
第 12号

　

先
日
、
月
忌
参
り
に
伺
っ
た
お
宅
で
、
お
勤
め

の
後
、
コ
ー
ヒ
ー
を
頂
き
な
が
ら
旅
行
が
話
題
に

な
り
ま
し
た
。
お
土
産
に
つ
い
て
、
旅
先
で
思
い

出
に
何
か
を
買
っ
て
来
る
の
だ
が
、
帰
っ
て
み
る

と
、
ろ
く
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
の

で
し
た
。
実
は
、
私
も
そ
う
で
す
。

　

昨
年
の
夏
、
緑
と
水
の
豊
か
な
イ
ン
ド
を
見
て

み
た
い
と
、
暑
い
イ
ン
ド
に
出
掛
け
ま
し
た
。
ブ

ダ
ガ
ヤ
や
ラ
ジ
ギ
ー
ル
、
ベ
ナ
レ
ス
な
ど
で
仏
跡

を
参
拝
し
、
カ
ジ
ュ
ラ
ホ
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
跡

や
タ
ー
ジ
マ
ハ
ー
ル
な
ど
の
世
界
遺
産
を
観
光
し

て
き
ま
し
た
。
添
乗
員
を
含
め
て
も
、
日
本
人
わ

ず
か
九
人
で
、
少
人
数
な
ら
で
は
の
、
今
思
い
出

し
て
も
楽
し
い
旅
行
で
し
た
。
け
れ
ど
も
浮
き
浮

き
し
て
楽
し
い
時
は
、
や
は
り
冷
静
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
家
に
帰
っ
て
、
買
っ
て

き
た
お
土
産
を
見
て
分
か
り
ま
し
た
。
い
か
に
も

イ
ン
ド
ら
し
い
「
象
の
絵
の
壁
掛
け
」
や
、
日

本
に
い
る
と
、
高
価
で
も
っ
た
い
な
く
て
、
と
て

も
買
え
な
い
「
念
珠
」、
そ
し
て
家
の
ど
こ
か
で
、

石
の
よ
う
に
ゴ
ロ
ゴ
ロ
さ
せ
て
お
く
し
か
な
い
ヒ

ン
ズ
ー
教
の
神
様
の
「
ガ
ネ
ー
シ
ャ
像
」
な
ど
、

ト
ラ
ン
ク
を
開
け
、
家
族
の
冷
た
い
視
線
を
感
じ

つ
つ
一
つ
ず
つ
取
り
出
し
な
が
ら
後
悔
し
、
反
省

も
し
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、買
っ

た
時
の
こ
と
は
懐
か
し
く
、
思
い
出
す
と
、
ま
た

そ
の
「
旅
行
」
を
、
じ
ん
わ
り
と
楽
し
め
ま
す
。

 

「
し
ま
っ
た
、
い
ら
ん
も
ん
買
っ
て
き
た
」
と
、

後
で
思
う
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。「
旅
先
で
し

か
手
に
入
ら
ず
、
誰
も
持
っ
て
い
な
い
も
の
が

欲
し
い
」「
日
本
よ
り
安
く
買
っ
て
得
を
し
た
い
」

な
ど
と
い
う
ケ
チ
な
優
越
感
を
満
足
さ
せ
た
い
と

い
う
思
い
が
強
く
は
た
ら
く
の
と
、
楽
し
さ
の
あ

ま
り
平
常
心
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
手
に
入
ら

な
い
も
の
は
な
い
し
、
日
本
で
も
安
く
買
え
る
も

の
を
わ
ざ
わ
ざ
高
く
買
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
バ
カ
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
す
。

　

さ
て
、
私
た
ち
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
我
慢
し

な
さ
い
、
自
分
の
欲
望
に
打
ち
勝
っ
て
一
所
懸
命

勉
強
し
な
さ
い
、
真
面
目
に
仕
事
を
し
な
さ
い
、

努
力
し
な
さ
い
、
誘
惑
に
負
け
て
は
い
け
ま
せ
ん

と
言
わ
れ
、さ
ら
に
人
の
た
め
に
尽
く
し
な
さ
い
、

世
の
中
の
役
に
立
つ
こ
と
を
し
な
さ
い
と
、
そ
し

て
、
そ
れ
ら
は
善
い
こ
と
だ
と
教
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
確
か
に
間
違
っ
て
は
い
な
い

と
、
大
人
に
な
っ
た
今
も
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
ん
な
生
き
方
は
少
し
窮
屈
だ
と
も
感
じ
て
い
ま

す
。

　

五
月
の
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
に
「
世
間
に
抱い
だ

く
関

心
は　

必
ず
自
己
中
心
の　

善
悪
に
よ
る
関
心
で

あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
何
か
を
す
る
の
に
大
義
名

分
を
掲
げ
て
も
、
自
分
の
嫌
な
こ
と
は
し
た
く
な

い
し
、
好
き
な
こ
と
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
所
詮
、
私
た
ち
は
い
つ

も
思
っ
た
通
り
の
生
き
方
を
し
た
い
の
で
す
。
ま

た
、
思
っ
た
通
り
の
生
き
方
し
か
で
き
な
い
の
で

す
。
自
分
の
都
合
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
都
合
と
は
、
縁
に
よ
っ
て
私
た
ち
自
身
の

中
に
起
こ
る
煩
悩
の
こ
と
で
す
。
私
の
中
で
い
つ

起
こ
っ
て
く
る
か
、
そ
し
て
さ
ら
に
こ
れ
が
縁
と

な
っ
て
私
が
何
を
し
で
か
す
か
分
か
ら
な
い
の
で

す
。
善
い
こ
と
も
、
悪
い
こ
と
も
、
私
た
ち
の
日

常
で
の
行
為
の
も
と
は
、
私
た
ち
の
煩
悩
で
す
。

小
川
一
乗
先
生
は
、『
遇
縁
の
い
の
ち
』
の
中
で

「
凡
夫
と
い
う
こ
と
は
、
業ご
う

縁え
ん
の
ま
ま
に
、
遇
縁

の
存
在
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
生
き
ら
れ
な
い
。

そ
れ
が
凡
夫
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
力
無
効
と
い

う
自
覚
が
凡
夫
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
、
仰
っ
て

い
ま
す
。コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
煩
悩
に
悩
み
、

「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」（
歎
異
抄
）
と

い
う
凡
夫
と
し
て
の
自
身
の
正
体
に
気
づ
き
、
そ

の
身
を
痛
み
、「
さ
る
べ
き
業ご
う

縁え
ん
の
も
よ
お
せ
ば
、

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」（
同
）
と
苦
し

ん
だ
親
鸞
聖
人
ほ
ど
、
い
ま
の
私
は
自
分
に
目
が

向
い
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
し
、
生
き
る

こ
と
に
戸
惑
っ
て
も
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ま

だ
ま
だ
、
如
来
か
ら
は
遠
い
存
在
な
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」

と
い
う
言
葉
に
は
親
し
み
を
感
じ
ま
す
。
常
日
ご

ろ
バ
カ
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
自
分
で
も
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
、
つ
く
づ
く
成

長
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

春
休
み
に
家
族
で
倉
敷
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

い
く
つ
か
お
土
産
を
買
っ
た
中
で
、
倉
敷
と
は
関

係
の
な
い
も
の
が
、
や
は
り
あ
り
ま
し
た
。「
ゲ

ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
ス
ト
ラ
ッ
プ

－

ね
ず
み
男

－

」
と

「
お
ふ
だ
ク
ッ
キ
ー
」。
よ
り
に
よ
っ
て
妖
怪
グ
ッ

ズ
で
し
た
。

　

凡
夫
の
素
質
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特
別
講
義 

「
大
乗
仏
教
の
起
源
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
大
学
教
授　

小　

谷　

信  

千  

代

 

「
大
乗
仏
教
の
起
源
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

し
ば
ら
く
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思

い
ま
す
。
大
乗
仏
教
、
皆
さ
ん
も
仏
教
史
で

習
っ
て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
簡

単
に
、
大
乗
仏
教
が
起
こ
る
ま
で
の
流
れ
で

す
ね
。
そ
れ
を
、
話
の
都
合
上
さ
せ
て
も
ら

い
ま
す
。
ま
ず
、釈
尊
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

釈
尊
が
亡
く
な
る
事
を
仏
滅
と
い
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
で
す
ね
、
紀
元
前

三
八
三
年
と
い
う
の
が
、
一
番
支
持
す
る
人

が
多
い
学
説
で
す
。
釈
尊
が
亡
く
な
っ
た
の

が
紀
元
前
三
八
三
年
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う

に
言
う
人
が
一
番
多
い
と
い
う
の
で
、
私
も

一
応
こ
れ
を
取
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
、
数
十
日

の
内
に
仏
典
の
結
集
が
行
わ
れ
ま
す
。
釈
尊

の
教
え
、
経
と
、
そ
れ
か
ら
律
で
す
ね
。
戒

律
と
が
纏
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、

後
に
阿
含
、
ニ
カ
ー
ヤ
と
呼
ば
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
原
始
仏
典
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。
原
始
経
典
で
す
ね
。
こ
の
と
き

に
結
集
さ
れ
た
も
の
が
、
現
在
残
っ
て
い
る

数
千
点
の
原
始
経
典
そ
の
も
の
に
い
き
な
り

な
っ
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
残
っ

て
い
る
た
く
さ
ん
の
原
始
経
典
の
、
ま
あ
、

核
に
な
る
も
の
で
す
ね
。
中
心
に
な
る
よ
う

　

学
院
生
活
三
年
目
を
迎
え
て

　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

西
郷　

知
代

　

自
分
が
早
や
真
宗
学
院
最
終
学
年
を
迎
え

た
と
い
う
こ
と
が
大
変
不
思
議
に
思
え
ま

す
。
実
を
言
う
と
、
入
学
時
に
は
、
真
宗
学

院
で
は
真
宗
の
教
え
を
体
系
的
に
教
え
て
も

ら
え
る
に
違
い
な
い
と
い
う
多
大
な
期
待
を

抱
い
て
い
た
た
め
、
自
分
の
努
力
不
足
（
学

院
以
外
で
は
関
連
書
物
等
を
一
切
読
ま
な

か
っ
た
し
、
聞
法
の
機
会
を
探
す
こ
と
も
し

な
か
っ
た
）
を
棚
に
上
げ
、
一
年
生
終
了
時

に
は
大
き
な
失
望
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
一
年
間
出
産
の
た
め
に
休
学
し
た

後
、
二
年
生
と
し
て
復
学
し
ま
し
た
が
、
学

院
に
通
う
た
め
に
実
家
か
ら
母
に
泊
ま
り
が

け
で
子
守
り
に
来
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
現
実
や
、
通
学
に
往
復
三
時
間

強
か
か
る
と
い
う
肉
体
的
疲
労
の
上
、更
に
、

学
校
が
始
ま
っ
た
途
端
、
子
ど
も
が
毎
晩
夜

泣
き
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
学
校

に
通
う
と
い
う
こ
と
が
、
子
ど
も
の
心
に
も

大
き
な
負
担
を
強
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
感
じ
、
本
当
に
そ
こ
ま
で
し
て
、
私
が

今
、
学
院
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
と
真
剣

に
悩
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
家
族
の
励
ま
し

も
あ
り
、
何
と
か
真
宗
学
院
で
の
二
年
目
を

終
え
て
み
て
思
う
の
は
、
分
か
ら
な
い
な
り

に
、
分
か
ら
な
い
所
に
身
を
置
き
続
け
る
こ

と
で
、
何
と
無
く
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る

キ
ャ
ン
パ
ス
レ
ポ
ー
ト
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な
も
の
は
、
こ
の
時
点
で
一
応
纏
め
ら
れ
る

わ
け
で
す
。
そ
の
中
心
に
な
っ
た
も
の
が
、

だ
ん
だ
ん
後
に
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
て
、

大
き
く
な
っ
て
い
く
。
一
つ
の
経
典
も
長
く

な
っ
て
い
き
ま
す
し
、
あ
る
い
は
、
新
た
に
経

典
が
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
形
で
、
現
在
残
っ

て
い
る
数
千
点
の
、
セ
イ
ロ
ン
だ
と
か
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
で
と
な
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
教

典
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
の
基

に
な
る
も
の
は
こ
こ
で
作
ら
れ
ま
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
経
典
、
あ
る
い
は
、

教
団
の
掟
で
あ
る
律
を
纏
め
る
こ
と
を
、
仏

典
の
結
集
と
い
う
こ
と
は
ご
存
知
だ
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
数

十
日
の
う
ち
に
為
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
大

体
百
年
間
位
は
、
そ
う
い
う
形
で
教
団
が
一

つ
に
ま
と
ま
っ
て
、
仏
教
が
学
ば
れ
て
い
き

ま
す
が
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
百
年
位
し
た

頃
に
分
裂
を
し
ま
す
。
根
本
分
裂
と
い
い
、

大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
釈

尊
が
い
わ
れ
た
と
お
り
に
戒
律
を
守
っ
て
い

く
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
人
た
ち
と
、
小

さ
な
戒
律
は
緩
和
し
て
も
い
い
の
だ
、
緩
め

て
も
い
い
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
人
た

ち
と
で
、
大
き
く
分
か
れ
た
の
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

で
、
根
本
分
裂
が
起
こ
っ
て
、
後
は
枝
葉

に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
小
さ
な

学
派
、
あ
る
い
は
部
派
に
分
か
れ
て
い
き
ま

す
。
で
、
十
八
な
い
し
二
十
の
部
派
が
で
き

ま
す
。
で
、
部
派
に
分
か
れ
て
、
仏
教
が
学

ば
れ
る
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
部

派
仏
教
の
時
代
と
い
う
わ
け
で
す
。
普
通
、

小
乗
仏
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
仏
教
で
す
ね
。

そ
れ
が
、
こ
の
部
派
仏
教
の
時
代
で
す
。
そ

の
部
派
仏
教
、
い
わ
ゆ
る
学
問
を
し
、
修
行

を
し
な
い
と
、
釈
尊
が
い
わ
れ
た
こ
と
は
ち
ゃ

ん
と
理
解
で
き
な
い
の
だ
と
。
釈
尊
は
非
常

に
立
派
な
人
で
す
か
ら
、
そ
の
立
派
な
方
が

い
わ
れ
た
こ
と
を
解
ろ
う
と
思
え
ば
、
そ
れ

な
り
の
学
問
を
し
、
そ
れ
な
り
の
修
行
を
し

て
人
格
を
高
め
な
い
と
だ
め
だ
と
い
う
ふ
う

に
し
て
、
い
わ
ば
、
エ
リ
ー
ト
を
養
成
し
て

い
く
よ
う
な
形
で
仏
教
の
研
究
が
な
さ
れ
た
。

そ
れ
が
部
派
仏
教
の
時
代
、
あ
る
い
は
、
小

乗
仏
教
の
時
代
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
仏
教

に
対
し
て
反
省
が
お
こ
り
ま
す
。
批
判
が
お

こ
り
ま
す
。　
　
　

　

釈
尊
は
、
そ
ん
な
学
者
だ
と
か
、
あ
る
い

は
修
行
者
達
だ
け
を
救
お
う
と
思
っ
て
説
法

さ
れ
た
訳
じ
ゃ
な
い
と
。
釈
尊
の
教
え
の
中

に
は
、
一
般
の
人
た
ち
が
聞
い
て
、
あ
る
い

は
遊
女
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
人
達
で
す
ら
、

そ
の
教
え
を
聞
い
て
さ
と
っ
た
と
い
う
こ
と

が
、
ち
ゃ
ん
と
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い

う
事
実
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
。
だ
か
ら
、

決
し
て
釈
尊
が
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
う
い

う
高
等
な
、
難
し
い
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ
な
い



の
だ
と
。
で
、
釈
尊
が
本
当
は
何
を
語
り
た

か
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
も
う
一
度
見
直
そ
う

と
。
い
ま
伝
わ
っ
て
い
る
こ
の
原
始
経
典
を
、

も
う
一
度
読
み
直
そ
う
、
と
い
う
運
動
が
起

こ
り
ま
す
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
と
い
う
仏
教

と
な
っ
て
興
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
大

乗
仏
教
は
、
い
え
ば
、
経
典
を
も
う
一
度
読

み
直
す
と
い
う
運
動
と
し
て
興
り
ま
す
。
言

葉
の
見
直
し
で
す
。
経
典
の
言
葉
を
、
も
う

一
度
見
直
す
と
い
う
運
動
と
し
て
興
っ
て
き

ま
す
。

　

