「
自
害
」
も
驚
く
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
往
生
は
、
決
し
て
「
自
害
で
も
」
成
り
立
つ
往
生
で
は
な

く
、
親
鸞
に
「
め
で
た
く
」
と
い
わ
れ
る
往
生
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

親
鸞
が
死
の
問
題
と
関
わ
っ
て
「
め
で
た
く
」
と
述
べ
る
中
で
、
関
東
で
多
く
の
死
者
が
出
た
こ
と
を
承
け
て
言
及
す
る
以
下
の
消
息
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の
内
容
は
、
そ
の
関
係
を
窺
う
上
で
参
考
に
な
る
。

た
ゞ
し
生
死
無
常
の
こ
と
は
り
、
く
は
し
く
如
来
の
と
き
を
か
せ
お
は
し
ま
し
て
さ
ふ
ら
ふ
う
へ
は
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か

ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
ま
づ
善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
、
信
心
決
定
の
ひ
と
は
、
う
た
が
ひ
な
け
れ
ば
正
定
聚
に
住

す
る
こ
と
に
て
候
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も
、
お
は
り
も
め
で
た
く
候
へ
。
如
来
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
往
生
す
る
よ

し
、
ひ
と
び
と
ま
ふ
さ
れ
候
ひ
け
る
、
す
こ
し
も
た
が
は
ず
候
な
り
。（
後
略
）

（『
末
灯
鈔
』
第
六
通
『
浄
真
全
二
』
七
八
六
│
七
八
七
頁
）

こ
こ
で
は
ま
ず
「
生
死
無
常
の
こ
と
は
り
」
は
す
で
に
詳
し
く
如
来
が
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
、
驚
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
示
し
た
後

に
、「
ま
づ
善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
」
と
述
べ
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
そ
の
「
臨
終
」
に
善
し
悪
し
は
な
い
こ

と
を
確
か
め
る
。
そ
し
て
「
信
心
決
定
の
人
」
は
疑
い
な
け
れ
ば
、「
正
定
聚
に
住
す
る
」
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
愚
痴
無
智
も
、

お
わ
り
も
め
で
た
く
候
へ
」
と
確
か
め
、「
如
来
の
御
は
か
ら
い
」
に
よ
っ
て
「
往
生
」
す
る
と
示
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
こ
の
親
鸞
の
手
紙
か
ら
確
か
め
る
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
目
は
、
親
鸞
が
「
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
」

と
し
な
が
ら
も
「
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も
お
わ
り
も
め
で
た
く
候
え
」
と
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
冒
頭
に
お
い
て
「
善
信
が
身

に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
」
と
述
べ
る
の
は
、
こ
の
手
紙
の
背
景
と
し
て
、
死
の
迎
え
方
に
「
善
悪
」
を
申
し
て
い
る
現
状
が

あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
親
鸞
は
ま
ず
「
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
」
と
自
身
の
立
場
を
明
言
す
る
。
し
か

し
親
鸞
は
そ
の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
も
、「
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も
お
わ
り
も
め
で
た
く
候
え
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
「
愚
痴
無

智
の
ひ
と
」
の
「
お
わ
り
」
を
問
題
と
し
て
、「
め
で
た
く
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
も
そ
も
「
め
で
た
く
」
は
「
め
で
た
し
」
の
連
用
形
で
あ
る
が
『
古
語
基
礎
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
動
詞
「
愛
づ
」
の
連
用
形
メ
デ

に
形
容
詞
イ
タ
シ
（
甚
し
）
の
つ
い
た
メ
デ
イ
タ
シ
が
約
ま
っ
た
語
と
さ
れ
、
根
源
的
に
、
対
象
を
、
社
会
的
に
公
認
さ
れ
た
価
値
の
あ

（

）

る
結
構
な
も
の
、
あ
り
が
た
い
立
派
な
も
の
と
し
て
崇
め
、
慶
賀
し
、
賞
賛
す
る
気
持
ち
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ

ば
、
親
鸞
が
「
臨
終
の
善
悪
を
ば
も
う
さ
ず
」
と
述
べ
な
が
ら
も
「
お
わ
り
も
め
で
た
く
」
と
述
べ
る
の
は
、「
善
悪
」
と
い
う
価
値
観

を
超
え
て
、
愚
痴
無
智
の
人
の
命
の
終
わ
り
を
根
源
的
に
尊
い
も
の
・
立
派
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
「
め
で

た
く
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
確
か
め
を
踏
ま
え
れ
ば
、
親
鸞
が
「
愚
痴
無
智
」
と
い
わ
れ
た

津
戸
三
郎
の
自
害
に
つ
い
て
述
べ
る
「
め
で
た
く
」
と
は
、
私
た
ち
が
想
像
す
る
よ
う
な
「
善
悪
」
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
範
囲
に
お

い
て
、
津
戸
三
郎
の
往
生
を
尊
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

二
つ
目
は
「
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も�

お
わ
り
も�

め
で
た
く
候
へ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
親
鸞
が
こ
の
一
文
の
中
で
、
二
つ
の
「
も
」
を
附

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
も
」
は
、「
一
つ
の
事
柄
の
上
に
、
同
種
の
事
柄
を
も
う
一
つ
加
え
る
」
と
い
う
「
添
加
の
意
」
を
あ
ら

（

）

（

）

わ
す
助
詞
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も�

お
わ
り
も�

」
の
意
は
「
さ
れ
ば
こ
そ
（
だ
か
ら
こ
そ
）」
と
い
う

言
葉
で
接
続
し
て
い
る
前
文
の
「
信
心
決
定
の
ひ
と
は
、
う
た
が
ひ
な
け
れ
ば
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
に
て
候
な
り
」
に
対
応
し
た
表
現

（

）

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も
」
は
「
信
心
決
定
の
ひ
と
」
に
、「
お
わ
り
も
」
は
「
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
」
へ
の
対
応
を

意
図
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
親
鸞
は
こ
こ
で
「
愚
痴
無
智
の
ひ
と
」
の
「
お
わ
り
」
に
言
及
す
る
が
、
そ
こ
で
い

う
「
お
わ
り
も
め
で
た
く
」
と
は
特
に
「
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
」
を
承
け
て
の
表
現
で
あ
り
、「
お
わ
り
」
の
一
点
の
み
を
指
し
て
の

