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仏
教
に
四
苦
八
苦
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
私
達
の
人
生
で
、

一
人
の
例
外
も
無
く
出
逢
っ
て
い
く
出
来
事
で
す
。
生
ま
れ
た
命
の

数
だ
け
死
が
あ
り
ま
す
。
以
前
、
一
人
暮
ら
し
の
お
婆
ち
ゃ
ん
の
家

へ
、
ご
主
人
の
月
命
日
の
お
参
り
に
伺
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
近
所

の
お
婆
ち
ゃ
ん
が
遊
び
に
来
て
お
ら
れ
て
三
人
で
お
茶
を
飲
ん
で

い
た
時
に
、
近
所
の
お
婆
ち
ゃ
ん
が
「
私
は
こ
の
先
、
十
年
カ
ン
カ

ン
に
生
き
ん
な
ん
と
思
う
と
る
が
や
」
と
言
わ
れ
た
時
に
、
そ
の
家

の
お
婆
ち
ゃ
ん
が
「
お
前
さ
ん
、
そ
の
十
年
、
何
を
な
さ
る
御
つ
も

り
や
」
と
質
問
さ
れ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
十
年
生
き
る
と
言
っ
た

お
婆
ち
ゃ
ん
が
、
返
事
に
困
っ
た
の
か「
う
ー
ん
」と
唸
っ
た
後
、「
ほ

ん
や
か
て
、
損
や
も
ん
の
」
と
答
え
ら
れ
た
の
で
す
。
私
に
は
そ
の

言
葉
が
、「
自
分
が
一
生
懸
命
に
生
き
て
き
た
人
生
の
意
味
が
解
ら

な
い
」と
言
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
し
た
。

　

そ
の
時
は
お
二
人
と
も
八
十
歳
位
で
し
た
か
ら
、
戦
前
、
戦
中
、

戦
後
と
苦
労
を
重
ね
て
来
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
気
が
つ
け

ば
、
自
分
の
死
と
い
う
事
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
年
齢
に
な
っ

て
い
た
。
改
め
て
自
分
の
今
ま
で
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
の
身

が
抱
え
た
そ
の
時
そ
の
時
の
事
情
に
対
応
し
て
き
た
だ
け
で
、
結
局

は
我
が
身
の
事
実
に
追
い
ま
く
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い

の
か
。
ま
し
て
こ
の
身
は
、
自
分
が
こ
う
い
う
事
情
を
抱
え
た
も
の

と
し
て
生
ま
れ
た
い
と
願
っ
た
覚
え
も
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
自
分

が
生
ま
れ
た
事
か
ら
始
ま
っ
て
死
に
至
る
ま
で
、
被
害
者
で
は
な
い

か
。
苦
労
を
し
て
き
た
の
は
確
か
な
の
に
、
そ
の
こ
と
の
意
味
が
分

か
ら
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
死
ね
な
い
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

思
え
た
の
で
す
。
蓮
如
上
人
の
帖
外
御
文
に
「
衣
食
支
身
命
と
て
、

食
う
こ
と
と
着
る
こ
と
の
ふ
た
つ
か
け
ぬ
れ
ば
、
身
命
や
す
か
ら
ず

し
て
、
か
な
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

私
た
ち
の
日
々
の
生
活
の
問
題
は
衣
食
住
の
確
保
と
思
わ
れ
ま
す
。

何
故
な
ら
、
こ
の
身
は
、
毎
日
食
べ
続
け
な
く
て
は
命
を
保
て
な
い

と
い
う
事
情
を
か
か
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
私
と
い

う
存
在
は
、
こ
の
身
が
あ
る
間
、
経
済
問
題
か
ら
無
関
係
で
は
在
り

え
な
い
事
を
意
味
し
ま
す
し
、
そ
こ
に
は
様
々
な
競
争
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
か
ら
、
結
果
と
し
て
、
上
下
の
人
間
関
係
を
作
り
出
し
て
い

き
ま
す
。
ま
た
成
長
す
る
に
連
れ
名
前
が
増
え
て
き
ま
す
し
、
同
時

に
、
対
応
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
情
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
真
宗