こ
の
小
乗
仏
教
の
人
た
ち
や
、
部
派
仏
教

の
比
丘
た
ち
は
、
釈
尊
が
語
ら
れ
た
と
い
う

ふ
う
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
原
始
経
典
の
言

葉
を
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
し
か
理
解
で
き

て
い
な
い
の
だ
と
。
お
釈
迦
さ
ん
は
、
そ
う

い
う
言
葉
を
通
じ
て
、
本
当
は
も
っ
と
い
い

た
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
。
だ
か
ら
、
言
葉
と

言
葉
の
間
の
行
間
を
、
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
い

か
な
い
と
、
釈
尊
が
い
わ
れ
た
こ
と
の
本
当

の
意
図
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
と
。
そ
れ
を
、

こ
の
比
丘
た
ち
は
、
言
葉
の
表
面
だ
け
を
理

解
し
よ
う
と
し
て
、
そ
し
て
、
言
葉
の
表
面

さ
え
理
解
で
き
れ
ば
、
釈
尊
の
言
っ
た
こ
と

は
理
解
で
き
る
の
だ
と
、
そ
れ
は
間
違
っ
て

い
る
と
。
だ
か
ら
、
表
面
的
な
こ
と
ば
か
り

考
え
て
い
る
か
ら
、
釈
尊
は
学
問
を
し
、
言

葉
を
正
確
に
理
解
し
な
い
と
い
け
な
い
と
、

い
っ
て
い
る
の
だ
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
勘

違
い
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
大
乗
仏
教
の

人
た
ち
の
言
い
分
で
す
。

　

小
乗
仏
教
の
人
た
ち
は
、
釈
尊
が
語
ら
れ

た
言
葉
の
裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
意
味
が
、
ち
ゃ

ん
と
わ
か
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い

お
う
と
し
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
、
こ
の
原
始
経
典
を
読
み
直
し
て
み
よ

う
と
い
う
運
動
と
し
て
大
乗
仏
教
が
興
っ
て

き
ま
し
た
。

　

で
、
そ
う
い
う
大
乗
仏
教
の
中
か
ら
出
て

き
た
の
が
、
現
在
我
々
が
お
勤
め
を
し
て
い

る
大
乗
経
典
で
す
。
大
体
、
こ
れ
が
起
こ
っ

て
く
る
の
は
、
紀
元
後
一
〜
二
世
紀
ぐ
ら
い

だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
大
体
四
百
年
。

四
百
年
ぐ
ら
い
経
っ
た
と
き
に
興
っ
て
く
る

仏
教
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
で
す
ね
。
だ
か
ら
、

我
々
が
読
ん
で
い
る
三
部
経
も
、
こ
う
い
う

時
代
に
語
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
す
。
説
き
だ

さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
の
大
乗
経
典
と

い
う
の
は
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
四
百
年
程

た
っ
て
か
ら
新
た
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
お
経

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
で
は
も
う
誰

も
異
論
は
唱
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
は
、
そ
う
じ
ゃ

な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
大
乗
経
典
も
、
つ
ま

り
、
我
々
が
と
な
え
て
い
る
『
大
無
量
寿
経
』

で
あ
れ
、『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
れ
、
そ
れ
は
釈

尊
が
直
接
説
か
れ
た
も
の
な
の
だ
、
と
い
う

ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
は
現
在
で
は
、

も
う
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

じ
ゃ
あ
、
こ
の
大
乗
仏
教
と
い
う
の
は
、

一
体
、
誰
が
興
し
て
い
っ
た
か
、
ど
う
や
っ

て
興
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
実
は

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
関

し
て
、
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら

れ
て
き
た
か
。
現
在
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ

ペ
ン
と
い
う
人
が
、
実
は
、
一
九
七
〇
年
代

位
か
ら
、
信
憑
性
が
あ
る
と
い
う
か
、
我
々
が
、

そ
ち
ら
の
説
の
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
る
説
を
、
彼
が
出
し
だ
し
た
の
で
す
。
そ
れ

に
賛
成
す
る
学
生
た
ち
が
、
い
ま
日
本
で
も
か

な
り
出
て
き
て
、
こ
れ
か
ら
も
う
し
あ
げ
る
平

川　

彰
先
生
と
い
う
、
東
大
の
先
生
が
言
っ

て
お
ら
れ
た
説
を
覆
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

平
川
先
生
が
出
し
た
説
は
、「
大
乗
仏
教
仏
塔

教
団
起
源
説
」
と
い
う
説
で
す
。

　

大
乗
仏
教
は
、
釈
尊
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
、
仏

舎
利
塔
で
す
ね
。
そ
れ
が
イ
ン
ド
に
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
周
り
に
出
家
者
じ
ゃ

な
い
在
家
者
の
人
が
、
つ
ま
り
出
家
者
で
あ
っ

た
の
だ
け
れ
ど
、
小
乗
仏
教
の
考
え
方
に
は

飽
き
足
り
な
い
と
い
う
比
丘
た
ち
が
ド
ロ
ッ

プ
ア
ウ
ト
し
て
、
仏
塔
の
周
り
に
住
み
つ
い

た
と
。
で
、
彼
ら
が
大
乗
仏
教
を
つ
く
り
だ

し
て
い
っ
た
の
だ
、
と
い
う
説
で
す
ね
。
で

す
か
ら
平
川
先
生
は
、
大
乗
仏
教
は
、
在
家

の
菩
薩
た
ち
、
在
家
の
仏
教
徒
た
ち
が
つ
く

り
だ
し
て
い
っ
た
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
お

考
え
な
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
九
五
四
年
に

発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
、
平
川
先
生
が
そ
う
い
う
説
を
発
表
さ

れ
る
ま
で
は
、
大
乗
仏
教
は
、
ど
う
い
う
ふ

う
に
し
て
出
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、

と
い
い
ま
し
た
ら
、
小
乗
仏
教
の
中
の
、
進

歩
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
部
派
が
あ
り
ま

の
だ
な
あ
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
れ
程
疑
問

を
持
ち
続
け
た
一
年
生
の
授
業
も
、
二
年
生

の
授
業
を
受
け
て
い
く
中
で
改
め
て
思
い
出

さ
れ
た
り
、
心
に
響
い
て
き
た
り
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
逆
に
、
二
年
生
の
授
業

で
も
、
一
年
生
の
授
業
が
無
か
っ
た
ら
感
じ

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
、
分
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
や
、
自
分
に
必
要
で
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
学
ぶ
機
会
を
途

中
で
棒
に
振
っ
て
い
た
ら
、
決
し
て
得
ら
れ

な
か
っ
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て

真
宗
の
教
え
と
は
、
体
系
的
に
教
え
て
も
ら

う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、
親
鸞
聖
人
の

言
葉
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
自
分
な
の

か
、
ど
こ
に
響
い
て
く
る
自
分
な
の
か
を
、

自
ら
が
探
っ
て
い
く
し
か
な
い
教
え
な
の
だ

と
今
は
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
ラ
ス
一
人
一
人
の
方
々
が
、
本

当
に
様
々
な
背
景
を
背
負
っ
て
学
院
に
集
ま

ら
れ
て
お
り
、
授
業
や
そ
の
他
の
活
動
を
通

し
、
そ
の
経
験
か
ら
持
っ
て
お
ら
れ
る
意
見

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が
、
自
分
に

と
っ
て
何
よ
り
実
り
多
い
こ
と
で
あ
る
な
あ

と
つ
く
づ
く
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　

う
な
ず
か
せ
て
頂
く
授
業

　
　

 

金
沢
真
宗
学
院
二
年　

山
吹　

正
彦

　

昨
年
の
四
月
、
期
待
と
不
安
と
緊
張
で

い
っ
ぱ
い
の
真
宗
学
院
の
入
学
式
か
ら
、
は

や
一
年
が
た
ち
ま
し
た
。
授
業
が
始
ま
っ
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す
。
そ
れ
を
大
衆
部
と
よ
び
ま
す
が
、
こ
の

大
衆
部
の
中
に
も
、
い
く
つ
か
枝
分
か
れ
を

し
て
い
っ
た
部
派
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
枝
分

か
れ
し
た
部
派
の
考
え
方
と
、
大
乗
仏
教
の

考
え
方
と
は
、
非
常
に
よ
く
似
た
要
素
が
あ

る
の
で
す
ね
。
人
間
の
心
は
、
本
来
清
ら
か

で
あ
る
と
か
ね
。
小
乗
仏
教
の
も
う
一
つ
の

方
は
上
座
部
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
、
人

間
の
心
は
、
本
来
汚
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

ふ
う
に
い
い
ま
す
。
そ
れ
が
小
乗
仏
教
の
、

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
考
え
方
と
し
て
、
そ
う

い
う
考
え
方
を
し
ま
す
が
、
大
衆
部
の
ほ
う

で
は
、
人
間
の
心
は
、
本
来
清
ら
か
な
も
の

で
あ
る
と
。「
心
相
本
浄
説
」
と
い
い
ま
す

が
、
人
間
の
心
は
、
本
来
清
ら
か
な
の
だ
と
。

で
、
煩
悩
は
、
た
ま
た
ま
外
か
ら
や
っ
て
き

て
、
そ
う
い
う
心
に
く
っ
つ
い
た
も
の
に
し

か
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
を
し
ま

す
。
そ
う
い
う
考
え
方
は
、
小
乗
仏
教
の
中

で
は
、
マ
イ
ナ
ー
な
方
で
す
。
小
乗
仏
教
の

多
く
の
学
派
は
、
人
間
の
心
は
、
煩
悩
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。

そ
れ
が
本
来
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
が
、

そ
れ
と
は
違
う
の
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
考
え
方
が
、
実
は
、
悉
有
仏
性

と
い
う
考
え
方
を
聞
か
れ
た
こ
と
は
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
一
切
衆
生
、
全
て
の
生
き
物

は
、
全
部
、
悉
く
仏
性
を
持
っ
て
い
る
。
仏

に
な
る
可
能
性
を
具
え
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
と
い
う

の
は
大
乗
経
典
で
す
け
ど
、
そ
の
中
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
生
き
物
は
、
悉
く
全
部
が

全
部
仏
に
な
る
可
能
性
を
具
え
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
の
で
す
ね
。『
涅
槃
経
』
の
中
で
、
そ

う
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
出
し
ま
す
ね
。
で
、

大
衆
部
の
中
に
あ
っ
た
、
心
相
本
浄
説
と
い

う
考
え
方
が
、
や
が
て
は
、
大
乗
仏
教
の
非

常
に
大
切
な
考
え
方
で
あ
る
、
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
と
い
う
考
え
方
に
繋
が
っ
て
い
く
の

だ
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
。

　

ま
あ
、
こ
れ
は
一
つ
の
代
表
的
な
例
で
す

け
れ
ど
ね
。
他
に
も
た
く
さ
ん
、
大
衆
部
の

こ
う
い
う
考
え
方
が
、
実
は
大
乗
経
典
の
こ

う
い
う
考
え
方
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
と

い
う
ふ
う
に
し
て
、
そ
う
い
う
関
連
性
を
見

つ
け
て
い
こ
う
と
思
う
と
、
い
っ
ぱ
い
見
つ

か
る
わ
け
で
す
。
大
衆
部
の
中
に
ね
。

　

だ
か
ら
、
平
川
先
生
が
、
大
乗
仏
教
は
在

家
の
人
々
の
中
か
ら
出
て
き
た
の
だ
。
在
家

の
菩
薩
た
ち
か
ら
出
て
き
た
の
だ
、
と
い
う

ふ
う
に
言
わ
れ
る
ま
で
は
「
大
衆
部
起
源
説
」

と
い
う
の
が
、
日
本
で
も
、
そ
れ
か
ら
、
外

国
で
も
圧
倒
的
な
考
え
方
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

実
は
、
そ
の
大
乗
仏
教
が
在
家
か
ら
出
て
き

た
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
、
後
か
ら
考
え

れ
ば
、
日
本
独
特
の
、
平
川
先
生
独
自
の
考

え
方
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
ね
。
平
川
先
生

の
こ
の
論
文
は
、
し
ば
ら
く
し
て
英
訳
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
が
外
国
へ
影
響
を
与
え
て
、

い
ろ
ん
な
人
が
反
論
し
た
の
で
す
け
ど
、
そ

れ
ほ
ど
広
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

不
思
議
な
こ
と
に
日
本
で
は
、
こ
の
考
え
方

が
、
ほ
と
ん
ど
圧
倒
的
に
そ
の
支
持
を
得
た

の
で
す
ね
。

　

だ
か
ら
、
皆
さ
ん
が
テ
キ
ス
ト
で
使
っ
て

お
ら
れ
る
『
大
乗
の
仏
道
』
で
も
、
こ
の
考

え
方
に
則
っ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
在
家

教
団
か
ら
出
て
き
た
の
だ
、
と
い
う
考
え
方

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
け
ど
、
そ
れ
は
、
日

本
の
特
殊
な
考
え
方
な
の
で
す
ね
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
行
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て

も
、
大
乗
仏
教
は
、
む
し
ろ
大
衆
部
、
あ
る

い
は
上
座
部
の
中
の
ど
こ
か
ら
か
も
関
係
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
の
方

が
、
圧
倒
的
に
数
が
多
い
の
で
す
ね
。
そ
う

い
う
こ
と
も
、実
は
、シ
ョ
ペ
ン
の
論
文
か
ら
、

わ
か
っ
て
い
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

で
、
平
川
先
生
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
大

乗
仏
教
は
、
仏
塔
教
団
と
い
う
在
家
者
の
教

団
か
ら
出
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い

わ
れ
た
の
が
一
九
五
四
年
。
こ
れ
は
し
ば
ら

く
す
る
と
英
訳
さ
れ
て
、
そ
れ
を
シ
ョ
ペ

ン
は
読
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

一
九
七
何
年
か
に
論
文
を
出
し
た
の
で
す
。

実
は
そ
の
論
文
は
、
僕
は
も
ら
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
読
ん
で
い
な
く
て
、
あ
ま
り
注
目

し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
三

年
頃
に
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
と
き
に
、
ゴ
メ

ス
さ
ん
と
い
う
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
偉
い
学
者

で
す
け
れ
ど
も
、
彼
が
絶
対
に
会
え
と
い
う

の
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
彼
に
会
っ
た
の
で
す
。

今
と
な
っ
た
ら
会
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
と
思

い
ま
し
た
ね
。
２
日
間
、
朝
か
ら
晩
ま
で
、

彼
は
喋
り
っ
ぱ
な
し
に
喋
る
の
で
す
。
こ
れ

を
全
部
覆
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を

ね
。
そ
れ
を
聞
き
終
わ
っ
た
時
に
は
、
も
う
、

て
、
ま
ず
最
初
に
思
っ
た
事
は
、「
や
は
り
、

金
沢
真
宗
学
院
に
入
学
さ
せ
て
頂
い
て
、
本

当
に
よ
か
っ
た
」
と
い
う
事
で
す
。
毎
晩
、

真
宗
学
院
か
ら
家
に
帰
っ
て
は
、
そ
の
日
の

授
業
の
内
容
を
、「
あ
あ
だ
、
こ
う
だ
」
と

身
内
に
話
し
て
い
る
自
分
が
居
ま
し
た
。
横

浜
市
在
住
な
の
で
、（
東
京
の
学
校
へ
）
と

い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
金
沢
の

真
宗
学
院
を
選
ば
せ
て
頂
い
た
訳
は
、
私
の

よ
う
な
全
く
の
初
心
者
は
、
三
年
間
の
授
業

と
い
う
こ
と
で
、
じ
っ
く
り
（
真
宗
の
教

え
）
を
頂
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
し
て
、
私
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ

る
石
川
県
で
、
金
沢
市
で
、
同
郷
の
方
々
と

学
ば
せ
て
頂
け
る 

そ
う
い
う
想
い
が
あ
り

ま
し
た
。
授
業
は
、
新
た
な
感
動
で
い
っ
ぱ

い
で
し
た
。
同
和
問
題
で
は
、「
え
っ
、
な

ぜ
？
」
と
い
う
驚
き
と
、
怒
り
を
覚
え
ま
し

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
、
世
界
中
の

差
別
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
中
で
、
一
番
足
元
の
、
こ
の
日
本
で
、（
差

別
）
に
よ
る
迫
害
が
こ
の
今
、
こ
の
瞬
間
も

何
処
か
で
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

は
、
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
ま
た
、
某

先
生
の
一
年
生
最
後
の
授
業
で
【
本
願
は
、

私
た
ち
に
、「
あ
な
た
方
の
生
き
て
い
る
こ

の
世
界
が
ど
う
い
う
状
況
な
の
か
、
目
覚
め

な
さ
い
！
」
と
い
う
呼
び
か
け
だ
。】
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
そ
の
言
葉
に
、
何
故
か
思
わ
ず
涙