「
め
で
た
さ
」
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

た
だ
『
御
消
息
』
で
は
「
お
わ
り
も
め
で
た
く
」
と
あ
っ
た
が
、
親
鸞
の
津
戸
三
郎
の
自
害
の
記
録
に
お
い
て
は
、「
め
で
た
く
往
生

を
と
げ
た
り
け
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
筆
者
は
親
鸞
が
、
津
戸
三
郎
の
自
害
を
、
特
に
往
生
を
と
げ
た
と
確
か
め
た
点
に
注
目
し
て
み

（

）

（

）

た
い
。
既
に
『
歎
異
抄
』
で
は
、
親
鸞
の
「
往
生
を
と
ぐ
」
と
い
う
表
現
が
、
法
然
の
「
往
生
す
」
と
い
う
表
現
に
え
ら
ん
で
、「
親
鸞
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（

）

の
主
体
的
領
解
を
表
現
し
た
言
葉
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
往
生
す
」
と
言
え
ば
「
往
生
と
い
う
現
象
・
事
実
が
起
こ
る

こ
と
」
を
「
客
観
的
に
表
現
し
た
言
葉
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
往
生
を
と
ぐ
」
と
い
え
ば
往
生
と
い
う
「
非
常
に
困
難
な
こ
と
を
成

（

）

し
遂
げ
る
」
と
い
う
「
仏
道
実
践
者
の
主
体
的
領
解
の
言
葉
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
を
踏
ま
え
れ
ば
、
た
だ

「
自
害
」
し
て
往
生
し
た
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
だ
け
な
ら
ば
、「
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
と
い
う
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は

お
そ
ら
く
「
往
生
」
の
困
難
性
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。

親
鸞
が
往
生
を
と
げ
る
と
い
う
こ
と
に
困
難
性
を
見
て
い
た
こ
と
は
、
明
法
房
の
往
生
に
つ
い
て
述
べ
る
以
下
の
消
息
か
ら
も
窺
え

る
。

な
に
ご
と
よ
り
も
明
法
の
御
坊
の
往
生
の
本
意
と
げ
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
ふ
こ
そ
、
常
陸
國
中
の
、
こ
れ
に
こ
ゝ
ろ
ざ
し
お
は
し

ま
す
ひ
と
び
と
の
御
た
め
に
、
め
で
た
き
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
へ
。
往
生
は
と
も
か
く
も
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
に
て
す
べ
き
こ
と
に
て
も

さ
ふ
ら
は
ず
。
め
で
た
き
智
者
も
は
か
ら
ふ
べ
き
こ
と
に
も
さ
ふ
ら
は
ず
。
大
小
の
聖
人
だ
に
も
、
と
か
く
は
か
ら
は
で
、
た
ゞ
願

力
に
ま
か
せ
て
こ
そ
お
は
し
ま
す
こ
と
に
て
は
さ
ふ
ら
ふ
な
れ
。（
後
略
）

（『
御
消
息
集
』
第
三
通
『
浄
真
全
二
』
八
二
二
頁
）

明
法
房
と
は
、
か
つ
て
は
親
鸞
の
殺
害
も
企
て
た
弁
円
の
こ
と
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
様
々
な
手
紙
の
中
で
、
繰
り
返
し
、
そ
の
往
生
に
つ

（

）

い
て
感
銘
深
く
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
こ
の
手
紙
に
お
い
て
は
、
明
法
房
が
「
往
生
の
本
意
」
を
遂
げ
た
こ
と
は
、
往
生
を
志
す

人
々
の
た
め
に
「
め
で
た
き
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
往
生
を
志
し
な
が
ら
も
、「
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
」
や

「
智
者
」
の
は
か
ら
い
で
、
た
だ
「
願
力
」
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
が
数
多
く
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節
で
確
か
め
た
よ
う
に
、
伝
承
で
は
お
よ
そ
津
戸
三
郎
は
壮
絶
と
い
う
他
な
い
自
害
往
生
が
記
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
親
鸞
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は
、
津
戸
三
郎
の
「
自
害
」
が
法
然
上
人
の
思
慕
の
深
さ
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
、
親
鸞
が
伝
記
に
伝
わ
る
よ
う
な
波
乱

万
丈
な
自
害
の
経
過
を
思
っ
て
「
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
と
書
い
た
と
い
う
受
け
止
め
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
筆
者
は
、
親
鸞

が
「
め
で
た
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
私
た
ち
の
善
悪
の
判
断
を
超
え
た
よ
う
な
尊
い
出
来
事
と
し
て
津
戸
三
郎
の
自
害
に
よ
る
往
生
を
受

け
止
め
た
こ
と
、
ま
た
『
御
消
息
』
で
「
お
わ
り
も
め
で
た
く
」
と
述
べ
て
、
そ
の
生
涯
の
歩
み
も
包
ん
だ
め
で
た
さ
で
あ
る
こ
と
を
表

現
す
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
親
鸞
の
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
と
い
う
一
言
に
は
、
私
た
ち
が
判

断
す
る
善
悪
と
い
う
価
値
観
を
超
え
、
ま
た
「
自
害
」
と
い
う
臨
終
の
在
り
方
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
一
生
涯
の
歩
み
を
も
包
ん
だ
深
い

宗
教
的
表
現
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
親
鸞
が
「
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
と
い
う
時
に
は
、
ど
の

よ
う
な
一
生
涯
と
し
て
憶
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（

）

こ
こ
で
は
非
常
に
簡
単
に
し
か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
筆
者
は
そ
の
課
題
は
、
如
来
が
「
果
た
し
遂�

げ�

る�

」
と
誓
っ
た
第
二

十
願
「
果
遂
の
誓
い
」
に
基
づ
く
受
け
止
め
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
果
遂
の
誓
い
」
と
は
、
親
鸞
が
所
依
の
経
典
と
し
た
『
仏
説
無

量
寿
経
』
の
第
二
十
番
目
に
説
か
れ
て
い
る
願
で
あ
り
、
親
鸞
の
主
著
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
以
下
『
教
行
信
証
』）「
顕
浄
土

方
便
化
身
土
文
類
六
」（
以
下
、
化
身
土
巻
）
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