が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。「（
非
人
間
的
な

生
活
を
続
け
る
私
た
ち
の
姿
を
気
付
か
せ
、

「
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
け
な
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す
ご
い
な
と
思
っ
た
で
す
ね
。
平
川
さ
ん
の

説
を
全
部
覆
す
こ
と
が
で
き
る
っ
て
、
ち
ゃ

ん
と
説
明
し
ま
し
た
ね
。
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。

　

そ
れ
で
、
大
谷
大
学
の
大
学
院
の
特
別
ゼ

ミ
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
時

に
、
最
初
に
彼
を
よ
ん
で
欲
し
い
と
い
っ
て
、

よ
ん
で
も
ら
っ
た
の
で
す
。
そ
の
中
で
面
白

い
の
は
、
大
乗
仏
教
が
興
っ
て
き
た
頃
の
イ

ン
ド
で
は
、
坊
さ
ん
た
ち
が
、
現
実
に
ど
ん

な
生
活
を
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
ね
。
そ
れ
を
、
お
経
じ
ゃ
な
し
に
、

戒
律
の
本
に
基
づ
い
て
見
て
い
く
の
で
す
ね
。

　　

で
、
彼
が
い
う
に
は
、「
お
経
は
、
坊
さ
ん

た
ち
の
現
実
の
生
活
を
知
ろ
う
と
思
っ
た
っ

て
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
」
と
い
う
の
で

す
。
お
経
は
、
い
え
ば
、
観
念
的
な
、
理
想

的
な
坊
さ
ん
の
す
が
た
し
か
書
い
て
い
な
い
。

菩
薩
は
こ
ん
な
も
の
で
な
い
と
い
け
な
い
と

い
っ
て
ね
、
格
好
の
い
い
こ
と
し
か
書
い
て

な
い
。
坊
さ
ん
た
ち
が
ど
ん
な
に
い
い
加
減

な
こ
と
を
し
て
お
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を

一
切
書
い
て
な
い
。
そ
う
い
う
現
実
の
生
活

は
、
そ
の
戒
律
を
見
な
い
と
書
い
て
な
い
と

い
う
の
で
す
。

　

彼
の
専
門
は
、戒
律
の
専
門
な
の
で
す
。
で
、

僕
は
、
戒
律
の
本
な
ん
て
、
お
よ
そ
面
白
く

な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
彼

の
講
義
を
聞
い
て
、
や
っ
ぱ
り
び
っ
く
り
し

ま
す
ね
。
そ
の
現
実
の
、
そ
れ
こ
そ
赤
裸
々

な
坊
さ
ん
た
ち
の
生
活
の
仕
方
が
出
て
く
る
。

坊
さ
ん
た
ち
が
ど
れ
だ
け
金
持
ち
で
あ
っ
た

か
、
と
か
ね
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
お
金

を
貯
め
た
と
か
ね
。
金
融
業
者
ま
で
坊
さ
ん

は
、
イ
ン
ド
の
坊
さ
ん
は
や
る
の
で
す
ね
。

　

だ
か
ら
、
僕
ら
の
持
っ
て
い
る
イ
ン
ド
の

坊
さ
ん
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
ぜ
ん

ぜ
ん
違
う
の
で
す
ね
。
イ
ン
ド
の
坊
さ
ん
と

い
っ
た
ら
、
清
貧
に
甘
ん
じ
て
い
る
と
い
う

ふ
う
に
、
僕
ら
は
思
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

出
家
す
る
前
に
、
全
部
財
産
は
捨
て
て
、
出

家
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
で

し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と
な
い
の
で
す
ね
。
ち
ゃ

ん
と
抜
け
道
が
、
全
部
、
戒
律
の
中
に
は
付

け
て
あ
る
の
で
す
ね
。
う
ま
い
こ
と
。
そ
れ

で
、
か
な
り
の
お
金
を
持
っ
て
い
る
の
で
す

ね
。
で
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の

で
す
。
時
々
、
破
廉
恥
な
坊
さ
ん
な
ん
か
も

出
て
き
て
、そ
の
坊
さ
ん
た
ち
を
、ど
う
し
て
、

そ
の
、
そ
う
い
う
こ
と
を
さ
せ
な
く
す
る
か
、

と
か
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
も
、全
部
出
て
く
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
戒
律
が
決
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ

て
は
、
こ
ん
な
事
件
が
あ
っ
た
と
。
こ
ん
な

と
ん
で
も
な
い
坊
さ
ん
が
い
た
と
。
そ
れ
を

押
さ
え
る
た
め
に
と
い
っ
て
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
ま
で
出
て
き
ま
す
か
ら
ね
。

　

だ
か
ら
、
坊
さ
ん
た
ち
が
ど
う
い
う
こ
と
を

し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
よ
く
わ

か
る
わ
け
で
す
。
現
実
の
生
活
が
ね
。
そ
う
い

う
面
で
、
僕
は
面
白
い
と
思
う
の
で
す
。

　

さ
あ
、
ち
ょ
っ
と
、
真
面
目
に
授
業
を
し

ま
す
ね
。
そ
れ
で
、
ま
ず
、
今
日
お
話
し
た

い
の
は
、
い
ま
も
う
し
あ
げ
た
よ
う
に
、
シ
ョ

ペ
ン
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
他
の
、
五
十
前

位
の
若
い
学
者
た
ち
が
、
東
大
、
京
大
出
の

人
た
ち
が
シ
ョ
ペ
ン
に
触
発
さ
れ
て
、
平
川

先
生
の
説
を
あ
っ
ち
こ
っ
ち
か
ら
、
こ
う
や
っ

て
攻
撃
し
て
、
大
体
潰
れ
か
け
て
い
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
な
ぜ
彼
ら
が
攻
撃

す
る
か
と
い
う
と
、
平
川
先
生
の
説
が
、
し
っ

か
り
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
攻
撃
の

し
が
い
が
あ
る
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
ほ
ど
平
川
先
生
の
説
は
、
た
く
さ
ん

の
人
に
影
響
を
与
え
て
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
、

シ
ョ
ペ
ン
が
、
大
谷
大
学
で
授
業
を
し
始
め

て
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
一
般
の
学
者
た
ち
に

平
川
先
生
の
説
が
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
き
た
の

は
。
だ
か
ら
、
こ
こ
十
年
経
つ
か
た
た
な
い

か
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
平
川
先
生
の
考
え
方
が
、

圧
倒
的
に
支
持
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
ま
ず
、

そ
の
考
え
方
を
皆
さ
ん
に
示
し
て
、
と
思
い

ま
す
。
で
、
こ
の
平
川
先
生
が
、
ま
ず
、
最

初
に
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
大
衆
部
起

源
説
で
す
ね
、
大
衆
部
起
源
説
批
判
を
、
ま

ず
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
、
平
川
先
生
が

ご
自
分
の
論
文
を
出
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
に

な
り
ま
し
た
ら
、
小
乗
仏
教
の
い
ろ
ん
な
学

派
の
思
想
が
、
よ
く
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
小
乗
仏
教
の

十
八
か
ら
二
十
あ
る
よ
う
な
部
派
が
、
ど
う

い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
十
分
に
研
究
が
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
大
衆
部
は
、

い
！
」
と
、
呼
び
か
け
続
け
て
い
る
。）
の

だ
と
。「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
！
」
と

い
う
感
激
が
沸
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
試

験
の
為
の
勉
強
、
一
夜
漬
け
の
勉
強
、
単
語

の
暗
記 

で
は
な
く
、
こ
こ
ろ
に
直
に
訴
え

か
け
て
く
だ
さ
る
、
う
な
ず
か
せ
て
頂
く
、

そ
ん
な
授
業
は
、
私
に
と
っ
て
ま
さ
に
（
仏

の
こ
こ
ろ
）
を
頂
け
る
そ
し
て
、（
本
当
の

自
分
に
気
付
か
せ
て
頂
く
）大
切
な
場
で
す
。

　

あ
る
時
、
私
の
父
に
、「
仏
の
教
え
は
、

理
屈
で
は
な
い
ん
や
ぞ
、
仏
の
こ
こ
ろ
を
頂

く
ん
や
ぞ
！
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
真
宗
の
仏
道
は
、（
一
生
か

け
て
う
な
ず
か
せ
て
頂
き
続
け
る
道
）
な
の

だ
と
。
一
学
年
の
授
業
が
終
わ
り
、
新
学
期

を
迎
え
る
前
に
、
イ
ラ
ク
戦
争
が
起
き
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
事
は
、
自
分
に
と
っ

て
、【
本
願
】
の
意
味
を
、【
仏
の
こ
こ
ろ
】

を
尋
ね
て
い
く
道
を
歩
き
続
け
る
事
の
重
要

さ
を
、
そ
し
て
、（
自
分
の
姿
、
世
界
が
見

え
て
い
る
限
り
、
座
る
事
を
許
さ
れ
な
い
。）

と
言
う
事
を
、
改
め
て
心
に
刻
み
つ
け
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
又
、
こ
れ
か
ら

ま
た
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
自
分
自
身
と
そ
の
周

り
の
問
題
も
、（
仏
の
教
え
）
を
通
し
て
考

え
て
行
け
る
様
、
こ
の
金
沢
真
宗
学
院
で
学

ば
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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大
乗
仏
教
と
の
関
係
で
よ
く
調
べ
ら
れ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
大
衆
部
が
大
乗
仏
教
の
基
に

な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
も
生
ま
れ
て

き
た
の
で
す
が
、
他
の
学
派
の
本
が
よ
く
読

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
他
の
学
派
に
も
、

大
乗
仏
教
と
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
で
大
衆
部
だ
け
を
、
大
乗
仏
教

の
基
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
な
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で

す
。
で
、
大
衆
部
以
外
の
小
乗
の
い
ろ
ん
な

部
派
の
テ
キ
ス
ト
が
、
よ
く
読
ま
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
成
果
を
踏

ま
え
て
、
こ
の
部
派
の
こ
う
い
う
考
え
方
も
、

大
乗
仏
教
の
こ
う
い
う
考
え
方
と
共
通
し
て

い
る
、
と
い
い
だ
す
と
、
大
衆
部
だ
け
を
大

乗
仏
教
の
起
源
に
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ
ま
し
た
。

　

で
、
大
衆
部
起
源
説
と
い
う
も
の
を
批
判

し
て
、
そ
れ
を
、
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
や
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の

大
き
な
業
績
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
度
は
、
平
川
先
生
の
取
ら

れ
た
研
究
方
法
で
す
。
そ
れ
が
、
従
来
の
学

者
た
ち
の
研
究
方
法
と
、
大
き
く
異
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
実
証
的
な
方
法
を
取
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
実
証

的
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ま
で
は
、
い
ま
こ
こ

で
も
う
し
あ
げ
た
よ
う
に
、
教
義
、
思
想
の

共
通
性
。
大
乗
仏
教
の
、
例
え
ば
、
空
と
い

う
思
想
は
、
小
乗
仏
教
の
、
こ
う
い
う
思
想

か
ら
出
て
き
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
、

教
義
、
あ
る
い
は
思
想
の
共
通
性
に
注
目
し

て
、
大
乗
仏
教
の
基
を
探
す
、
と
い
う
や
り

方
で
し
た
。

　

教
義
的
な
共
通
性
、
思
想
の
共
通
性
を
証

明
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。
大
乗
仏

教
の
こ
う
い
う
考
え
方
と
、
大
衆
部
の
こ
う

い
う
考
え
方
と
は
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る

と
。
だ
か
ら
そ
う
な
の
だ
と
。
そ
う
い
う
や

り
方
で
し
た
。
そ
う
い
う
教
義
や
思
想
の
研

究
で
は
結
局
だ
め
だ
と
。
い
ま
い
っ
た
み
た

い
に
、
共
通
し
た
教
義
や
思
想
は
、
大
衆
部

以
外
の
も
の
か
ら
も
出
て
き
た
。
だ
か
ら
、

そ
う
い
う
も
の
は
材
料
に
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、

何
を
探
し
て
い
く
か
と
い
う
と
、
教
団
の
存

在
形
態
。
大
乗
仏
教
の
教
団
が
、
ど
う
い
う

あ
り
方
を
し
た
か
、
そ
れ
を
調
べ
よ
う
と
い

う
わ
け
で
す
。
そ
の
大
乗
仏
教
の
存
在
形
態

と
い
う
の
が
、
仏
塔
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
。
そ
れ
が
、
平
川
先
生
の
や

り
方
で
す
。
つ
ま
り
、
平
川
先
生
が
や
ろ
う

と
さ
れ
た
の
は
、
大
乗
仏
教
の
教
団
は
、
仏

塔
教
団
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
そ
う
い

う
や
り
方
を
し
ま
す
。

　

そ
れ
を
、
大
乗
教
団
が
仏
塔
教
団
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
大
乗
教

団
が
仏
塔
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど

こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
。
経
典
の
中
に
ど
こ

に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
ま
ず
、
そ
れ
を
出

し
て
い
く
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
一
つ
め
は
経
典
。
経
典
の
記
述

で
す
ね
。
こ
う
い
う
経
典
の
中
に
、
大
乗
教

団
が
仏
塔
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
、
紹
介

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
お

ら
れ
る
経
典
の
記
述
を
、
た
く
さ
ん
引
用
し

て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
平
川
先
生

の
一
番
大
き
な
業
績
な
の
で
す
け
れ
ど
。
こ

れ
が
先
生
の
論
文
の
、
一
番
骨
子
を
な
し
て

い
る
の
で
す
ね
。

　

二
つ
め
は
、
碑
文
。
イ
ン
ド
の
各
地
か
ら
、

そ
の
仏
塔
を
建
て
た
と
き
に
、
そ
れ
は
、
ど

う
い
う
人
が
建
て
た
か
、
ど
う
い
う
教
団
に

対
し
て
寄
付
を
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
と
い

う
こ
と
を
記
し
た
碑
文
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
す
ね
。
そ
の
研
究
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ

の
碑
文
の
研
究
か
ら
は
、
仏
塔
は
本
来
部
派

教
団
に
は
属
し
て
い
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
先
生
は
導
き
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

か
な
り
説
明
が
長
い
で
す
が
、
結
論
だ
け
言
っ

て
お
き
ま
す
。

　

仏
塔
と
い
う
も
の
は
、
部
派
教
団
に
所
属

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
先
生
は
碑
文

の
研
究
か
ら
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

そ
の
仏
塔
が
、
小
乗
の
部
派
の
も
の
じ
ゃ
な

く
、
大
乗
の
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
三
つ
め
は
、
求
法
僧
の
記
録
。

法
顕
は
五
世
紀
の
人
で
す
け
れ
ど
も
、『
仏
国

記
』
と
い
う
旅
行
記
を
書
い
て
い
ま
す
。
他

に
七
世
紀
に
は
、
玄
奘
三
蔵
。
孫
悟
空
の
三

　

  

真
宗
学
院
を
卒
業
し
て

　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

土
居　

敦
子

　

三
年
前
、
私
は
二
歳
と
四
歳
の
子
供
を
お

い
て
学
院
に
通
い
始
め
ま
し
た
。
あ
の
頃
子

供
達
と
過
ご
す
喜
び
の
中
に
、
ふ
と
「
こ
ん

な
私
が
子
供
を
育
て
る
の
は
恐
ろ
し
い
」
と

感
じ
る
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
真
宗
の
教
え

の
何
た
る
か
も
知
ら
ず
寺
に
暮
ら
し
、
生
活

の
中
で
自
己
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
為
す
術
の

無
か
っ
た
私
に
、こ
の
恐
れ
が
「
今
す
ぐ
！
」

と
私
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
た
気
が
し
ま

す
。
そ
し
て
迎
え
た
入
学
式
の
日
「
三
年
か

け
て
自
分
が
い
か
に
愚
か
で
あ
る
か
し
っ
か

り
学
ん
で
下
さ
い
」
と
の
祝
辞
を
い
た
だ

き
、
愚
か
だ
か
ら
こ
そ
一
日
で
も
早
く
、
少

し
で
も
変
わ
り
た
い
と
考
え
て
い
た
私
は
驚

き
ま
し
た
。
思
え
ば
こ
こ
か
ら
私
の
学
び
は

真
宗
学
院
を
卒
業
し
て
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蔵
法
師
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
玄
奘
三
蔵
が
、