設
（
ひ
）
我
れ
、
仏
を
得
（
た
）
ら
む
に
、
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
聞
（
き
）
て
、
念
を
我
が
国
に
係
（
け
）
て
、
諸
の
徳
本

を
植
（
へ
）
て
、
心
を
至
し
回
向
し
て
我
（
が
）
国
に
生
（
ま
れ
む
）
と
欲
は
む
、
果
遂
せ
ず
ば
、
正
覚
を
取
（
ら
）
じ
と
。

（
原
漢
文
・
書
き
下
し
筆
者
『
翻
刻
篇
』
五
一
六
頁
）

（

）

こ
の
内
容
に
つ
い
て
、「
徳
本
」
を
「
如
来
の
徳
号
」
と
受
け
止
め
る
親
鸞
の
理
解
を
通
し
て
言
う
な
ら
ば
、
第
二
十
願
は
、
弥
陀
の
名

号
を
至
心
回
向
欲
生
の
心
で
修
め
る
衆
生
を
果
遂
す
る
願
で
あ
る
。
親
鸞
は
化
身
土
巻
で
、
そ
の
心
を
「
雑
心
」「
自
力
の
専
心
」「
自
利
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（

）

の
一
心
」
な
ど
と
し
て
押
さ
え
て
お
り
、
念
仏
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
実
は
自
力
を
た
の
み
と
し
て
い
る
衆
生
の
「
心
」
を
問
題
と
す

（

）

る
。
そ
し
て
親
鸞
は
そ
の
問
題
を
、
第
二
十
願
を
「
方
便
真
門
の
誓
願
」
の
課
題
と
し
て
、
化
身
土
巻
で
主
題
的
に
展
開
し
て
い
く
。
そ

し
て
そ
の
結
論
に
お
い
て
、
親
鸞
は
以
下
の
よ
う
な
表
白
を
し
て
い
る
。

是
を
以
て
、
愚
禿
釈
の
鸞
、
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
依
て
、
久
し
く
萬
行
諸
善
の
仮
門
を
出
（
で
）
て
、
永
く
双
樹

林
下
の
往
生
を
離
る
。
善
本
徳
本
の
真
門
に
回
入
し
て
、
偏
に
難
思
往
生
の
心
を
発
し
き
。
然
る
に
今
、
特
に
方
便
の
真
門
を
出
で

て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
。
速
（
や
）
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
ふ
。
果
遂
の
誓
い
、
良
に

由
有
る
哉
。
爰
に
久
し
く
願
海
に
入
（
り
）
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。
至
徳
を
報
謝
（
せ
ん
が
）
為
に
、
真
宗
の
簡
要
を
摭
ふ
て

恒
常
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す
。
彌
斯
れ
を
喜
愛
し
、
特
に
斯
（
れ
）
を
頂
戴
す
る
な
り
。

（
原
漢
文
・
書
き
下
し
筆
者
『
翻
刻
篇
』
五
四
二
頁
）

こ
の
文
は
い
わ
ゆ
る
「
三
願
転
入
の
文
」
と
い
わ
れ
る
有
名
な
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
愚
禿
釈
の
鸞
」
と
あ
り
、
ま
た
第
十
九
願
に

実
現
す
る
「
双
樹
林
下
の
往
生
」、
第
二
十
願
に
実
現
す
る
「
難
思
往
生
」、
第
十
八
願
に
実
現
す
る
「
難
思
議
往
生
」
と
あ
る
こ
と
か

（

）
ら
、
三
願
・
三
往
生
の
関
係
に
お
け
る
親
鸞
自
身
の
信
仰
の
歩
み
の
表
白
と
も
い
う
べ
き
文
章
で
あ
る
。
そ
の
重
要
性
か
ら
、
こ
の
箇
所

へ
の
解
釈
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
。
筆
者
は
こ
の
文
を
、
親
鸞
が
「
果
遂
の
誓
い
、
良
に
由
有
る
哉
」
と
仰
ぐ
こ
と
か
ら
、
親
鸞
が
浄

（

）

土
方
便
の
願
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
第
二
十
願
に
よ
っ
て
実
現
す
る
「
難
思
往
生
の
心
」
の
内
景
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は

特
に
「
果
遂
の
誓
い
、
良
に
由
有
る
哉
」
と
第
二
十
願
が
仰
が
れ
る
と
こ
ろ
に
実
現
す
る
「
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
ふ
」
と
い
う
表

現
に
注
目
し
た
い
。

つ
ま
り
「
果
遂
の
誓
い
」
が
「
良
に
由
有
る
哉
」
と
頷
か
れ
、
衆
生
に
成
就
す
る
所
に
実
現
す
る
の
が
「
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
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ふ
」
と
い
う
意
欲
で
あ
る
。
そ
の
意
欲
は
「
今
、
特
に
方
便
の
真
門
を
出
で
て
」「
速
や
か
に
難
思
の
往
生
の
心
を
離
れ
て
」
と
い
う
よ

う
に
、
第
二
十
願
が
課
題
と
し
て
い
る
「
方
便
の
真
門
」「
難
思
往
生
の
心
」
を
「
今
」「
速
や
か
」
に
「
出
で
て
」「
離
れ
る
」
形
で
実

現
す
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
、
親
鸞
の
妻
・
恵
信
尼
が
伝
え
る
内
容
に
基
づ
け
ば
、
生
涯
「
執
心
・
自
力
の
心

（

）

（
も
し
く
は
信
）」
と
し
て
苦
悩
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
念
仏
者
の
一
生
涯
は
、
第
二
十
願
が
課
題
と
す
る
自
力
の
心

を
離
れ
な
が
ら
も
、
ふ
た
た
び
そ
れ
に
苦
悩
し
、
そ
し
て
「
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
ふ
」
と
い
う
意
欲
に
帰
り
続
け
る
生
涯
と
い
え

る
。お

そ
ら
く
親
鸞
は
、
津
戸
三
郎
の
一
生
涯
を
「
自
害
」
す
る
ま
で
、
そ
の
「
遂
げ
ん
と
欲
ふ
」
と
い
う
意
欲
を
歩
み
切
っ
た
念
仏
者
の

生
涯
と
し
、
ま
た
善
悪
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
生
涯
の
歩
み
全
体
を
大
変
に
尊
い
も
の
と
受
け
止
め
て
、「
め
で
た
く
往
生
を
と

げ
た
り
け
り
」
と
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
「
現
生
」
を
重
要
視
す
る
親
鸞
が
、
ど
の
よ
う
に
津
戸
三
郎
と
い
う
念
仏
者
の
「
自
害
」
を
受
け
止
め
た
か
を
、
親
鸞
が
注

記
し
た
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
「
め
で
た
く
往
生
を
と
げ
た
り
け
り
」
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
こ
で
は
他
の
門
下

が
品
位
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
て
、
後
世
へ
の
戒
め
と
す
る
よ
う
な
理
解
と
異
な
り
、
自
害
を
一
つ
の
死
と
し
て
尊
重
し
な
が
ら
、
法

然
の
根
本
の
弟
子
と
し
て
退
転
す
る
こ
と
な
く
、
念
仏
の
生
活
に
生
き
、
往
生
を
遂
げ
た
念
仏
者
と
し
て
津
戸
三
郎
を
位
置
づ
け
よ
う
と

す
る
親
鸞
の
眼
差
し
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
親
鸞
在
世
の
中
世
の
感
覚
を
、
現
代
に
取
り
込
む
こ
と
は
十
分
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
生
き
る
現
代

は
、
技
術
の
発
展
で
生
じ
る
新
た
な
苦
悩
の
在
り
方
が
あ
り
、
ま
た
医
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
生
き
方
を
含
め
た
死
の
在
り
方
を
よ
り
深
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く
考
え
る
必
要
が
あ
る
時
代
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
親
鸞
が
、
時
代
・
社
会
・
場
所
な
ど
の
限
定
を
超
え
た
如
来
の
眼
に
立
っ
た
思

索
を
し
た
こ
と
を
窺
っ
て
い
く
こ
と
は
、
私
た
ち
の
人
間
観
を
根
源
的
に
問
い
直
す
意
味
を
持
つ
。
少
な
く
と
も
「
め
で
た
く
往
生
を
と

げ
た
り
け
り
」
と
、
と
て
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
筆
者
自
身
の
受
け
止
め
は
、
如
来
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
凡

夫
の
立
場
か
ら
「
臨
終
の
善
悪
」
を
申
し
て
い
る
有
り
様
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
問
い
直
す
も
の
と
し

（

）

て
、
親
鸞
の
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
の
受
け
止
め
は
、
今
後
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

（

）

た
だ
本
稿
で
言
及
し
た
「
往
生
」、
特
に
「
難
思
議
往
生
」
の
内
実
を
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
近
年
「
往
生
」
と
は
い
か
な

（

）

る
時
と
事
態
か
を
巡
っ
て
、「
正
定
聚
」「
不
退
転
」
な
ど
と
の
関
係
を
含
め
た
議
論
が
あ
る
。
親
鸞
が
「
難
思
議
往
生
」
を
主
題
的
に
明

ら
か
に
す
る
の
は
『
教
行
信
証
』「
顕
浄
土
真
実
証
文
類
四
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
稿
で
注
目
し
た
化
身
土
巻

「
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
ふ
」
と
い
う
意
欲
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

【
凡
例
】

・
引
用
文
に
お
け
る
原
典
の
左
訓
・
右
訓
・
ル
ビ
等
は
、
必
要
な
場
合
を
除
い
て
省
略
し
た
。

・
引
用
文
に
お
け
る
傍
線
・
太
字
な
ど
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
強
調
を
意
味
す
る
。

・
人
名
の
敬
称
は
必
要
な
場
合
を
除
い
て
省
略
し
た
。

・
漢
文
の
引
用
は
、
依
拠
本
の
訓
点
に
よ
っ
て
筆
者
が
書
き
下
し
た
。
補
っ
た
語
は
（
）
で
示
し
た
。

【
基
本
文
献
】

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

翻
刻
篇
』
大
谷
大
学
編

真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版

二
〇
一
九
年

↓
『
翻
刻
篇
』

『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
編

本
願
寺
出
版

二
〇
一
一
年

↓
『
浄
真
全
』
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『
浄
土
宗
聖
典
』
浄
土
宗
聖
典
刊
行
委
員
会

同
朋
舎

一
九
九
九
年

↓
『
浄
典
』

【
参
考
文
献
】
※
五
十
音
順

│
│
│
│
『
現
代
語

唯
信
鈔
文
意
│
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
訳
・
解
説
│
』
朝
日
新
聞
社

二
〇
一
八
年

石
田
瑞
麿
『
往
生
の
思
想
』
平
楽
寺
書
店

一
九
六
八
年

小
谷
信
千
代
『
法
然
・
親
鸞
に
い
た
る
浄
土
教
思
想
』
法
蔵
館

二
〇
二
二
年

梶
村
昇
『
津
戸
三
郎
為
守
│
法
然
上
人
を
め
ぐ
る
関
東
武
者
│
』
東
方
出
版

二
〇
〇
〇
年

君
野
隆
久
『
捨
身
の
仏
教
』
角
川
選
書

二
〇
一
九
年

浄
土
宗
総
合
研
究
所
『
総
研
叢
書
第
六
集

よ
り
そ
う
心
│
現
代
社
会
と
法
然
上
人
│
』
二
〇
一
〇
年

鍋
島
直
樹
『
自
死
を
見
つ
め
て
』
本
願
寺
出
版

二
〇
〇
九
年

矢
田
了
章
『
親
鸞
の
人
間
論
│
そ
の
教
理
史
的
研
究
』
永
田
文
昌
堂

二
〇
一
四
年

【
参
考
論
文
】

板
先
唯
人
「
真
門
に
お
け
る
第
二
十
願
「
果
遂
」
の
内
実
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
三
九
巻

二
〇
二
二
年

市
野
智
行
「
善
導
の
人
間
像
│
捨
身
往
生
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
同
朋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
』
第
五
号

二
〇
〇
九
年

稲
垣
眞
我
「
仏
教
と
自
殺
の
問
題
」『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号

一
九
五
八
年

加
来
雄
之
「
入
願
海
│
方
便
化
身
化
土
を
開
顕
す
る
意
義
│
」『
真
宗
研
究
』
五
十
六
輯

二
〇
一
二
年

梯
實
圓
「
日
本
人
の
生
死
観
の
一
側
面
│
浄
土
教
徒
の
場
合
│
」『
心
理
学
評
論
』V

O
L37,N

o4.