中
国
か
ら
イ
ン
ド
へ
、
仏
教
を
求
め
て
旅
を

さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
時
の
旅
行
記
が
、『
大
唐

西
域
記
』
と
い
う
旅
行
記
と
な
っ
て
残
っ
て

お
り
ま
す
ね
。
そ
れ
よ
り
前
に
、
法
顕
が
五

世
紀
に
イ
ン
ド
へ
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
『
仏

国
記
』
の
中
に
、
小
乗
寺
、
大
乗
寺
と
い
う

記
述
が
あ
る
の
で
す
ね
。
こ
の
お
寺
は
、
小

乗
の
部
派
仏
教
の
お
寺
で
あ
る
と
か
、
大
乗

寺
、
大
乗
の
お
寺
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
出

て
く
る
。
あ
る
い
は
、
大
小
兼
学
、
大
乗
と

小
乗
と
を
兼
ね
て
学
問
を
し
て
い
る
お
寺
だ

と
か
、
と
い
う
記
述
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、

五
世
紀
で
す
か
ら
、
時
代
は
ち
ょ
っ
と
下
が

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
平
川
さ
ん
は
、
大

体
大
乗
仏
教
は
、
紀
元
後
一
世
紀
ぐ
ら
い
に

は
出
て
き
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
お
ら
れ

ま
す
。
だ
か
ら
、
五
世
紀
の
頃
に
イ
ン
ド
へ

行
っ
て
、
見
聞
し
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
『
仏

国
記
』
の
中
に
、
大
乗
寺
と
い
う
も
の
が
出

て
き
て
も
、
そ
れ
は
、
も
っ
と
後
の
時
代
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
え
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
五
世
紀
に
で
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
も
っ
と
前
に
お
寺
は
出
来
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
、
お
寺
そ
の
も
の
は
、
も
っ

と
前
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
て
、
こ
う
い
う

法
顕
の
記
録
も
、
大
乗
仏
教
が
、
小
乗
仏
教

と
は
別
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、
使
う
わ
け
で
す

ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
仏
塔
と
い
う
も
の
は
、
そ
の

小
乗
の
教
団
、
つ
ま
り
部
派
の
ほ
う
で
は
、

そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い

は
、
仏
塔
は
、
部
派
の
教
団
の
こ
と
を
僧
伽

と
い
い
ま
す
が
、
僧
伽
か
ら
独
立
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
。
そ
う
平
川
先
生
は
、
経
典
の

言
葉
か
ら
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
シ
ョ

ペ
ン
や
若
い
人
た
ち
か
ら
は
批
判
さ
れ
る
の

で
す
が
、
平
川
先
生
の
解
釈
の
仕
方
で
は
、

こ
う
解
釈
で
き
る
と
い
う
の
で
す
ね
。
仏
塔

と
い
う
も
の
は
、
部
派
で
は
重
要
視
さ
れ
て

い
な
い
。
僧
伽
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て

見
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
仏
塔
に
集
ま
っ

て
い
る
人
た
ち
は
、
小
乗
の
比
丘
た
ち
で
は

な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
わ
け

で
す
ね
。

　

こ
れ
は
、
例
え
ば
有
名
な
の
は
、
釈
尊
が

亡
く
な
る
そ
の
間
際
に
、
阿
難
に
言
わ
れ
た

言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。『
大
槃
涅

槃
経
』
で
釈
尊
が
亡
く
な
る
間
際
に
で
す
ね
、

阿
難
に
対
し
て
、
お
前
は
私
の
葬
式
な
ん
か

に
は
か
ま
け
て
お
る
な
と
。
お
前
た
ち
は
、

最
高
善
の
た
め
に
努
力
せ
よ
、
と
い
う
ふ
う

に
い
わ
れ
た
と
、
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
ね
。
つ
ま
り
、
仏
教
、
仏
法
を
求
め
る
と
。

教
え
を
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
、
弘
め
て
い
く
と

い
う
こ
と
に
、
比
丘
た
る
も
の
は
努
め
な
さ

い
と
。
比
丘
た
る
も
の
は
、
葬
式
に
か
か
ず

ら
わ
な
く
て
も
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
こ
と
を

言
っ
た
と
い
う
有
名
な
言
葉
で
す
。
こ
れ
が
、

い
ま
で
も
、
釈
尊
は
、
僧
侶
に
葬
式
な
ん
か

す
る
な
と
い
わ
れ
た
と
い
う
言
葉
と
し
て
、

度
々
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。
あ
る
い
は
、
親

鸞
が
亡
く
な
る
時
に
、
自
分
の
遺
体
は
、
鴨

川
の
水
に
流
し
て
く
れ
と
い
っ
た
じ
ゃ
な
い

か
、
釈
尊
も
そ
う
い
っ
て
い
る
し
、
親
鸞
も

そ
う
い
っ
て
い
る
の
に
、
僧
侶
が
葬
式
を
し

て
、
そ
れ
が
大
半
の
仕
事
に
な
っ
て
い
る
じ
ゃ

な
い
か
。
葬
式
仏
教
は
い
け
な
い
じ
ゃ
な
い

か
、
と
い
わ
れ
る
元
に
な
っ
て
い
る
言
葉
で

す
ね
。

　

そ
れ
も
シ
ョ
ペ
ン
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
。

そ
の
時
に
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
ま
し
た
。『
大
槃

涅
槃
経
』
で
阿
難
に
い
わ
れ
た
の
は
、そ
れ
は
、

新
し
く
入
っ
て
き
た
比
丘
を
指
導
す
る
こ
と

が
、
阿
難
の
役
目
だ
っ
た
で
す
ね
。
だ
か
ら
、

お
前
は
そ
の
仕
事
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
か

か
れ
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
僧
侶
は
葬
式
を
す
る
な
、
と
い
う
こ
と

を
い
っ
た
の
で
は
な
い
と
、
彼
は
は
っ
き
り

い
っ
て
い
ま
す
ね
。　

　

そ
し
て
、
シ
ョ
ペ
ン
が
専
門
に
し
て
い
る

律
の
本
で
は
、
比
丘
た
ち
が
ど
う
や
っ
て
葬

式
を
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
克
明
に
書
い

て
い
る
の
で
す
。
も
し
、
釈
尊
が
、
比
丘
た

ち
に
葬
式
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
ら
れ
る

の
だ
っ
た
ら
、た
と
え
、釈
尊
が
な
く
な
っ
て
、

こ
の
根
本
説
一
切
有
部
と
い
う
の
が
で
き
た

の
は
、
紀
元
前
一
，
二
世
紀
位
で
し
ょ
う
か

ら
、
二
百
年
程
経
っ
た
時
代
に
、
も
う
す
で

に
、
比
丘
た
ち
が
、
ど
う
い
う
仕
方
で
葬
式

を
し
な
い
と
い
け
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
こ
と

に
な
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
が
、
シ
ョ
ペ

ン
の
考
え
で
す
。
そ
れ
は
、
釈
尊
が
そ
う
い

始
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

学
院
生
活
は
学
年
が
進
む
程
、
こ
こ
に
来

る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
と
思
え
ま
し

た
。
教
え
は
私
に
今
日
ま
で
の
人
生
を
見
直

さ
せ
、
自
分
が
い
か
に
狭
い
世
界
で
自
己
中

心
的
に
生
き
て
い
る
か
を
気
付
か
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
し
か
し
卒
業
を
意
識
し
た
時
か

ら
、
こ
の
教
え
を
学
ん
で
私
の
何
が
変
わ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
に
行
き
当
た
り
ま

し
た
。
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
思
い
の
ま
ま
日
は
過

ぎ
、
後
期
修
練
の
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。
そ

し
て
和
田
稠
氏
『
信
の
回
復
』
を
読
ん
で
、

「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
は
、
よ
く
よ
く
思

慮
あ
る
べ
し
」
と
思
い
な
お
し
て
、
夢
か
ら

醒
め
た
聖
人
の「
あ
あ　

そ
う
で
あ
っ
た
か
」

（
一
三
四
頁
）
と
い
う
う
な
ず
き
に
、
大
き

な
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

私
は
こ
の
三
年
で
多
く
の
人
と
出
遇
い
教

え
ら
れ
、
色
々
な
事
に
う
な
ず
い
て
き
た
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
教
え
を
学
ぶ
と

い
う
こ
と
は
出
遇
え
た
そ
れ
ら
全
て
の
縁
に

さ
さ
え
ら
れ
て
、
我
が
身
の
真
実
に
気
づ
か

さ
れ
て
い
く
事
で
あ
っ
た
の
だ
と
。
理
屈
で

も
諦
め
で
も
開
き
直
り
で
も
無
く
、「
あ
あ

そ
う
で
あ
っ
た
か
」
と
我
が
身
の
事
実
に
う

な
ず
け
た
時
、
私
の
求
め
て
い
た
「
何
故
」

と
い
う
問
い
は
コ
ト
ン
と
収
ま
る
と
こ
ろ
に

収
ま
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。
こ
の
う
な
ず
き

に
帰
る
こ
と
が
私
の
学
び
で
あ
り
救
い
で

あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

私
は
こ
の
う
な
ず
き
を
大
切
に
、
見
た
く

な
い
自
分
を
も
っ
と
見
つ
め
、
教
え
を
聞
き
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う
こ
と
を
い
っ
て
い
な
い
か
ら
、
い
え
ば
教

団
の
比
丘
に
対
す
る
律
の
掟
と
し
て
一
番
古

い
物
と
し
て
は
、
根
本
説
一
切
有
部
だ
と
い

う
の
は
、彼
の
説
で
す
。
一
番
古
い
律
の
中
に
、

比
丘
た
ち
は
ど
う
い
う
仕
方
で
、
葬
式
を
し

な
い
と
い
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
本
当

に
詳
し
く
書
い
て
あ
る
の
で
す
。

　

で
、
釈
尊
の
時
も
、
比
丘
が
葬
式
を
し
て

い
る
の
で
す
。
阿
難
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

大
迦
葉
と
い
う
の
が
後
か
ら
や
っ
て
き
て
、

彼
が
葬
式
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
も
し
釈
尊
が
、
比
丘
は
葬
式
を
し

て
は
い
け
な
い
と
、
そ
れ
は
全
部
在
家
の
人

に
任
せ
な
さ
い
、
バ
ラ
モ
ン
に
任
せ
な
さ
い

と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
、
大
迦
葉
、

彼
は
釈
尊
が
亡
く
な
っ
た
後
、
教
団
を
統
率

し
て
い
く
人
で
す
け
れ
ど
、
彼
が
葬
式
を
す

る
は
ず
は
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
言
葉
が

残
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な

こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
、
シ
ョ
ペ

ン
の
考
え
方
で
す
。
実
際
、
そ
の
律
の
中
に

は
、
葬
式
の
仕
方
を
克
明
に
書
い
て
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
何
の
た
め
だ
、
と
い
う
こ
と
を

彼
は
い
う
わ
け
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
平
川
先
生
は
、
シ
ョ
ペ
ン
の

よ
う
に
は
考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
で
、

現
在
、
僧
侶
は
、
お
釈
迦
さ
ん
が
、
僧
侶
は

お
葬
式
な
ん
か
し
な
い
で
、
仏
教
の
勉
強
を

し
な
さ
い
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
と
い
う
こ

と
が
出
て
き
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
平
川
先

生
の
責
任
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
平
川

先
生
が
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ

た
か
ら
で
す
よ
。
で
、『
大
槃
涅
槃
経
』
の
中

に
、
僧
侶
は
、
釈
尊
の
葬
式
と
い
え
ど
も
、

そ
う
い
う
も
の
に
関
わ
ら
な
い
で
よ
ろ
し
い

と
。
仏
教
の
勉
強
を
す
る
こ
と
に
一
生
懸
命

に
な
り
な
さ
い
と
い
っ
て
い
る
と
。
だ
か
ら
、

葬
式
で
す
ら
比
丘
は
関
わ
ら
な
い
の
に
、
ど

う
し
て
、
釈
尊
の
お
骨
を
礼
拝
し
た
り
す
る

よ
う
な
こ
と
に
関
わ
っ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
の
が
、
平
川
先
生
の
解
釈
で
す
。

だ
か
ら
、
仏
塔
を
お
守
り
し
た
り
、
仏
塔
の

周
り
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
、
仏
塔
を

信
仰
し
て
い
た
の
は
在
家
の
人
た
ち
な
ん
だ
、

と
い
う
の
が
平
川
先
生
の
説
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
我
々
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
、

大
乗
仏
教
で
は
観
仏
三
昧
。
仏
を
あ
り
あ
り

と
見
る
と
い
う
三
昧
。
大
乗
仏
教
で
は
、
観

仏
三
昧
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ

ま
す
ね
。『
観
無
量
寿
経
』
は
、
阿
弥
陀
仏
を

ど
う
や
っ
た
ら
、
あ
た
か
も
目
の
前
に
お
ら

れ
る
よ
う
に
、
そ
の
お
姿
が
思
い
描
け
る
で

し
ょ
う
と
、
韋
提
希
夫
人
が
釈
尊
に
尋
ね
た

わ
け
で
し
ょ
。
そ
う
し
た
ら
釈
尊
が
、
瞑
想

の
仕
方
、
例
え
ば
日
想
観
と
か
い
っ
て
、
太

陽
が
沈
ん
で
い
く
の
を
実
際
に
見
さ
せ
る
わ

け
で
す
ね
。
で
、
今
度
は
太
陽
が
な
い
と
こ

ろ
で
も
、
部
屋
の
中
に
入
っ
て
き
て
も
、
太

陽
が
心
の
中
へ
出
て
く
る
よ
う
に
、
何
回
も

何
回
も
練
習
し
て
、
瞑
想
し
て
い
く
の
で
す

ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
積
ん
で
い
っ

た
ら
、
阿
弥
陀
仏
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う

な
事
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
の
は
座
禅
で
す
ね
。
禅
宗
の
僧
侶

が
や
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と

を
や
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
寝
て
お
ら

れ
る
の
と
は
違
う
の
で
す
ね
。
仏
を
観
ず
る

わ
け
で
す
。
観
仏
三
昧
。
仏
を
自
分
の
目
の

当
た
り
に
、
あ
り
あ
り
と
思
い
描
く
。
そ
う

い
う
瞑
想
法
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
で
は
、
非

常
に
重
要
視
さ
れ
て
、
い
ろ
ん
な
お
経
の
中

に
出
て
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
仏
塔
礼
拝
か
ら
出
て
き
た
の
だ
と

い
う
の
が
、
平
川
先
生
の
説
で
す
。

　

仏
塔
礼
拝
と
い
う
の
は
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
の

周
り
を
回
る
わ
け
で
す
。
で
、
チ
ベ
ッ
ト
の

僧
侶
は
、
五
体
倒
地
と
い
う
こ
と
を
さ
れ
ま

す
。
五
体
と
い
う
の
は
、
額
と
両
肘
と
両
膝

で
す
ね
。
こ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
地
面
に
つ
く
よ

う
に
、
尺
取
虫
み
た
い
に
し
て
、
自
分
の
身

体
分
だ
け
前
へ
行
く
。
で
、
地
面
で
手
が
擦

り
む
け
ま
す
か
ら
、
手
に
下
駄
み
た
い
も
の

を
あ
て
て
、
と
に
か
く
周
り
を
回
る
わ
け
で

す
ね
。
で
、
仏
塔
は
、
釈
尊
の
お
骨
を
収
め

た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
仏
と
思
っ
て

回
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
仏
に
会
い
た
い

と
い
う
思
い
を
心
に
持
っ
て
、
周
り
を
回
る

わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
何
回
も
回
っ
て

い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
疲
れ
て
き
ま
す
。

疲
れ
て
き
た
ら
、
ボ
ー
ッ
と
し
て
く
る
。
で
、

ボ
ー
ッ
と
し
て
き
た
ら
い
い
わ
け
で
す
。
余

計
な
こ
と
を
考
え
な
く
て
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
、
仏
が
ぼ
っ
と
出
て
き
た
り
す
る
訳
で

す
。
こ
う
い
う
観
仏
三
昧
と
い
う
の
は
、
仏

塔
礼
拝
か
ら
出
て
き
た
と
考
え
て
い
ま
す

ね
、
平
川
先
生
は
。
そ
の
よ
う
に
、
大
乗
仏

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

た
だ
今 

″臨
床
試
験
″
中
！

　
　
　
　
　
　
　

 　
　

 

小
野
寺   

和
彦

　

こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
は
五
月
上
旬
、
私

の
住
む
小
舎
を
囲
む
木
々
が
、
冬
の
単
色
か

ら
も●

や●

っ●

と●

煙
っ
た
よ
う
な
風
情
に
な
っ
た

か
と
思
う
と
、淡
い
薄
緑
色
に
移
り
変
わ
り
、

次
第
に
そ
の
色
合
い
を
濃
く
し
て
い
く
。
本

当
に
時
は
容
赦
な
く
流
れ
て
い
く
。

　

学
院
を
卒
業
し
て
か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
経

つ
。
私
の
パ
ー
ト
ナ
ー
（
妻
）
が
こ
の
三
月

末
で
勤
め
人
を
突
然
辞
め
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
待
っ
て
い
た
の
は  

″食
っ
て
い
く
こ
と

″
の
現
実
で
あ
っ
た
。
学
院
で
の
三
年
間
は

あ
る
程
度
は
真
宗
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
に
集

中
で
き
た
期
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
活

は
一
変
し
た
。
本
誌
第
十
一
号
に
倉
谷
先
生

が
「（
真
宗
僧
侶
が
）
資
本
主
義
社
会
の
中

で
ほ●

ど●

ほ●

ど●

の●

安●

定●

を●

得●

た●

経
済
生
活
を
し

て
い
る
小
市
民
に
成
り
果
て
て
い
る
」
と
い

う
西
田
真
因
氏
の
文
章
を
紹
介
し
て
い
る
。

傍
点
部
分
は
除
い
て
、
学
院
卒
業
後
の
私
の

生
活
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
小
市
民
」
的

暮
し
方
に
よ
る
再
出
発
で
あ
る
。
資
本
主
義

社
会
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
っ
て
、
経
済

活
動
に
没
頭
す
る
と
い
う
現
実
か
ら
の
再
出

発
で
あ
る
（
実
際
子
ど
も
は
三
人
お
る
し
、

飯
は
い
っ
ぱ
い
食
う
し 

）。

　

ち
な
み
に
私
の
卒
業
レ
ポ
ー
ト
の
テ
ー
マ

は
、
い
さ
さ
か
乱
暴
に
表
現
す
れ
ば
「
現
実
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教
、
あ
る
い
は
大
乗
仏
教
の
お
経
は
、
仏
塔

と
い
う
も
の
に
非
常
に
関
係
が
深
い
、
と
い

う
よ
り
仏
塔
礼
拝
、
仏
塔
信
仰
と
い
う
も
の

を
除
い
て
は
、
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
。
で
、
仏
塔

は
、
比
丘
た
ち
は
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な

い
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い

る
の
は
、
比
丘
た
ち
で
は
な
い
。
そ
れ
は
在

家
の
人
た
ち
だ
と
。
だ
か
ら
、
在
家
の
人
た

ち
が
、
大
乗
仏
教
を
つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た

と
い
う
の
が
、
平
川
先
生
の
説
の
、
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
い
ろ
ん
な

経
典
に
よ
り
な
が
ら
、
全
部
証
明
し
て
い
か

れ
る
わ
け
で
す
。
経
典
、
あ
る
い
は
、
碑
文

研
究
。
考
古
学
が
す
ご
く
進
ん
だ
で
し
ょ
う
、

昔
か
ら
比
べ
た
ら
。
だ
か
ら
、
イ
ン
ド
各
地

で
碑
文
が
発
掘
さ
れ
ま
す
。
そ
の
解
読
が
、

も
の
す
ご
く
進
ん
で
き
た
の
で
す
ね
。
そ
の

成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
要
す
る
に
、
仏

塔
は
部
派
教
団
に
属
し
て
い
な
い
の
だ
と
。

だ
か
ら
、
仏
塔
の
周
り
に
興
っ
て
き
て
い
る

教
団
は
、
大
乗
の
教
団
な
の
だ
と
。
そ
れ
が

大
乗
経
典
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
だ
し
た
基

に
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
非
常

に
詳
し
く
、
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
川
先
生
の
、
大
乗
仏
教
が
仏
塔
教
団
か

ら
出
て
き
た
と
い
う
説
が
、
な
ぜ
、
そ
う
い

え
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
く
つ
か
の
点
か

ら
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
乗
教
団
が
仏

塔
教
団
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
物
語
っ

て
い
る
お
経
の
言
葉
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
は

ど
こ
に
書
い
て
あ
る
か
を
、
平
川
先
生
が
、

こ
こ
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
所
を
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
経
典
の
中
に
、
ど
う
い
う

ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

述
べ
て
い
き
ま
す
。

　

大
乗
教
団
が
、
仏
塔
教
団
で
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
る
経
典
の
記
述
は
、
た
く
さ
ん
挙
げ

ら
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
の
一
つ

は
、『
十
住
毘
婆
娑
論
』
と
い
う
本
で
す
。『
十

住
毘
婆
娑
論
』
は
、
竜
樹
大
士
が
書
か
れ
た

も
の
で
す
。
竜
樹
は
、
紀
元
後
一
五
〇
年
〜

二
五
〇
年
位
の
時
代
に
活
躍
さ
れ
た
人
で
す
。

で
、
こ
の
中
に
は
、
在
家
菩
薩
の
こ
と
が
出

て
き
ま
す
。
在
家
菩
薩
は
、
菩
薩
と
い
う
言

葉
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
小
乗
教
団
の
修

行
者
達
は
、
声
聞
と
呼
ば
れ
た
り
、
独
覚
と

呼
ば
れ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大

乗
の
修
行
者
は
、
菩
薩
と
呼
ば
れ
ま
す
。
声

聞
と
い
う
の
は
、
先
生
の
教
え
を
聞
い
て
さ

と
る
タ
イ
プ
の
人
。
で
、
自
分
独
り
で
さ
と

り
を
開
く
。
自
分
独
り
で
、
坐
禅
を
し
た
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
と
り
を
開
く
人
、
そ

れ
を
独
覚
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
人
に
は
タ

イ
プ
が
あ
り
ま
す
ね
。
先
生
の
教
え
を
聞
い

た
方
が
、
勉
強
が
し
や
す
い
と
い
う
人
と
、

先
生
の
い
う
の
は
ま
だ
る
っ
こ
し
い
と
、
家

で
も
の
を
考
え
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
し
た

方
が
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
人
も
、
皆
さ
ん

の
中
に
も
お
い
で
に
な
る
で
し
ょ
。
そ
の
よ

う
に
、
小
乗
の
比
丘
の
中
に
も
、
い
ろ
ん
な

タ
イ
プ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
、
先
生
に
つ

い
て
、
教
え
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
さ
と
り

を
開
い
て
い
く
、
と
い
う
タ
イ
プ
の
人
と
、

そ
れ
か
ら
、
例
え
ば
、
風
が
木
の
梢
を
、
こ

う
鳴
ら
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
、
川
の
せ
せ

ら
ぎ
が
聞
こ
え
た
そ
の
時
に
「
あ
あ
、
全
て

は
無
常
な
の
だ
」
と
、
無
常
で
あ
る
こ
と
を

さ
と
る
と
か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
さ
と
り
を

開
く
タ
イ
プ
の
人
。
そ
れ
は
独
覚
と
呼
ば
れ

る
人
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
っ
ち
も
小
乗
の
修

行
者
で
す
ね
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
大
乗
の
修
行
者
を
菩
薩

と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
菩
薩
に
は
、
出
家

を
し
て
い
る
菩
薩
と
、
出
家
を
し
て
い
な
い
、

在
家
の
菩
薩
と
が
い
る
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
う
お
経
の
中
に
も
出
て
き
ま
す
ね
。

で
、
そ
の
中
の
在
家
の
菩
薩
で
す
が
、
在
家

の
菩
薩
が
仏
教
徒
に
な
る
に
は
、
ど
う
す
る

か
と
い
う
と
、「
三
帰
五
戒
」
を
受
け
る
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
声
聞
僧
伽
に

は
帰
依
し
な
い
と
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
在

家
の
人
で
す
か
ら
、
出
家
者
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
。
出
家
者
の
場
合
は
、
出
家
を
し
よ

う
と
思
え
ば
、
十
人
の
先
生
の
前
で
、
戒
律

を
受
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
男

子
だ
っ
た
ら
二
五
〇
位
の
戒
律
を
受
け
る
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
で
も
、
今
の
場
合
は
、

出
家
者
で
は
な
く
、
在
家
の
人
で
す
。
一
般

の
人
が
仏
教
の
信
者
に
な
る
と
い
う
場
合

は
、
そ
の
在
家
の
菩
薩
は
「
三
帰
」、
こ
れ
は

三
帰
依
を
す
る
わ
け
で
す
。
仏
法
僧
に
帰
依

を
し
て
、
そ
し
て
、
五
戒
を
受
け
ま
す
。
五

戒
と
い
う
の
は
、
殺
生
、
偸
盗
、
邪
淫
、
妄

語
、
飲
酒
と
い
っ
て
、
殺
生
、
物
を
殺
し
て

は
い
け
な
い
。
偸
盗
、
盗
ん
で
は
い
け
な
い
。

卒業生記念品贈呈

参
加
し
な
い
仏
教
っ
て
あ
り
？
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。
レ
ポ
ー
ト
の
趣
旨
か
ら
考
え
て

も
、
先
の
生
活
の
大
転
換
は
ま
た
と
な
い
お

も
し
ろ
い
機
会
に
な
り
う
る
と
思
っ
て
い

る
。
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
、
自
ら
提
起
し
た

卒
業
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
が
こ
の
「
資
本
主
義

社
会
の
中
で
」
検
証
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
言
わ
ば
新
し
く
開

発
さ
れ
た
薬
が
臨
床
試
験
段
階
に
入
っ
た
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の

臨
床
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い

と
思
う
の
で
、
腰
を
据
え
て
私
は
そ
れ
を
楽

し
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
同
級
生
の
中
で
も
最

も
遠
距
離
通
学
（
福
井
県
清
水
町
か
ら
往
復

七
時
間
）
で
常
に
疲
れ
き
っ
て
い
た
私
を
決

し
て
眠
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
個
性
的
な
講
義

を
展
開
し
て
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
、
そ
し
て

有
形
無
形
の
支
援
を
頂
い
た
同
級
生
に
多

謝
！
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邪
淫
、
よ
こ
し
ま
な
男
女
関
係
は
い
け
な
い
。

僧
侶
だ
っ
た
ら
、
セ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
が
だ

め
で
す
が
、
一
般
の
人
で
す
か
ら
、
よ
こ
し

ま
な
男
女
関
係
は
だ
め
。
不
倫
は
だ
め
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
妄
語
。

飲
酒
。
お
酒
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
、
と
い

う
の
が
五
戒
で
す
。
だ
か
ら
、
一
般
の
信
者

た
ち
も
、
こ
う
い
う
五
戒
は
守
ら
な
い
と
い

け
な
い
訳
で
す
。
で
、
在
家
菩
薩
は
、
三
帰

五
戒
を
受
け
る
が
、
声
聞
僧
伽
に
は
帰
依
し

な
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
違
う
の

で
す
ね
。
も
し
、こ
れ
が
大
乗
の
教
団
で
な
く
、

い
わ
ゆ
る
小
乗
の
教
団
で
あ
れ
ば
、
小
乗
の

僧
伽
で
あ
れ
ば
、
声
聞
僧
伽
、
こ
れ
に
帰
依

し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う

戒
律
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
乗
の
僧
伽
で
、

小
乗
仏
教
の
お
坊
さ
ん
か
ら
、
在
家
の
人
が
、

信
者
に
な
り
ま
す
と
い
っ
て
、
戒
律
を
も
ら
っ

た
り
、
三
帰
依
を
す
る
時
は
、
声
聞
の
お
坊

さ
ん
た
ち
に
帰
依
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の

で
す
ね
。
そ
の
三
帰
依
の
帰
依
を
す
る
対
象

は
、
声
聞
の
僧
伽
で
す
。
仏
法
僧
に
帰
依
を

す
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
仏
は
も
ち
ろ
ん
釈
尊

で
す
が
、
釈
尊
と
い
う
仏
に
帰
依
し
、
仏
の

教
え
に
帰
依
を
し
、
そ
し
て
、
声
聞
僧
伽
に

帰
依
を
す
る
と
い
う
の
が
、
小
乗
の
教
団
で

三
帰
五
戒
を
受
け
る
と
き
に
は
、
声
聞
僧
伽

に
帰
依
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
で

も
、
こ
の
『
十
住
毘
婆
娑
論
』
の
中
で
は
、

在
家
菩
薩
は
三
帰
五
戒
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、

声
聞
僧
伽
に
は
帰
依
し
な
い
と
出
て
い
る
訳

で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
声
聞
僧
伽
に
帰
依

し
な
い
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か
に
小

乗
の
教
団
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
在
家

菩
薩
は
戒
律
を
受
け
て
い
る
の
だ
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
と
い
い
た
い
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
在
家
菩
薩
は
、
仏
塔
の
近
く

に
設
け
ら
れ
た
出
家
菩
薩
の
住
す
る
塔
寺
っ

て
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
問
題
で
す
。
在

家
菩
薩
は
、
い
え
ば
、
在
家
の
信
者
と
い
う

ふ
う
に
考
え
て
も
ら
っ
て
い
い
と
思
う
の
で

す
け
ど
ね
。
在
家
の
信
者
は
、
仏
塔
の
近
く

に
設
け
ら
れ
た
、
出
家
菩
薩
が
住
ん
で
い
る

塔
寺
に
往
詣
す
る
と
。
そ
こ
へ
行
っ
て
、
出

家
菩
薩
た
ち
を
礼
拝
し
た
り
す
る
。
そ
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
章
が
、『
十
住
毘
婆

娑
論
』
の
中
へ
出
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
を

い
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
出

家
菩
薩
が
住
ん
で
い
る
塔
寺
、
こ
れ
が
、
大

乗
の
い
わ
ば
僧
伽
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い

い
た
い
わ
け
で
す
。
出
家
菩
薩
の
住
ん
で
い

る
塔
寺
、
こ
れ
が
大
乗
仏
教
の
教
団
な
の
だ

と
い
う
こ
と
が
い
い
た
い
わ
け
で
す
。
普
通
、

出
家
者
が
、
塔
寺
に
住
ん
で
い
た
り
は
し
な

い
の
で
す
。
小
乗
仏
教
の
比
丘
た
ち
は
、
僧

院
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
ビ
ハ
ー
ラ
に

住
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
塔
寺
に
住
ん
で
い

た
り
は
で
き
な
い
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ

と
を
す
る
と
、
戒
律
を
犯
す
こ
と
に
な
り
ま

す
か
ら
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん
だ
り
は
で

き
な
い
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
塔
寺
に

住
ん
で
い
る
出
家
菩
薩
た
ち
は
、
明
ら
か
に
、

小
乗
の
比
丘
た
ち
で
は
な
い
の
だ
と
。
そ
う

い
う
も
の
た
ち
が
、
実
は
、
大
乗
の
教
団
を

形
成
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
い
い

た
い
訳
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
出
家
菩
薩
の
受
戒
作
法
が
、

部
派
の
比
丘
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
と
。

『
十
住
毘
婆
娑
論
』
の
中
に
出
て
く
る
出
家
菩

薩
が
、
こ
れ
は
、
出
家
者
で
す
か
ら
、
た
く

さ
ん
の
戒
律
を
受
け
る
わ
け
で
す
。
師
匠
か

ら
多
く
の
戒
律
を
受
け
る
の
で
す
が
、
そ
の

時
の
戒
律
を
受
け
る
作
法
の
説
明
が
、
部
派

の
比
丘
の
場
合
と
は
、
違
う
説
明
が
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
よ
う

に
、
部
派
の
比
丘
た
ち
は
、
十
人
の
先
生
、

最
低
十
人
の
先
生
が
い
な
い
と
い
け
な
い
の

で
す
。
戒
律
を
受
け
よ
う
と
思
う
と
、普
通
は
、

十
人
の
先
生
が
揃
っ
て
、
そ
の
先
生
の
前
で

誓
い
を
立
て
て
、
戒
律
を
受
け
取
る
。
戒
律

の
数
も
、
男
子
だ
っ
た
ら
二
五
〇
の
戒
律
を

受
け
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
受
け
る
わ
け
で

す
が
、『
十
住
毘
婆
娑
論
』
の
中
へ
出
て
く
る

出
家
菩
薩
が
、
戒
律
を
受
け
て
い
る
場
面
の

記
述
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
受

け
取
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て

い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
こ
れ
は
、『
十
住
毘
婆
娑
論
』
の

も
の
よ
り
、
も
っ
と
は
っ
き
り
出
て
く
る
の

が
『
竜
樹
菩
薩
伝
』
で
す
。
こ
ち
ら
の
方
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。『
竜
樹
菩
薩
伝
』
の
中
へ

ど
う
や
っ
て
出
家
の
菩
薩
が
戒
律
を
受
け
る

か
、
と
い
う
こ
と
が
『
伝
』
の
中
で
は
、
こ

の
よ
う
に
出
て
き
ま
す
。「
山
に
入
り
て
、
一

仏
塔
に
詣
で
て
、
出
家
受
戒
す
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
こ
と
が
、