一
九
九
四
年

木
村
文
輝
「「
自
殺
」
を
是
認
す
る
仏
教
の
立
場
│
「
人
間
の
尊
厳
」
の
具
現
と
安
楽
死
問
題
│
」『
生
命
倫
理
』V

O
L18,N

O
1

二
〇
〇
八
年

関
稔
「
自
殺
考
」『
藤
田
宏
達
博
士
還
暦
記
念
論
集
イ
ン
ド
哲
学
と
仏
教
』
所
収

一
九
八
九
年

玉
城
康
四
朗
「
死
の
憶
え
書
」『
仏
教
思
想
一
〇

死
』
所
収

一
九
八
八
年

常
塚
勇
哲
「
親
鸞
の
行
信
に
お
け
る
「
乃
至
一
念
」
の
意
義
」
博
士
論
文
・
大
谷
大
学
・
二
〇
二
一
年

成
田
俊
治
「
異
相
（
捨
身
）
往
生
に
つ
い
て
の
一
・
二
の
問
題
」『
日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』
一
九
七
四
年
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船
山
徹
「
捨
身
の
思
想
│
六
朝
仏
教
史
の
一
断
面
」『
東
方
学
報
』
七
四
巻

二
〇
〇
二
年

鍋
島
直
樹
「
親
鸞
の
生
命
観
は
現
代
に
意
味
を
も
ち
え
る
か
│
自
死
問
題
を
契
機
と
し
て
│
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
二
十
二
号
所
収

二
〇
一
一
年

根
井
浄
「
平
安
時
代
の
焼
身
往
生
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
七
巻
第
二
号
一
九
七
九
年

原
田
哲
了
「『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
往
生
を
と
ぐ
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
十
四
巻
第
二
号

二
〇
〇
六
年

藤
田
宏
達
「
原
始
仏
典
に
み
る
死
」『
仏
教
思
想
一
〇

死
』
所
収

一
九
八
八
年

矢
田
了
章
「
悪
人
正
機
説
に
お
け
る
悪
人
の
概
念
に
つ
い
て
（
二
）」『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
四
三
号

一
九
九
三
年

普
賢
保
之
「
浄
土
真
宗
に
お
け
る
自
死
の
問
題
」『
真
宗
研
究
』
第
五
十
七
輯

二
〇
一
三
年

注（
１
）
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
親
鸞
の
仏
道
に
お
け
る
「
一
回
性
」
と
「
相
続
性
」
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
そ
の
仏
道
の
内
実

を
確
か
め
て
き
た
。
特
に
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
二
ヶ
所
の
「
乃
至
一
念
」
の
親
鸞
の
受
け
止
め
を
考
察
し
、
そ
の
宗
教
的
生
活
の

実
際
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。（「
親
鸞
の
行
信
に
お
け
る
「
乃
至
一
念
」
の
意
義
」
博
士
論
文
・
大
谷
大
学
・
二
〇
二
一
年
）
本
論
文
は
そ
の

成
果
を
踏
ま
え
て
、
真
宗
文
化
研
究
所
の
設
定
す
る
「
現
代
に
お
け
る
真
宗
の
意
義
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
で
、
特
に
「
相
続
性
」
の
課
題

（
念
仏
の
仏
道
を
歩
む
と
い
う
課
題
）
を
、
自
死
・
自
害
と
い
う
実
際
的
側
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
船
山
徹
「
捨
身
の
思
想
」
四
一
頁
参
照

（
３
）
木
村
文
輝
「「
自
殺
」
を
是
認
す
る
仏
教
の
立
場
」、
関
稔
「
自
殺
考
」、
稲
垣
眞
我
「
仏
教
と
自
殺
の
問
題
」
な
ど

（
４
）
例
え
ば
成
田
俊
治
「
異
相
（
捨
身
）
往
生
に
つ
い
て
の
一
・
二
の
問
題
」
で
は
、
各
種
『
往
生
伝
』
に
お
け
る
捨
身
往
生
・
焼
身
往
生
・
入
水

往
生
の
記
録
を
整
理
し
て
い
る
。

（
５
）
石
田
瑞
麿
『
往
生
の
思
想
』
一
八
八
頁

（
６
）
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
八
十
三
巻
・
岩
波
書
店
・
一
九
六
頁

（
７
）
同
右
・
二
〇
七
頁

（
８
）
梯
實
圓
は
、
上
記
の
敬
仏
や
顕
性
の
言
葉
を
紹
介
し
た
上
で
『
歎
異
抄
』
第
九
章
を
示
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
常
陸
に
住
ん
で
い
た
唯

円
は
、
敬
仏
た
ち
の
言
動
に
ふ
れ
、「
い
そ
ぎ
浄
土
に
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
」
の
な
い
こ
と
を
恥
じ
つ
つ
親
鸞
に
た
ず
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。「
厭

離
穢
土
、
欣
求
浄
土
の
想
い
が
お
ろ
そ
か
だ
か
ら
だ
」
と
敬
仏
な
ら
ば
答
え
た
で
あ
ろ
う
が
親
鸞
は
ち
が
っ
て
い
た
。
そ
の
応
答
に
は
煩
悩
の
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わ
が
身
を
し
か
と
見
す
え
な
が
ら
、
煩
悩
を
排
除
し
て
で
は
な
く
、
煩
悩
を
通
し
て
本
願
の
仏
心
を
た
し
か
め
て
い
く
親
鸞
の
透
徹
し
た
信
心

の
境
地
が
展
開
さ
れ
て
い
た
」（「
日
本
人
の
生
死
観
の
一
側
面
」
四
一
四
頁
）
筆
者
は
、
梯
の
指
摘
の
よ
う
に
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
に
対
し

て
、
親
鸞
が
「
煩
悩
を
排
除
し
て
で
は
な
く
、
煩
悩
を
通
し
て
本
願
の
仏
心
を
た
し
か
め
て
い
く
」
思
索
を
す
る
こ
と
へ
の
注
目
は
重
要
と
考

え
る
。

（
９
）
『
烏
龍
山
師

屠
児
宝
蔵
伝
』『
浄
真
全
二
』
九
八
〇
頁

（
１０
）
現
代
で
は
「
自
死
」「
自
殺
」
な
ど
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
か
は
議
論
が
あ
る
。
最
近
で
は
、「
自
死
」
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
が
、
場
面