『
十
住
毘
婆
娑
論
』
に
も
出
て
く
る
の
で
す
が
、

そ
の
『
十
住
毘
婆
娑
論
』
を
書
い
た
竜
樹
菩

薩
の
伝
記
の
中
に
は
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
、

出
家
の
菩
薩
は
、
山
へ
入
っ
て
一
仏
塔
に
詣

で
て
。
こ
こ
に
仏
塔
が
出
て
き
ま
す
ね
。
僧

伽
に
行
く
と
い
う
ふ
う
に
は
出
て
い
な
い
。

部
派
の
教
団
へ
行
く
と
い
う
ふ
う
に
は
出
て

こ
ず
に
、
仏
塔
へ
行
っ
て
出
家
受
戒
す
る
と
。

そ
う
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
出
家
受
戒
の
仕
方
は
、
小
乗
の
教
団

で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
と
同

じ
よ
う
な
こ
と
が
、『
十
住
毘
婆
娑
論
』
に
も

出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
出
家

菩
薩
の
受
戒
作
法
が
、
小
乗
の
比
丘
の
も
の

と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
小

乗
の
教
団
と
は
違
う
、
別
な
教
団
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
出
家
受
戒
の
作
法
が
行
わ
れ
て
い
た

の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
、
こ
う
い
う

ふ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
と
。

　

小
乗
の
教
団
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
こ
う
い
う
仕
方
で
出

家
受
戒
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

小
乗
の
教
団
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
大
乗
の

教
団
。
し
か
も
仏
塔
。
仏
塔
を
中
心
に
し
て

い
る
教
団
で
行
わ
れ
て
い
る
受
戒
作
法
な
ん

だ
、
と
い
う
こ
と
が
い
い
た
い
訳
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
、『
十
住
毘
婆
娑
論
』
の
中
で
描

か
れ
て
い
る
教
団
は
、
明
ら
か
に
、
小
乗
の

教
団
、
僧
伽
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
、
そ
の
教
団
は
、
仏

塔
へ
行
っ
て
と
い
う
言
葉
か
ら
す
る
と
、
仏

塔
の
周
り
に
創
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る
と
。
そ
う
い
う
仏
塔
の
周
り
に

つ
く
ら
れ
て
い
た
教
団
が
、
大
乗
教
団
な
の

だ
、
と
い
う
の
が
、
平
川
先
生
が
言
お
う
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
大
体
、
平
川

先
生
の
言
お
う
と
さ
れ
て
い
る
主
な
こ
と
は
、

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
、
い
ろ
ん
な

経
典
だ
と
か
仏
典
の
記
述
を
具
体
的
に
取
り

上
げ
て
、
こ
こ
に
は
こ
う
説
い
て
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
こ
う
い
え
る
の
で
す
と
、
い
う
ふ

う
に
し
て
説
明
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
。

そ
れ
が
、
平
川
先
生
が
や
ろ
う
と
さ
れ
た
実

証
的
な
や
り
方
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
思
想
の
共
通
性
、
教
義
の

共
通
性
か
ら
、
大
乗
仏
教
が
ど
こ
か
ら
出
て

き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
求
め
て
い
っ
た

の
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
や
り
方

だ
っ
た
ら
、
先
ほ
ど
も
う
し
あ
げ
た
よ
う
に
、

小
乗
の
い
ろ
ん
な
部
派
の
中
に
、
大
乗
と
共

通
す
る
思
想
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
か
ら
、
大
衆
部
だ
け
に
起
源
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
す
ね
。
そ

れ
で
、
実
際
に
大
乗
仏
教
を
興
し
て
い
っ
た

人
た
ち
は
、
ど
う
い
う
生
活
を
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
一
回
見
て
み
て
、

そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
や
り
方

と
は
ま
る
っ
き
り
違
う
と
こ
ろ
か
ら
、
大
乗

仏
教
の
教
団
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
、
ち
ゃ

ん
と
説
明
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
平
川

先
生
の
や
ら
れ
た
や
り
方
な
の
で
す
。
で
、

そ
う
い
う
や
り
方
で
、
大
乗
仏
教
は
、
仏
塔

教
団
か
ら
興
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を

証
明
さ
れ
て
、
つ
い
最
近
、
そ
れ
こ
そ
十
年

ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
大
乗
仏
教
は
、
仏
塔
信

仰
か
ら
出
て
き
た
の
だ
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人

は
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
も
う
し

あ
げ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
悉
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
、
そ
う
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

だ
、と
い
う
ふ
う
に
、シ
ョ
ペ
ン
だ
と
か
、佐
々

木　

静
さ
ん
と
い
う
人
た
ち
が
、
批
判
を
し

て
き
て
い
る
の
で
す
け
ど
、
そ
れ
も
、
い
ま

も
う
し
あ
げ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
点
を
、

一
つ
一
つ
も
う
一
度
検
証
し
て
い
く
と
い
う

や
り
方
で
や
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
た
く

さ
ん
の
人
た
ち
に
、
非
常
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
一
つ
の
学
説
で
す
。

　

そ
れ
で
、
い
ま
の
と
こ
ろ
は
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
、

ち
ょ
っ
と
も
う
し
あ
げ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、

シ
ョ
ペ
ン
に
し
ろ
、
佐
々
木
さ
ん
た
ち
に
し

ろ
、
僕
ら
も
そ
う
考
え
て
い
ま
す
が
、
大
乗

仏
教
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
部
派
の
中
か
ら
や
っ
ぱ
り
興
っ
て
き
た

と
考
え
る
方
が
、
筋
が
通
る
と
い
う
ふ
う
に

皆
、い
ま
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

決
し
て
、
大
衆
部
と
い
う
一
つ
の
部
派
だ
け

じ
ゃ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
十
八
か
ら
二
十

の
部
派
が
あ
る
の
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
部

派
の
中
に
、
進
歩
的
な
考
え
方
を
す
る
人
た

ち
が
、
あ
ち
こ
ち
で
出
て
き
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
通
仏
教
的
な
運
動
。
通
通

部
派
的
な
で
す
ね
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
部
派

を
巻
き
込
ん
で
、
と
い
っ
て
も
い
い
の
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
中

で
有
力
な
も
の
は
、
い
く
つ
か
は
絞
れ
て
き

新
し
い
革
新
的
な
思
想
を
持
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
は
、
決
し
て
追
放
さ
れ
た
り
は
し
な
い

の
だ
と
、
そ
の
こ
と
が
律
の
規
定
の
中
か
ら

ち
ゃ
ん
と
証
明
で
き
る
と
い
っ
て
、
彼
は
証

明
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
あ
り
方
で
、
イ

ン
ド
各
地
で
大
乗
仏
教
が
そ
う
や
っ
て
興
っ

て
き
た
と
、
考
え
る
説
で
す
ね
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
じ
ゃ
あ
そ
れ
が
実
際
に
ど

う
や
っ
て
興
っ
て
く
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

具
体
的
に
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
く
と
思
う
の
で
す
。
大
乗
仏
教
が
教
団

と
し
て
、
よ
そ
に
寄
生
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
ち
ゃ
ん
と
し
て
独
立
し
て
く
る
の
は
、

四
〜
五
世
紀
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
だ
、
と

い
う
の
が
、
シ
ョ
ペ
ン
の
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

そ
れ
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
、
そ

う
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
っ
と
も
、

平
川
先
生
は
、
も
う
一
〜
二
世
紀
に
は
大
乗

教
団
が
確
立
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
お
考

え
で
す
け
れ
ど
も
、
違
う
と
。
そ
の
時
代
、

大
乗
仏
教
は
こ
う
や
っ
て
、
パ
ラ
サ
イ
ト
し

て
い
た
の
だ
と
、
小
乗
仏
教
の
中
へ
属
し
て

い
た
の
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
大

乗
仏
教
と
い
う
の
は
興
っ
て
き
た
の
だ
、
と

い
う
の
が
、
現
在
の
考
え
方
で
す
ね
。
こ
れ

か
ら
ど
ん
ど
ん
新
し
い
論
文
が
出
て
き
て
、

き
っ
と
、
今
度
は
具
体
的
に
、『
大
無
量
寿

経
』
は
、
ど
う
い
う
背
景
か
ら
出
て
き
た
か
、

と
い
う
こ
と
が
徐
々
に
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と

を
少
し
お
話
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
応
、

こ
れ
で
授
業
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
、
十
八
か

ら
二
十
の
ど
の
部
派
の
中
で
も
、
と
い
っ
て

も
い
い
く
ら
い
、
各
部
派
の
中
で
、
新
し
い

考
え
方
が
起
こ
っ
て
き
た
。

　

で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
部
派
の
中
に

い
て
、
つ
ま
り
、
彼
ら
は
部
派
の
比
丘
で
す
。

在
家
の
菩
薩
も
い
ま
す
が
、
中
心
に
な
る
の

は
出
家
者
で
す
。
出
家
の
比
丘
た
ち
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
、
出
家
の

比
丘
た
ち
で
、
新
し
い
思
想
を
持
っ
た
人
た

ち
が
出
て
き
た
。
そ
れ
が
、
大
乗
経
典
の
中

で
出
家
の
菩
薩
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
と
思

う
の
で
す
。

　

で
、
こ
の
出
家
の
菩
薩
と
い
う
の
は
、
で

す
か
ら
、
戒
律
は
、
小
乗
の
戒
律
を
守
っ
て

い
ま
す
。
戒
律
を
守
ら
な
い
と
、
部
派
の
僧

院
の
中
で
生
活
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
す
ね
。
で
、
そ
れ
だ
け
な
の
で
す
ね
。
こ

の
教
団
の
中
で
生
活
で
き
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
は
、
た
だ
一
つ
そ
れ
だ
け
で
す
。
各

部
派
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
で
す
け

ど
も
、
ど
ん
な
戒
律
で
も
い
い
の
で
す
け
ど

も
、
そ
こ
の
戒
律
さ
え
き
ち
ん
と
守
っ
て
い

た
ら
、
思
想
は
ど
ん
な
新
し
い
思
想
を
持
っ

て
い
て
も
い
い
、
と
い
う
の
が
、
戒
律
の
規

定
の
中
か
ら
で
も
証
明
で
き
る
の
だ
、
と
い

う
こ
と
が
、
い
ま
、
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
佐
々
木　

静
さ
ん
も
言
い
ま
す
し
、

シ
ョ
ペ
ン
も
そ
う
い
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の

小
乗
の
戒
律
さ
え
守
っ
て
い
れ
ば
、
思
想
は
、

ど
う
い
う
思
想
を
持
っ
て
い
て
も
か
ま
わ
な

い
の
だ
と
。
そ
の
こ
と
は
咎
め
ら
れ
な
い
。
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貯
金
型
の
学
び

　

し
ば
ら
く
問
題
を
提
起
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
教
区
の
教
学
研
究
室
や
地
方
の
い

ろ
い
ろ
な
学
習
会
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
て
、

今
日
の
教
育
が
ど
う
い
う
あ
り
方
に
な
っ
て

い
て
、
ま
た
そ
れ
が
結
果
と
し
て
ど
う
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
我
わ
れ
も
幼
稚
園
か
ら
始
ま
っ
て
大

学
ま
で
、
ほ
ぼ
高
等
教
育
と
い
う
も
の
を
受

け
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
日
の
そ
う
い
う

教
育
機
関
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
言
で

言
え
ば
貯
金
型
教
育
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

大
体
、
学
校
で
は
先
生
が
子
ど
も
の
頭
の

中
に
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
詰
め
込
み
、
子
ど

も
の
ほ
う
は
そ
れ
を
整
理
・
分
類
し
て
蓄
え

る
わ
け
で
す
。
そ
の
詰
め
込
ん
だ
知
識
を
要

領
よ
く
整
理
・
分
類
し
、
な
お
か
つ
う
ま
く

引
き
出
せ
る
子
が
、
い
わ
ゆ
る
頭
の
い
い
子

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
試
験
と
い
う
こ

と
も
、
そ
う
い
う
技
術
に
巧
み
な
子
が
優
れ

た
子
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
か
と
思
う
の

で
す
。
そ
う
い
う
貯
金
型
教
育
を
我
わ
れ
も

ず
っ
と
一
貫
し
て
受
け
て
き
た
。

　

し
か
し
同
じ
場
所
に
い
て
、
同
じ
時
間
、

同
じ
授
業
を
受
け
て
、
与
え
ら
れ
る
貯
金
の

量
は
同
じ
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
頭
の
中
に

う
ま
く
整
理
・
分
類
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て

必
要
な
時
に
引
き
出
せ
な
い
も
の
も
い
る
わ

け
で
す
。
そ
の
結
果
我
わ
れ
は
ど
う
い
う
と

こ
ろ
に
い
る
こ
と
に
な
っ
た
か
と
言
う
と
、

そ
う
い
う
整
理
・
分
類
し
、
そ
の
上
に
ま
た

新
た
な
貯
金
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
喜
び

を
感
ず
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
学
問
の
道

に
進
み
、い
わ
ゆ
る
学
者
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
抵
は
そ
う
い
う
こ
と
に
は

あ
ま
り
喜
び
を
感
じ
な
い
ま
ま
に
学
校
を
終

え
ま
す
。
そ
こ
で
今
度
我
わ
れ
の
場
合
、
改

め
て
親
鸞
の
も
の
を
尋
ね
る
と
い
う
場
面
が

出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
も
と
も
と
そ
れ
は

自
分
の
中
に
整
理
・
分
類
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

か
ら
喜
び
を
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、
そ
の
上
に
ま
た
新
た
に
増
や
し
て

い
こ
う
と
す
る
意
欲
も
、
当
然
な
か
な
か
起

こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
世
の
中
は
学
校
で
勉
強
し
た
こ
と
や

親
鸞
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
膨
大
な
情
報
量

で
す
。
す
る
と
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
貯
金
量
で

も
整
理
・
分
類
に
困
っ
て
い
る
も
の
が
、
膨

大
な
情
報
量
を
目
の
前
に
し
た
と
き
に
は
、

も
う
な
す
術
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
で
ほ
と
ん
ど
が
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
眼
か
ら
輝
き
が
失
わ
れ
て
い
く
。
そ
う

い
う
の
が
大
体
卒
業
後
た
ど
る
道
か
と
思
う

の
で
す
。

　

幸
い
に
職
業
や
環
境
な
ど
、
そ
の
置
か
れ

て
い
る
立
場
上
、
そ
の
整
理
・
分
類
を
や
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
何
と
か
持
っ
て
い

る
と
い
う
も
の
も
、
そ
う
い
う
機
会
が
な

か
っ
た
ら
や
は
り
一
緒
で
す
。
学
ぶ
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
輝
き
を
失
う
こ
と
は
も
う
必

然
で
す
。
こ
れ
は
今
日
の
教
育
課
程
と
い
う

も
の
の
必
然
的
な
帰
結
か
と
思
う
の
で
す
。

　

す
る
と
い
ま
我
わ
れ
が
改
め
て
真
宗
と
い

う
も
の
を
学
ぼ
う
と
す
る
時
に
、
で
は
ま
た

同
じ
よ
う
な
貯
金
型
の
学
び
を
や
る
の
か
と

い
う
問
題
で
す
。
な
に
か
そ
こ
に
仏
教
の
学

び
と
言
わ
れ
る
一
つ
の
視
点
の
よ
う
な
も
の

が
工
夫
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

教
学
研
究
室
な
ど
で
何
か
課
題
を
検
討
し

て
い
く
場
面
で
あ
ら
わ
に
こ
の
こ
と
が
出
て

き
ま
す
。
整
理
・
分
類
し
な
け
れ
ば
と
い
う

こ
と
で
、
ま
ず
手
身
近
な
参
考
文
献
に
な
る

も
の
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
ま

す
。
あ
る
い
は
ち
ょ
っ
と
面
倒
だ
け
れ
ど
も

講
録
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
整
理
・
分
類

し
よ
う
と
い
う
方
法
を
取
り
ま
す
。
け
れ
ど

も
一
通
り
の
こ
と
を
調
べ
る
と
そ
れ
で
終
わ

る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
の
で
す
か

と
い
う
と
こ
ろ
が
ど
う
し
て
も
残
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
整
理
・
分
類
は
必
要
な
の
で
す

が
、
一
応
調
べ
た
こ
と
を
次
に
ど
う
展
開
し

て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
実

な
の
で
す
。
漠
然
と
し
た
ま
ま
に
問
題
が
残

る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
が
も
う
一

歩
突
き
破
ら
れ
な
い
と
真
宗
の
学
び
、
仏
教

の
学
び
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
か
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
こ
う
い
う
仏
教
の
学
び
と
い
う
こ

と
の
問
題
は
、
今
日
の
我
わ
れ
だ
け
で
な

く
、
古
く
よ
り
問
題
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
、
た
と
え
ば
蓮
如
の
『
御
文
』
に
出