に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
べ
き
こ
と
が
全
国
自
死
遺
族
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
。（http://w

w
w
.izoku-center.or.jp

）
な

お
、
本
稿
で
は
親
鸞
の
表
記
に
従
い
、
基
本
的
に
「
自
害
」
と
表
記
す
る
。

（
１１
）
『
浄
真
全
三
』
一
〇
六
四
│
一
〇
七
〇
頁
『
西
方
指
南
抄
』
が
親
鸞
の
編
集
か
、
書
写
か
は
諸
議
論
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
注
記
は
明

ら
か
に
親
鸞
に
よ
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
１２
）
鍋
島
直
樹
『
自
死
を
見
つ
め
て
│
死
と
大
い
な
る
慈
悲
│
』
八
四
頁
参
照

（
１３
）
小
谷
信
千
代
は
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
や
「
め
で
た
く
往
生
に
と
げ
た
り
け
り
」
に
注
目
す
る
が
、
津
戸
三
郎
の
自
害
往
生
を
「
浄
土
よ
り
生

死
に
帰
り
衆
生
を
利
益
す
る
に
は
「
上
品
上
生
の
往
生
」
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
満
八
十
の
歳
を
迎
え
て
、
今
こ
そ
「
上
品
上
生
の
往

生
」
の
時
で
あ
る
、
今
を
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
は
強
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
」（『
法
然
・
親
鸞
に
い
た
る
浄
土
教
思
想
』
一
六
六
│
一

六
七
頁
）
と
述
べ
、
還
相
回
向
に
よ
る
衆
生
利
益
と
品
位
の
問
題
を
関
係
さ
せ
て
論
じ
る
。
た
だ
本
論
で
触
れ
る
が
、
筆
者
は
、
親
鸞
の
津
戸

三
郎
の
自
害
往
生
へ
の
眼
差
し
は
、
特
に
品
位
に
は
な
い
と
考
え
る
。

（
１４
）
『
四
十
八
巻
伝
』
は
『
浄
典
』
第
六
巻
・
四
四
四
頁
か
ら
四
五
一
頁
に
、『
九
巻
伝
』
は
『
法
然
上
人
伝
全
集
』
四
五
七
頁
か
ら
四
六
一
頁
ま

で
。
ま
た
自
害
往
生
の
経
過
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
梶
村
昇
『
津
戸
三
郎
為
守
│
法
然
上
人
を
め
ぐ
る
関
東
武
者
│
』
一
九
一
│
二
〇
二

頁
を
参
照
し
た
。

（
１５
）
一
方
『
九
巻
伝
』
で
は
「
耳
目
を
驚
か
す
程
の
往
生
を
遂
ぬ
る
事
は
、
あ
く
ま
で
護
念
増
上
縁
の
益
に
あ
づ
り
け
る
事
も
眼
前
な
れ
ば
、
彌
希

代
の
ふ
し
ぎ
な
り
ぞ
と
申
あ
ひ
け
る
」（『
法
然
上
人
伝
全
集
』
四
六
一
頁
）
と
述
べ
、
護
念
増
上
縁
に
基
づ
く
と
す
る
。
今
回
は
門
下
の
受
け

止
め
に
注
目
す
る
の
で
、
注
で
の
紹
介
に
と
ど
め
る
。

（
１６
）
こ
の
「
し
の
や
」
に
つ
い
て
は
古
来
か
ら
議
論
が
あ
る
。
梶
村
昇
は
、
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
。「
シ
ノ
ヤ
の
ノ
は
、
フ
の
横
線
が
短
く
て

ノ
に
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
シ
フ
ヤ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
当
時
は
濁
点
を
つ
け
な
か
っ
た
か
ら
。
こ
れ
は
シ
ブ
ヤ
で
あ
り
、
そ
れ
な
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ら
渋
谷
入
道
道
遍
の
こ
と
で
違
い
な
い
と
思
い
、（
中
略
）
そ
れ
な
ら
ば
大
胡
、
津
戸
と
並
ん
で
法
然
上
人
根
本
の
弟
子
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
人
で
あ
る
」（『
津
戸
三
郎
為
守
│
法
然
上
人
を
め
ぐ
る
関
東
武
者
│
』
二
〇
〇
頁
参
照
）
今
回
は
こ
の
見
解
を
採
用
し
て
い
る
。

（
１７
）
霊
山
勝
海
『
西
方
指
南
抄
論
』・
永
田
文
昌
堂
・
一
九
九
三
年
・
九
頁
参
照

（
１８
）
『
浄
真
全
三
』
一
〇
六
四
頁

（
１９
）
『
翻
刻
篇
』
六
六
九
頁

（
２０
）
『
同
右
』
六
六
七
頁
│
六
六
八
頁

（
２１
）
加
来
雄
之
「『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
（
教
行
信
証
）』
の
二
つ
の
序
の
結
び
に
お
か
れ
た
「
標
語
」」『
近
現
代
教
行
信
証
研
究
』
第
六
巻
所

収
・
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
・
二
〇
二
三
年
・
七
〇
頁
参
照

（
２２
）
小
谷
信
千
代
は
、
親
鸞
が
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
記
す
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
親
鸞
が
、
教
学
の
高
弟
で
あ
る
長
西
大
徳

や
鎮
西
上
人
や
幸
西
大
徳
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
三
人
を
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
と
呼
ぶ
の
は
、
称
名
念
仏
に
よ
る
浄
土
へ
の
往
生
と
そ
こ
か
ら

の
還
来
と
い
う
、
自
身
が
歩
み
つ
つ
あ
る
信
仰
生
活
の
模
範
を
、
こ
れ
ら
三
人
の
熱
心
な
専
修
念
仏
者
の
上
に
認
め
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
目
に
は
、
か
れ
ら
三
人
の
姿
が
、
専
修
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
上
品
上
生
の
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
よ
り

還
来
し
て
衆
生
済
度
に
尽
く
す
こ
と
を
願
う
弟
子
で
あ
り
、
法
然
の
教
え
る
専
修
念
仏
の
根
本
を
よ
く
理
解
す
る
弟
子
と
し
て
映
じ
た
の
で
あ

ろ
う
」（『
法
然
・
親
鸞
に
い
た
る
浄
土
教
思
想
』
一
六
八
頁
）
筆
者
は
、
他
の
門
下
と
比
較
し
た
時
に
、
親
鸞
が
特
に
品
位
の
問
題
と
し
て
、

津
戸
三
郎
の
自
害
の
問
題
を
受
け
止
め
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
親
鸞
が
手
紙
の
発
端
で
あ
り
「
上
品
上
生
の
往
生
」
を
志
し
た
熊
谷
入
道
直
実

を
「
聖
人
根
本
の
弟
子
」
に
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
小
谷
の
よ
う
に
「
上
品
上
生
の
往
生
」
を
関
連
さ
せ
て
、
本
記
述
を
捉
え
る
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
法
然
は
九
品
を
「
釈
尊
の
巧
言
」（『
浄
真
全
三
』
一
〇
二
一
頁
）
と
し
て
お
り
、
親
鸞
が
「
聖
人
根
本
の
弟

子
」
と
位
置
付
け
る
理
由
に
は
不
十
分
と
考
え
る
。
ま
た
法
然
に
お
け
る
品
位
と
念
仏
相
続
の
問
題
は
、
拙
稿
「
親
鸞
の
行
信
に
お
け
る
「
乃

至
一
念
」
の
意
義
」
第
一
章
「
法
然
に
お
け
る
「
乃
至
一
念
」
の
意
義
」
第
二
項
「「
利
益
章
」
に
お
け
る
「
乃
至
一
念
」
の
意
義
│
絶
対
の

「
一
念
」
と
方
便
の
課
題
│
」
で
、
法
然
の
「
乃
至
」
と
「
十
念
」
理
解
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
た
。

（
２３
）
熊
谷
入
道
直
実
『
浄
典
』
第
六
巻
・
四
〇
四
頁

（
２４
）
『
現
代
語

唯
信
鈔
文
意
』
一
六
〇
頁
参
照

（
２５
）
『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
『
浄
真
全
二
』
一
〇
六
五
頁

（
２６
）
大
野
晋
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
一
一
九
〇
頁
・「
め
で
た
し
」
の
項
目
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（
２７
）
同
右
・
一
一
九
五
頁
「
も
」
の
項
目

（
２８
）
『
学
研
全
訳
古
語
辞
典
』「
然
れ
ば
こ
そ
」
参
照

（
２９
）
消
息
で
は
後
に
「
故
法
然
聖
人
は
、
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」（『
浄
真
全
二
』
七
八
七
頁
）
と
示
す
の
で
、
信
心
決
定
の
人

と
愚
痴
無
智
の
人
は
重
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
３０
）
『
歎
異
抄
』
三
章
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」『
浄
真
全
二
』
一
〇
五
五
頁

（
３１
）
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』「
善
人
尚
以
て
往
生
す
、
況
悪
人
乎
」『
法
然
上
人
伝
全
集
』
七
八
七
頁

（
３２
）
矢
田
了
章
「
悪
人
正
機
説
に
お
け
る
悪
人
の
概
念
に
つ
い
て
（
二
）」
二
〇
四
頁
参
照

ま
た
そ
れ
を
承
け
て
再
度
検
証
し
、
内
容
を
展
開
し

た
論
文
に
、
原
田
哲
了
「『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
往
生
を
と
ぐ
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
」
が
あ
る
。

（
３３
）
矢
田
は
『
歎
異
抄
』
の
「
往
生
を
と
ぐ
」
の
研
究
の
状
況
を
「「
と
ぐ
」
に
つ
い
て
は
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
金
子

大
栄
が
、「
そ
れ
に
し
ま
し
て
も
、
未
だ
私
に
は
「
善
人
ナ
オ
モ
テ
往
生
ヲ
ト
グ
、
イ
ハ
ン
ヤ
悪
人
ヲ
ヤ
」
と
云
ふ
言
葉
が
私
の
頭
に
引
掛
か

る
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
云
い
、
感
覚
的
に
「
往
生
を
と
ぐ
」
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
が
不
満
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
」（『
親
鸞

の
人
間
論
』
四
七
三
頁
）
と
述
べ
、
こ
れ
ま
で
「
往
生
を
と
ぐ
」
が
注
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
３４
）
例
え
ば
親
鸞
は
、
明
法
房
の
往
生
に
つ
い
て
「
明
法
御
坊
の
往
生
の
こ
と
、
お
ど
ろ
き
ま
ふ
す
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
か
へ
す
が
へ
す
う
れ

し
ふ
さ
ふ
ら
ふ
」（『
御
消
息
集
』
第
一
通
『
浄
真
全
二
』
八
一
七
頁
）
や
「
明
法
の
御
坊
の
御
往
生
の
こ
と
を
ま
の
あ
た
り
に
聞
き
さ
ふ
ら
ふ

も
、
う
れ
し
く
さ
ふ
ら
ふ
」（『
御
消
息
集
』
第
二
通
『
浄
真
全
二
』
八
二
一
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

（
３５
）
親
鸞
は
「
果
遂
」
に
「
は
た
し
と
げ
む
」（『
翻
刻
篇
』
五
一
六
頁
）
と
左
訓
を
し
て
い
る
。

（
３６
）
『
翻
刻
篇
』
五
一
五
頁

（
３７
）
「
雑
心
」「
自
力
の
専
心
」『
翻
刻
篇
』
五
一
五
頁
・「
自
利
の
一
心
」
五
一
一
頁

（
３８
）
『
翻
刻
篇
』
五
一
一
頁

（
３９
）
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
は
十
八
願
（
大
経
往
生
・
難
思
議
往
生
）・
十
九
願
（
観
経
往
生
・
双
樹
林
下
往
生
）・
二
十
願
（
弥
陀
経
往
生
・

難
思
往
生
）
に
基
づ
く
往
生
が
そ
れ
ぞ
れ
整
理
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
『
教
行
信
証
』
の
往
生
理
解
は
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
と
は
異
な
っ

て
、
よ
り
重
層
的
な
構
造
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
４０
）
こ
の
受
け
止
め
は
、
加
来
雄
之
「
入
願
海
│
方
便
化
身
化
土
を
開
顕
す
る
意
義
│
」
五
四
頁
の
理
解
を
参
照
し
て
い
る
。
加
来
は
特
に
「
難
思