て
い
ま
す
。
五
帖
目
の
第
二
通
で
す
が
、「
そ

れ
、
八
万
の
法
蔵
を
し
る
と
い
う
と
も
、
後

世
を
し
ら
ざ
る
人
を
愚
者
と
す
」。
そ
し
て
、

一
文
不
知
の
尼
入
道
で
あ
っ
て
も
後
世
を
知

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
「
智
者
と
す

と
い
え
り
」
と
い
う
よ
う
に
伝
聞
の
表
現
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
す
で
に

い
ろ
い
ろ
な
方
面
で
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う

表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

  

内
愚
外
賢
の
発
見

　

と
も
か
く
、
普
通
に
仏
教
と
い
う
も
の
を

学
ん
で
い
っ
た
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
貯

金
型
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
が

あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
真
剣
に
道
を
求
め

る
と
い
う
学
び
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
何
と
な

く
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
学
ん
で

い
く
方
向
の
中
に
「
自
分
」
と
い
う
も
の
と
、

学
ぶ
対
象
が
「
仏
教
」
で
あ
る
と
い
う
こ
の

関
係
の
上
で
学
ば
れ
て
い
く
限
り
に
お
い
て

真
宗
の
教
育
観 

Ⅵ

　

仏
教
の
思
惟  

︱
他
力
に
触
れ
る
学
び
︱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　

  

平　

野　
　

 

修
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は
、
知
識
が
増
え
て
い
く
と
い
う
方
向
に
な

り
ま
す
。で
す
か
ら
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
賢
者
、

賢
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
で

す
。
我
わ
れ
も
多
少
な
り
と
も
周
り
か
ら
認

め
ら
れ
る
の
は
、
普
通
の
人
よ
り
も
、
た
と

え
ば
親
鸞
の
こ
と
で
知
っ
て
い
る
量
が
違
う

か
ら
で
す
。
し
か
し
も
し
知
識
量
に
お
い
て

向
こ
う
が
多
い
場
合
は
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と

か
な
わ
ん
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

私
は
以
前
に
本
山
で
の
二
週
間
の
修
錬
と

い
う
も
の
の
班
担
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で

す
が
、
そ
の
と
き
に
や
は
り
そ
う
い
う
問
題

が
あ
り
ま
し
た
。み
ん
な
私
よ
り
も
年
上
で
、

多
士
済
済
の
人
た
ち
な
わ
け
で
す
。
京
大
で

歴
史
を
や
り
ま
し
た
と
か
、
慶
応
で
西
洋
哲

学
を
や
り
ま
し
た
と
か
、
有
名
校
出
身
者
が

ず
ら
っ
と
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
相
手
に

し
て
や
る
わ
け
で
す
。
そ
の
人
た
ち
は
あ
る

意
味
で
は
、
理
解
力
も
整
理
・
分
類
の
仕
方

も
非
常
に
早
い
で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
理
解
し
ま
す
。
で
班
担
に
ま
か

さ
れ
た
時
間
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
一
家
言
も

二
家
言
も
持
っ
た
人
た
ち
で
す
か
ら
い
ろ
い

ろ
言
う
わ
け
で
す
。
そ
の
時
私
が
取
っ
た
態

度
は
、
言
う
だ
け
は
み
ん
な
に
言
っ
て
も
ら

い
ま
し
て
、「
お
考
え
に
な
ら
れ
た
努
力
だ

け
は
認
め
ま
す
。
し
か
し
言
っ
て
お
ら
れ
る

こ
と
は
違
い
ま
す
」
と
、
そ
れ
で
一
週
間
通

し
た
の
で
す
。
と
も
か
く
何
を
言
っ
て
き
て

も
、「
い
や
お
考
え
に
な
ら
れ
た
努
力
だ
け

は
認
め
ま
す
。
し
か
し
内
容
は
違
い
ま
す
」

と
。
す
る
と
向
こ
う
は
当
然「
こ
の
若
造
が
」

と
い
っ
て
頭
に
来
ま
す
。
し
か
し
最
後
ま
で

こ
っ
ち
は
何
も
言
い
ま
せ
ん
。「
い
や
そ
れ

は
真
宗
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
繰
り
返
し
ま

し
た
。「
あ
な
た
方
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
は
自
分
の
立
場
で
理
解
し
た
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
真
宗
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
違
い
ま
す
」
と
。
ま
あ

向
こ
う
は
ほ
と
ん
ど
狂
乱
状
態
に
陥
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
一
週
間
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
、

あ
ま
り
に
も
こ
ち
ら
が
か
た
く
な
に
言
い
続

け
る
も
の
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
自
分

の
立
場
、
自
分
が
考
え
て
い
る
立
場
そ
の
も

の
が
ど
う
し
て
正
し
い
と
言
え
る
か
。
無
意

識
の
う
ち
に
、
あ
る
立
場
に
立
っ
て
考
え
て

い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
考
え
て
い
る
立

場
が
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
少
し
目

が
向
い
て
き
た
よ
う
で
、
後
半
の
一
週
間
は

ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
経
験

を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
し
て
も
、
学

ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
続
け
て
い
け
ば

ど
う
し
て
も
そ
れ
は
学
ん
だ
知
識
量
と
い
う

も
の
が
増
え
て
い
き
ま
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

賢
者
へ
の
方
向
に
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
親
鸞
の
『
愚
禿
鈔
』
を
見
ま
す

と
、
親
鸞
は
比
叡
山
で
学
び
、
そ
し
て
法
然

上
人
に
会
っ
た
。
そ
し
て
「
賢
者
の
信
を
聞

き
て
、愚
禿
の
心
を
顕
す
」
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
法
然
上
人
の
教
え
を
聞
い
て
、
比
叡
山

で
の
自
分
の
学
び
の
方
向
は
「
内
愚
外
賢
」

と
い
う
方
向
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ

れ
た
と
あ
り
ま
す
。
一
生
懸
命
や
っ
て
知
識

が
増
え
た
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
で
、
も
し
顕
す
な
ら
ば
そ
れ
は

一
向
に
如
来
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
は
暗
い

と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ど
う
も
親
鸞
は

法
然
上
人
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
聞
い
て
、

学
び
の
方
向
と
い
う
も
の
が
違
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
お
気
づ
き
に
な
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

親
鸞
は
そ
の
「
内
愚
外
賢
」
と
い
う
あ
り

方
を
、
ま
た
「
愚
禿
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

問
題
は
、
自
分
を
立
て
、
学
ぶ
対
象
を
向
こ

う
に
立
て
て
い
く
そ
の
学
び
の
方
向
と
い
う

も
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
は
知
っ
て
い
く

け
れ
ど
も
、
向
こ
う
に
学
ぶ
対
象
を
立
て
て

自
分
が
学
ん
で
い
る
と
い
う
そ
の
関
係
の
全

体
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
つ
言
え

る
か
と
思
う
の
で
す
。

　

学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
対
象
を
立
て

て
学
び
ま
す
。
で
対
象
を
立
て
て
学
ん
で

い
け
ば
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う

と
、
一
部
分
そ
れ
は
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
三
年
間
学
ん
だ
な
ら
ば
三
年
間
の

成
果
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
般
の
人

が
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
く
と
い
う
成

果
は
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
学
ん
だ

の
で
す
か
ら
。
し
か
し
普
通
の
人
が
知
ら
な

い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
真

宗
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、

ち
ょ
っ
と
首
を
か
し
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う

も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

  

他
力
に
触
れ
る
学
び

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
真
宗
の
学
び
と
い

う
こ
と
は
、
こ
れ
は
結
論
的
な
言
い
方
を
し

ま
す
と
、
や
は
り
他
力
と
い
う
こ
と
に
触
れ

る
学
び
で
す
ね
。
他
力
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

が
一
つ
あ
る
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
他
力

の
意
味
を
、
親
鸞
は
「
他
力
と
言
う
は
、
如

来
の
本
願
力
な
り
」
と
表
わ
さ
れ
ま
す
が
、

何
か
そ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
と
、
我

わ
れ
の
学
び
は
や
は
り
貯
金
型
の
学
び
を
延

長
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
そ
し
て

教
化
と
い
う
こ
と
も
、
知
ら
な
い
も
の
に
自

分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
く
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
、
我
わ
れ
が
よ
く
使
い
ま

す
共
に
学
ぶ
と
い
う
「
共
学
」
と
い
う
こ
と

が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
基
本
的
な
こ
と
は
知
っ
て
い
な

け
れ
ば
住
職
は
勤
ま
ら
な
い
と
い
う
面
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
外
か
ら
見
て
賢
い
と
言
わ

れ
る
学
び
も
必
要
で
す
。
し
か
し
そ
う
い
う

学
び
を
し
て
い
る
も
の
が
、
そ
の
全
体
と
し

て
、
そ
れ
が
我
わ
れ
の
計
ら
い
を
超
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
か
で

知
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
我
わ
れ
は

間
違
っ
た
こ
と
を
学
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
や
っ
て
い
る
こ
と

の
全
体
、
そ
の
こ
と
が
真
実
と
い
う
こ
と
に

直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
ど
こ
か
で
知
る
。
こ
れ
は
一
人
ひ
と
り
が
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問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
う
点
で
は
宗
祖
は
幸
い
に
賢
者
の

信
を
聞
く
と
い
う
機
会
を
お
持
ち
に
な
ら
れ

た
わ
け
で
す
ね
。
出
遇
い
を
持
た
れ
た
。「
他

力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
い

う
そ
の
他
力
と
い
う
点
に
触
れ
ら
れ
た
。
そ

こ
か
ら
新
た
な
人
間
の
捉
え
方
、
ま
た
社
会

の
見
方
、
人
間
関
係
の
見
方
と
い
う
よ
う
な

も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
我
わ
れ
も
、
そ
う
い
う
も
の
に

触
れ
て
く
る
と
、
そ
の
学
び
も
ま
た
違
う
内

容
を
も
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た

持
続
す
る
学
び
と
い
う
も
の
も
そ
こ
に
出
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
あ
ま

り
こ
の
点
ば
か
り
を
強
調
す
る
と
勉
強
し
な

く
な
り
ま
す
か
ら
、
外
賢
は
外
賢
と
し
て
学

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
仏
教

に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
の
だ

と
い
う
点
、
ど
う
も
こ
れ
が
我
わ
れ
の
座
り

に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
番

基
本
の
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
の
で
す
。

　

  

行
証
と
い
う
視
点

　

そ
う
い
う
点
に
留
意
し
た
上
で
、
も
う
少

し
い
く
つ
か
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
の
で

す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
多
く
の
方
は
な
ん
ら
か

の
形
で
す
で
に
仏
教
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る

と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
在
家
と
か
お
寺
と

い
う
こ
と
を
問
わ
ず
に
、
仏
壇
が
各
家
庭
に

あ
り
、
そ
し
て
お
葬
式
を
見
て
お
り
、
法
事

が
営
ま
れ
て
お
り
、
そ
し
て
お
寺
参
り
と
い

う
こ
と
が
あ
る
、
そ
う
い
う
実
際
な
の
で
す

か
ら
、
す
で
に
仏
教
と
い
う
も
の
と
関
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
い
や
が
お
う

で
も
、
仏
教
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と

こ
ろ
で
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ

け
で
す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
ま
ず
一
つ
課
題
と
し

て
最
初
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
そ
も
そ
も
仏
教
と
は
何
な
の
か
と
い
う

問
題
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
展
開
し
て
そ

の
仏
教
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
世
に
、

こ
の
世
の
人
々
に
何
を
も
た
ら
し
て
き
た
の

か
。
つ
ま
り
仏
教
の
価
値
論
と
い
う
問
題
で

す
。
そ
う
い
う
点
が
ま
ず
留
意
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

現
実
に
は
、
仏
教
が
何
を
も
た
ら
し
た
と

か
、
何
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
も

う
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
な
い
よ
う
で
す
。
生
活

の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
か
ら
改
め
て
問

わ
な
い
。
し
か
し
我
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
こ

の
仏
教
は
、
名
前
は
仏
教
で
す
け
れ
ど
も
、

中
身
は
ほ
と
ん
ど
儒
教
と
言
っ
て
差
し
支
え

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
儒
教
と
い
う
と
倫

理
面
を
言
い
ま
す
が
、
や
は
り
宗
教
面
が
強

い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
一

つ
の
宗
教
観
を
持
っ
た
中
国
の
風
土
の
と
こ

ろ
に
、
仏
教
が
入
っ
て
い
こ
う
と
し
た
時
に

は
仏
教
は
儒
教
と
妥
協
す
る
し
か
な
か
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
し
て
中
国
で
儒
教
と
仏
教
が

集
合
し
た
も
の
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
わ
け

で
す
。
し
か
し
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
き
に

は
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
か
の
よ

う
に
入
っ
て
き
ま
す
。位
牌
と
い
う
こ
と
も
、

年
忌
と
い
う
の
も
基
づ
く
と
こ
ろ
は
儒
教
な

の
で
す
が
、
み
ん
な
そ
れ
を
仏
教
と
し
て
慣

れ
親
し
ん
で
い
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
考

え
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
ま
た
考
え
る
必
要
も

感
じ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

　

そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
で
は
そ
も
そ
も
仏

教
と
い
う
の
は
何
な
の
か
。
そ
の
何
な
の
か

と
い
う
こ
と
を
も
う
一
つ
具
体
化
す
る
と
、

仏
教
は
こ
の
世
に
何
を
も
た
ら
し
、
ど
う
い

う
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

が
ま
ず
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
す
。

　

こ
れ
は
、
仏
教
を
「
行
証
」
と
し
て
考
え

る
と
い
う
視
点
で
す
。
こ
の
、
何
を
生
み
出

し
、
何
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
、
行
証
と

い
う
視
点
が
な
い
と
、
仏
教
は
知
識
に
な
る

よ
り
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も
教
理

と
い
う
こ
と
が
中
心
に
な
り
ま
す
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
な
言
葉
の
説
明
に
な
っ
て
い
き
、
言

う
ま
で
も
な
く
貯
金
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
こ
に
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
が
行
証
と
い

う
点
で
す
ね
。
具
体
的
に
こ
の
教
説
は
ど
う

い
う
人
々
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
方
向
で
す
。

　

こ
う
な
り
ま
す
と
、た
と
え
ば
『
阿
含
経
』

で
す
。
我
わ
れ
は
『
阿
含
経
』
と
い
う
と
あ

ま
り
注
意
し
な
い
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す

が
、
じ
つ
は
大
変
具
体
的
に
、
人
々
が
何
を

聞
こ
う
と
し
た
か
、
人
々
が
そ
れ
を
聞
い
て

ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
事
柄
を
『
阿

含
経
』
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

点
で
は
『
南
伝
大
蔵
経
』
が
い
い
で
す
ね
。

私
は
経
典
部
だ
け
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

あ
れ
は
幸
い
に
漢
文
か
ら
で
な
く
、
パ
ー
リ

語
か
ら
の
日
本
語
訳
な
の
で
す
。
非
常
に
読

み
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
岩
波
文
庫
で
は

中
村
元
さ
ん
が
何
冊
も
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。『
仏
陀
最
後
の
旅
』
な
ど
で
す
ね
。

た
と
え
ば
荼
毘
に
付
す
る
と
こ
ろ
が
出
て
き

ま
す
。
イ
ン
ド
で
葬
式
が
ど
ん
な
ふ
う
に
さ

れ
て
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
身
近

な
と
こ
ろ
で
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
い
う

も
の
を
見
る
と
き
に
、
教
理
と
い
う
面
だ
け

で
な
し
に
行
証
と
い
う
視
点
で
考
え
る
と
少

し
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。
そ
の
点
が
一
つ
で
す
。

　

  

仏
教
の
思
惟

　

そ
れ
か
ら
、
仏
教
は
二
千
数
百
年
の
歴
史

を
持
ち
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
当
然
仏
教
の
基

本
的
な
も
の
の
捉
え
方
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
世
間
一
般
で

は
や
は
り
学
ん
で
い
く
と
い
う
の
は「
外
賢
」

と
い
う
形
を
取
り
ま
す
。
外
賢
は
こ
の
世
に

お
い
て
は
大
事
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
仏
教

は
そ
の
上
に
「
内
愚
」
を
言
う
わ
け
で
す
。

外
賢
の
上
に
内
愚
を
つ
け
た
と
こ
ろ
に
仏
教

の
考
え
方
の
特
色
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ

れ
は
世
間
の
方
向
か
ら
は
出
て
こ
な
い
も
の

で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
仏
教
の
も
の
の
捉

え
方
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
か
と
思
う
の
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で
す
。
こ
の
点
を
は
っ
き
り
し
て
お
か
な
い