往
生
」
に
の
み
「
心
」
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
親
鸞
が
真
筆
の
坂
東
本
で
時
制
の
改
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
論

２４



を
展
開
し
て
い
る
。

（
４１
）
親
鸞
の
妻
・
恵
信
尼
は
い
わ
ゆ
る
「
寛
喜
の
内
省
」
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
概
略
を
示
せ
ば
、
親
鸞
が
五
十
九

歳
（
寛
喜
三
年
）
の
時
に
病
床
に
伏
し
た
中
で
絶
え
ず
『
大
経
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
親
鸞
は
自
身
の
そ
の
行
為
に
対
し
て

「
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に
は
、
何
事
か
心
に
か
か
る
べ
き
」
と
不
審
に
思
い
十
七
・
十
八
年
ほ
ど
前
の
出
来
事
（
建
保
二
年
）
が
思
い
出
さ
れ

た
。
そ
れ
は
飢
饉
に
直
面
す
る
衆
生
を
利
益
す
る
た
め
に
、
三
部
経
の
千
部
読
誦
を
試
み
た
が
、「
名
号
の
他
に
は
何
事
の
不
足
に
て
必
ず
経

を
読
ま
ん
と
す
る
や
」
と
思
い
、
中
断
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
親
鸞
は
そ
の
出
来
事
を
思
い
返
し
て
、「
人
の
執
心
、
自
力
の

心
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
」
と
内
省
し
、
病
床
に
お
け
る
『
大
経
』
の
読
誦
を
中
断
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。（『
恵
信
尼
消
息
』

第
五
通
『
浄
真
全
二
』
一
〇
三
五
│
一
〇
三
七
頁
）

（
４２
）
鍋
島
の
以
下
の
指
摘
は
、
今
後
、
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
に
お
け
る
自
死
・
自
害
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
し
た
い
視
点
で
あ
る
。「
自

殺
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
側
面
か
ら
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
ま
ず
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
ど
う
か
生
き
て
い
て
ほ
し
い
と
見
守
っ

て
い
く
こ
と
で
す
。
あ
た
た
か
い
心
の
ふ
れ
あ
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
し
か
も
も
う
一
つ
の
側
面
か
ら
は
、
私
の
は
か
ら
い
で
は
な

く
、
如
来
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
死
で
あ
っ
て
も
尊
い
と
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
で
す
。

「
抑
止
」
と
「
摂
取
」
と
い
う
両
面
か
ら
自
死
問
題
に
の
ぞ
む
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。」（「
親
鸞
の
生
命
観
は
現
代
に
意
味
を
も
ち
え
る
か
│

自
死
問
題
を
契
機
と
し
て
│
」
一
五
五
頁
）
こ
こ
で
鍋
島
は
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
自
殺
の
予
防
の
段
階
に
は
「
抑
止
門
」
と
い
う
視
点
、

ま
た
す
で
に
死
を
迎
え
た
命
は
「
摂
取
門
」
と
い
う
視
点
で
の
問
題
の
取
り
組
み
方
を
確
認
す
る
。
ど
ち
ら
も
教
学
的
に
は
、
如
来
の
「
抑

止
」
と
「
摂
取
」
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
の
姿
勢
と
し
て
受
け
止
め
て
よ
い
か
、
ま
た
「
摂
取
」
を
死
の
後
の
問
題
に
す
る
こ
と
は
疑
問
が
あ

る
。
た
だ
予
防
的
な
段
階
か
、
す
で
に
死
を
迎
え
た
段
階
か
を
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
視
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
し
た
常
塚
聴
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
在
の
日
本
で
は
年
間
三
万
人
以
上
の
人
命
が
自
殺
と
い
う
か
た
ち
で
失
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
に
対
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
に
「
自
殺
は
悪
で
あ
る
」
と
唱
え
続
け
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
言
葉
は
力
を
も
ち
得
な
い
だ
ろ
う
。

鍋
島
氏
は
浄
土
真
宗
の
思
想
に
お
け
る
〈
い
の
ち
〉
観
に
つ
い
て
、「
抑
止
」
と
「
摂
取
」
と
い
う
浄
土
教
の
用
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

「
抑
止
」
と
「
摂
取
」
と
は
、
決
し
て
二
律
背
反
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
〈
い
の
ち
〉
の
二
つ
の
面
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
自
殺
は
悪
で

あ
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
抑
止
」
の
面
だ
け
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。〈
い
の
ち
〉
を
説
く
と
き
に
、
こ
の
両
面
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ

け
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
〈
い
の
ち
〉
全
体
の
豊
か
さ
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
同
上
・
一
五
七
│
一

五
八
頁
）
筆
者
は
、
上
記
の
指
摘
に
加
え
て
、
如
来
の
摂
取
の
は
た
ら
き
の
中
に
生
き
る
こ
と
で
明
確
と
な
る
〈
い
の
ち
〉
全
体
の
豊
か
さ
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（
死
を
も
含
め
た
）
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。
そ
れ
が
親
鸞
の
津
戸
三
郎
の
一
生
涯
の
歩
み
を
も
含
め
た
「
め
で
た
く
往
生
を

と
げ
た
り
け
り
」
と
い
う
表
現
に
結
実
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
４３
）
本
論
文
で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、『
西
方
指
南
抄
』
に
お
け
る
「
往
生
」
理
解
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
西
方
指
南
抄
』
下
末
に
は

「
四
種
往
生
事
」（『
浄
真
全
三
』
一
〇
二
七
頁
）
と
い
う
『
西
方
指
南
抄
』
以
外
に
は
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
往
生
」
の
記
述
が
あ
る
が
、

そ
の
第
一
番
目
は
「
正
念
念
仏
往
生
『
阿
弥
陀
経
』
説
」
で
あ
り
、
本
論
で
も
注
目
し
、
親
鸞
が
第
二
十
願
の
意
と
し
て
み
た
『
阿
弥
陀
経
』

に
基
づ
く
往
生
が
「
正
念
念
仏
往
生
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
４４
）
小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
』
法
蔵
館
・
二
〇
一
五
年
、
長
谷
正
當
『
親
鸞
の
往
生
と
回
向
の
思
想
』
方
丈
堂
出
版
・
二
〇
一
八
年
な
ど

２６