と
、
聞
く
ほ
う
は
内
愚
な
し
の
外
賢
で
聞
く

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
親
鸞
の
「
内
愚
外

賢
」
と
い
う
知
り
方
は
、
人
間
の
一
つ
の
大

き
な
見
方
で
す
。
そ
し
て
人
間
を
そ
の
よ
う

に
見
る
と
こ
ろ
の
も
と
に
は
仏
教
の
思
惟
、

考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
縁
起
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、

五
蘊
と
か
三
界
と
い
う
こ
と
な
ど
も
、
仏
教

は
世
界
を
ど
う
見
る
の
か
。
仏
教
は
人
間
を

ど
う
見
る
の
か
と
い
う
、
仏
教
の
特
色
あ
る

考
え
方
と
い
う
も
の
が
も
と
に
あ
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
で
も
の
を
捉
え
て
み
た
と
き
に
出

て
き
た
表
現
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
単
に
縁

起
と
い
う
言
葉
の
説
明
を
し
た
だ
け
で
は
十

分
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
は
こ
の

世
界
を
ど
ん
な
ふ
う
に
見
て
い
る
の
か
。
そ

し
て
そ
こ
か
ら
、
世
間
の
考
え
方
で
は
ど
う

見
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
く

わ
け
で
す
。

　

た
と
え
ば
須
弥
山
説
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
ま
す
。『
倶
舎
論
』
な
ど
が
示
し
て
い
る

仏
教
の
一
つ
の
世
界
観
で
す
。
そ
う
い
う
世

界
は
ど
う
や
っ
て
出
て
く
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
『
倶
舎
論
』
は
「
業
」
と
い
う

考
え
方
を
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
業
に
依
る
の

だ
と
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
え
方
と

違
っ
て
、
第
一
原
因
と
い
う
も
の
を
立
て
な

い
わ
け
で
す
。
第
一
原
因
と
い
う
こ
と
は
、

神
が
世
界
を
作
っ
た
と
い
う
の
が
第
一
原
因

と
い
う
考
え
方
で
す
。
で
は
神
は
誰
が
作
っ

た
か
。
そ
ん
な
も
の
は
な
い
の
だ
と
。
神
は

う
言
い
方
を
さ
れ
た
と
言
う
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
方
は
、
そ
れ
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い

と
。
し
か
し
私
が
病
気
に
な
っ
た
り
死
ん
だ

り
し
た
ら
、
こ
の
子
は
ど
う
な
る
の
で
す
か

と
い
う
問
題
は
い
つ
も
あ
り
ま
す
と
。
そ
の

こ
と
を
誰
が
問
題
に
す
る
の
で
す
か
と
。
あ

な
た
は
大
変
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
子

は
あ
な
た
を
仏
教
に
導
い
て
く
れ
た
ん
で
す

よ
と
、
こ
う
言
っ
て
く
れ
る
の
は
結
構
だ
け

れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
私
が
亡
く
な
っ
た
ら
誰

が
こ
の
子
の
面
倒
を
見
る
の
で
す
か
。
こ
の

子
の
生
活
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

う
い
う
問
題
に
何
も
応
え
な
い
形
で
、
仏

様
と
い
う
こ
と
で
こ
と
を
済
ま
せ
よ
う
と
す

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
っ
ぱ
り
許
し
難
い

も
の
を
感
じ
ま
す
と
そ
の
女
性
は
言
わ
れ
ま

し
た
。

　

す
べ
て
は
仏
様
の
お
こ
こ
ろ
な
の
で
す

と
、
こ
う
な
る
と
い
つ
の
ま
に
か
仏
様
が
第

一
原
因
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
神
の
意

志
と
似
た
よ
う
な
考
え
方
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
し
か
し
本
来
仏
教
は
、
こ
の
世
界
は

何
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
か
、そ
れ
は
「
業
」

に
よ
る
と
言
う
わ
け
で
す
。
で
は
な
ぜ
業
と

い
え
る
か
。
業
が
第
一
原
因
な
の
か
。
い
や
、

業
は
第
一
原
因
で
は
な
い
の
だ
と
。
業
と
い

う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
は
、そ
れ
は
「
縁
起
」

に
よ
る
の
だ
。
縁
起
と
い
う
こ
と
が
一
番
も

と
に
な
っ
て
い
る
と
。
こ
の
縁
起
と
い
う
こ

と
は
、
第
一
原
因
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。

　

縁
起
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は

曽
我
量
深
先
生
の
達
見
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
た
く
さ
ん
の
仏
教
学
者
が
出
ま
し
た

が
、
縁
起
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
明
快
な
答
え

を
出
し
た
人
は
曽
我
先
生
を
お
い
て
ほ
か
に

は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
先
生
は
「
縁
起

と
い
う
の
は
結
論
を
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
」
と
、
こ
れ
が
曽
我
先
生
の
縁

起
理
解
で
す
。
こ
れ
が
本
質
だ
、
こ
れ
が
答

え
だ
と
、
大
体
我
わ
れ
は
第
一
原
因
と
い
う

も
の
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
考

え
方
か
ら
行
く
と
い
わ
ゆ
る
本
質
論
に
な
る

わ
け
で
す
。こ
れ
が
こ
の
事
柄
の
本
質
だ
と
。

そ
し
て
本
質
と
い
う
も
の
を
立
て
て
し
ま
う

と
、
す
べ
て
そ
の
本
質
の
面
か
ら
理
解
さ
れ

て
い
っ
て
、
具
体
的
な
も
の
を
落
と
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ

う
な
問
題
が
縁
起
と
い
う
言
葉
か
ら
引
き
出

さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

　

そ
れ
は
要
す
る
に
仏
教
の
思
惟
方
法
で
す

ね
。
仏
教
と
い
う
の
は
や
は
り
独
特
な
考
え

方
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
。
そ
の
独
特
な
も

の
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
他
の
思
想
で
は

世
界
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
出
し
て
く
れ
ば
、
そ
の
特
色
と
い
う
も
の

が
は
っ
き
り
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
親
鸞
の
言
葉
で
あ
れ
、

仏
教
学
上
の
言
葉
で
あ
れ
、
そ
の
言
葉
は
ど

う
い
う
特
色
を
持
っ
た
仏
教
の
考
え
方
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
の
思
惟
、
こ
れ

を
や
は
り
視
点
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。

神
と
し
て
あ
る
の
だ
と
。

　

こ
う
い
う
考
え
方
を
形
而
上
学
と
言
い
ま

す
。
目
に
見
え
な
い
も
の
が
こ
の
世
の
根
拠

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
す
が
、
マ

ル
ク
ス
は
こ
れ
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
わ
け

で
す
ね
。
彼
の
出
発
点
は
、
あ
る
人
は
一
日

中
遊
び
呆
け
て
い
て
も
お
金
が
減
る
こ
と
が

な
く
、
あ
る
も
の
は
朝
か
ら
晩
ま
で
働
い
て

い
て
も
食
べ
ら
れ
な
い
。
で
そ
れ
を
了
解
す

る
の
に
、
そ
れ
は
神
の
意
志
に
よ
る
の
だ
と

い
う
。
こ
う
な
る
と
具
体
的
な
も
の
の
動
き

を
問
う
こ
と
が
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
マ
ル

ク
ス
は
こ
れ
に
疑
問
を
起
こ
し
た
わ
け
で

す
。
そ
し
て
富
む
と
か
貧
し
い
と
か
い
う
こ

と
は
、
資
本
と
労
働
と
商
品
と
土
地
、
こ
れ

ら
の
関
係
に
よ
る
の
だ
と
。
具
体
的
な
も
の

の
動
き
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
だ
と
、
こ
こ
か

ら
彼
の
哲
学
は
出
発
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ

ま
で
は
神
と
い
う
第
一
原
因
を
持
っ
て
き
て

す
べ
て
を
説
明
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
う
考
え
方
は
仏
教
に
だ
っ
て
な
い

わ
け
で
は
な
い
で
す
。
仏
様
を
第
一
原
因
に

し
て
し
ま
え
ば
こ
う
い
う
問
題
に
み
ん
な

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

私
の
知
り
合
い
の
方
で
、
小
さ
い
と
き
に

脳
性
麻
痺
に
な
っ
た
お
子
さ
ん
が
も
う
四
十

近
く
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
夫
と
死
に

別
れ
て
女
手
一
つ
で
育
て
て
こ
ら
れ
た
。
そ

し
て
真
宗
関
係
の
人
に
い
ろ
い
ろ
お
話
を
聞

い
た
と
い
う
の
で
す
。
す
る
と
何
人
も
の
人

が
、
そ
の
子
は
あ
な
た
を
仏
教
に
導
く
た
め

に
仏
様
か
ら
使
わ
さ
れ
た
の
だ
と
、
こ
う
い
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編
集
後
記

　

文
章
嫌
い
の
私
に
編
集
委
員
の
仕
事
が
与
え

ら
れ
、
テ
ー
プ
起
こ
し
や
、
長
文
を
書
く
こ
と

を
逃
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
こ
の
編
集
後
記

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

幸
い
に
も
、
卒
業
生
、
在
院
生
は
授
業
を
持
た

せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
顔
を
し
っ
か
り
思
い
浮

か
べ
て
文
章
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
更
に
心
の

顔
も
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
気
が
し
ま
す
。

　

小
谷
信
千
代
先
生
の
特
別
講
義
「
大
乗
仏
教

の
起
源
」
は
、、
二
〇
〇
二
年
九
月
十
九
日
に
御

出
講
い
た
だ
き
、
在
院
生
、
指
導
、
卒
業
生
が

一
堂
に
会
し
、
受
講
し
た
も
の
を
テ
ー
プ
起
こ

し
し
た
も
の
で
す
。

　

又
、「
真
宗
の
教
育
観
Ⅳ
」
は
、
平
野
修
先

生
に
指
導
者
研
修
と
い
う
こ
と
で
数
年
に
渡
り
、

学
院
の
指
導
を
対
象
に
講
義
を
し
て
い
た
だ
い

た
も
の
を
テ
ー
プ
起
こ
し
し
た
も
の
で
す
。
今

回
の
一
九
九
二
年
五
月
一
日
の
講
義
の
掲
載
を

も
っ
て
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

「
震
動
」
は
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」（
真
宗
聖

典
二
六
九
頁
）
の
「
大
地
即
時
に
六
反
震
動
す
」

よ
り
名
付
け
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

今
回
も
、
平
野
先
生
の
念
仏
者
と
し
て
の
視

点
か
ら
の
教
授
に
は
、
身
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ
、
浄

土
へ
還
帰
な
さ
れ
た
今
も
、
こ
の
よ
う
に
御
縁

を
結
ん
で
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
心
よ
り
慶
ん

で
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
執
筆
い
た
だ
い
た

各
位
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
文
責
は

編
集
委
員
に
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
（
永
藁
）

　
  

本
の
紹
介

 

『
キ
リ
シ
タ
ン
が
見
た
真
宗
』

真
宗
海
外
史
料
研
究
会

東
本
願
寺　

千
五
百
円

　

真
宗
の
蓮
如
以
降
の
時
代
は
、
実
は
あ

ま
り
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

の
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の

時
代
は
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
た
ち
の
活
躍

し
た
時
代
で
し
た
。
宣
教
師
た
ち
に
と
っ

て
は
、
単
な
る
一
廟
所
か
ら
一
大
勢
力
へ

変
貌
を
遂
げ
た
一
向
宗
の
様
子
は
驚
異
で

あ
り
当
然
大
き
な
関
心
を
持
ち
ま
す
。
当

時
日
本
で
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
あ
た
っ
た

宣
教
師
た
ち
の
書
き
残
し
た
文
章
（
キ
リ

シ
タ
ン
文
書
）
を
と
お
し
て
、
真
宗
の
教

え
が
ど
の
よ
う
に
人
々
の
中
に
広
ま
っ
て

い
っ
た
の
か
。
そ
し
て
信
仰
の
様
子
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
新
た
な
視
点

か
ら
探
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

 『
い
の
ち
、
あ
り
が
と
う
』

　
　

苦
し
み
に
救
い
あ
り
支
え
あ
り

浅
川　

昌
子
著

北
日
本
新
聞
開
発
セ
ン
タ
ー　

千
五
百
円

　

一
人
息
子
の
急
逝
で
、
悲
し
み
の
ど
ん

底
に
あ
っ
た
母
親
が
、
毎
日
仏
前
で
お
経

を
拝
読
す
る
う
ち
に
聞
こ
え
て
き
た
こ
と

を
著
し
た
本
で
す
。

 

『
正
信
念
仏
偈
』『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
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内
容
を
考
え
て
区
切
っ
て
書
か
れ
、、
そ
れ

ぞ
れ
の
段
が
一
、
原
文
、
二
、
著
者
に
聞
こ

え
て
き
た
現
代
語
で
の
説
明
、
三
、
母
親
が

懺
悔
し
な
が
ら
そ
の
時
の
心
境
を
詩
の
形
式

で
し
た
た
め
た
も
の
、
四
、
浄
土
へ
の
還
帰

し
た
息
子
が
根
気
強
く
繰
り
返
し
母
を
諭

し
、
励
ま
す
声
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま

す
。

 

『
正
信
念
仏
偈
』『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
学

び
の
糸
口
と
し
て
一
読
を
お
勧
め
し
ま
す
。

常と
こ
ふ
し臥
の
歌

 『
心
の
つ
ぶ
や
き
』　  

音
地
修
一
歌
集

音
地
修
一
歌
集
刊
行
会　

千
円

　

音
地
さ
ん
は
昭
和
十
五
年
金
沢
市
五
郎
島

で
生
ま
れ
た
。
三
歳
で
父
親
が
戦
死
。

　

十
四
歳
の
時
、
進
行
性
筋
萎
縮
症
と
診
断

さ
れ
以
来
五
十
三
年
の
病
臥
生
活
で
あ
る
。

 

「
曾
祖
母
、祖
父
、母
、妹
、義
弟
、甥
と
嫁
、

姪
と
夫
、
そ
の
子
供
達
、
六
代
の
尊
い
愛
の

掌
の
上
で
支
え
ら
れ
生
か
さ
れ
て
き
た
」
と

い
う
。
六
十
歳
の
頃
か
ら
歌
を
作
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
歌
に
は
魂
の
叫
び
と
深
い
愛
情

の
呼
応
が
あ
る
。

　

臥
す
吾
の　

着
替
え
の
釦

　

留
め
る
と
云
う　

二
歳
の
や
さ
し
い

　

時
間
が
流
れ
る
︹
里
咲　

二
歳
︺

命
の
鼓
動
が
は
じ
け
る
二
百
九
十
首
。

（
幸
村
明
☎
FAX
〇
七
六
︱

二
六
七
︱

一
〇
一
〇
）

 『
論
集
仏
教
土
着
』　　

  

大
桑　

斉
編

法
蔵
館　

七
千
四
百
円
（
税
別
）

 

︿
土
着
﹀
す
る
こ
と
は
世
俗
性
、
日
常

性
に
埋
没
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
仏
教
と

し
て
の
枠
組
み
を
限
り
な
く
拡
散
し
て
埋

没
す
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら

新
し
い
救
済
論
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、︿土
着
﹀が︿
民
衆
化
﹀に
よ
る
こ
と
、

つ
ま
り
民
衆
が
そ
の
要
求
に
よ
っ
て
仏
教

か
ら
必
要
な
も
の
を
汲
み
上
げ
、
そ
れ
ら

を
再
構
成
し
て
民
衆
仏
教
を
形
成
す
る
運

動
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

︱
本
書　

総
説
よ
り
︱

 『
竹
田
の
子
守
唄
』
Ｃ
Ｄ
付
き

︱
名
曲
に
隠
さ
れ
た
真
実
︱

藤
田　

正
著

解
放
出
版
社　

二
千
二
百
円
（
税
別
）

　

ミ
リ
オ
ン
・
セ
ラ
ー
の
ヒ
ッ
ト
曲
が
あ

る
日
、
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
な
く
な
っ
て
い

た
。
日
本
の
フ
ォ
ー
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

が
世
に
送
っ
た
美
し
い
子
守
り
唄
の
こ
と

だ
。
表
舞
台
か
ら
消
え
た
名
曲
。
そ
の「
な

ぜ
」
を
語
る
と
き
が
や
っ
て
き
た
。
元
唄

も
、
消
え
た
理
由
も
、
う
た
い
継
ぐ
人
び

と
の
こ
と
も 

。
放
送
禁
止
用
語
・
放
送

禁
止
曲
・
報
道
規
制
、
そ
の
真
実
が
今
明

か
さ
れ
る
。「
赤
い
鳥
」
に
よ
る
オ
リ
ジ

ナ
ル
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
地
元
・
竹
田
の

元
歌
を
添
付
Ｃ
Ｄ
に
収
録
。