大
谷
派
教
師
と
な
っ
た
時
か
ら
、
好
き
嫌
い
を
言
っ
て
お
れ
な
い
事

情
を
抱
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
目
を
閉
じ
て
い
る
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
無
視
す
れ
ば
、
自
身
が
大
谷
派
教
師
で
あ
る
こ
と
を
否

定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

と
に
か
く
「
我
が
身
を
生
き
る
」
こ
と
は
大
変
な
努
力
が
必
要
な

ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
の
全
て
が
我
が
身
の
抱
え
た
事
情
に

向
け
ら
れ
た
の
な
ら
、
私
の
人
生
を
動
か
し
て
き
た
の
は
、
私
で
な

い
こ
と
は
確
か
で
す
。「
そ
う
い
う
事
情
を
抱
え
た
我
が
身
を
、
だ
か

ら
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
」
の
問
い
に
、
努
力
を
振
り
向
け
な
い

と
、
自
分
の
人
生
の
主
役
が
自
分
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
で
す
か
。
だ
か
ら
こ
そ
仏
道
を
一
緒
に
歩
み
ま
し
ょ
う
と
、
呼
び

か
け
て
い
く
の
が
僧
衣
を
着
る
こ
と
を
選
ん
だ
私
達
の
役
割
か
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
衣
食
住
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
努
力
を
重
ね

て
い
く
の
が
世
間
の
知
恵
な
ら
ば
、
そ
の
努
力
を
重
ね
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
身
を
、
だ
か
ら
こ
そ
ど
う
生
き
る
の
か
と
い
う
道
を
求
め

る
と
こ
ろ
に
出
世
間
の
知
恵
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

食
べ
な
け
れ
ば
死
ぬ
身
で
す
が
、
食
べ
て
も
死
ぬ
身
を
ど
う
生
き

る
の
か
と
い
う
事
を
世
間
に
問
い
続
け
て
い
く
こ
と
を
放
棄
す
れ

ば
、
ど
れ
だ
け
寺
を
守
ろ
う
と
衣
を
着
て
い
よ
う
と
、
そ
の
道
は
世

間
を
一
歩
も
出
る
こ
と
の
な
い
、
つ
ま
り
仏
道
で
は
な
い
と
い
わ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
頃
、あ
の
時
の
お
婆
ち
ゃ
ん
が
言
わ
れ
た「
お

前
さ
ん
、
そ
の
十
年
、
何
を
な
さ
る
御
つ
も
り
や
」
の
質
問
が
厳
し

く
私
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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響
き
ま
し
た
。
最
初
は
一
緒
に
称
え
て

い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
聞
い
た
ほ
う

が
い
い
と
思
い
ま
し
た
。
五
十
二
人
の

声
が
一
つ
に
な
っ
て
、
講
堂
に
響
き
渡

り
、
そ
の
響
き
の
真
ん
中
に
座
っ
て
い

た
ら
胸
が
熱
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
本

気
の
声
が
響
い
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

翌
日
の
閉
講
式
で
道
場
長
が
前
日
の

夕
事
勤
行
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

「
朝
、
講
堂
に
入
っ
た
ら
、
昨
夜
の
夕
事

勤
行
の
余
韻
が
講
堂
に
残
っ
て
い
ま
し

た
」
と
話
さ
れ
、
や
は
り
道
場
長
も
感
動

さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
降
私
は
お
内
仏
の
前
に
座
る

�

田
中　

智
之

　

隋
唐
時
代
の
高
僧
、
光
明
寺
和
尚
善

導
は
、『
観
無
量
寿
経
』の
四
部
作
の
注
釈

書
で
あ
り
、
禅
定
観
法
の
で
き
な
い
下

品
下
生
の
凡
夫
の
た
め
の
称
名
念
仏
に

よ
る
浄
土
往
生
の
教
説
と
そ
の
宗
教
的

実
践
を
示
し
た
『
観
経
四
帖
疏
』
を
記
し

て
い
る
。
こ
の
書
の
中
で
「
機
の
深
信
」

と
「
法
の
深
信
」
の
二
種
深
信
に
よ
り
、

弥
陀
の
本
願
力
に
生
か
さ
れ
て
往
生
す

る
こ
と
を
我
が
命
の
願
い
と
自
覚
す
る

心（
回
向
発
願
心
）を
説
明
す
る
た
め
に
、

自
身
及
び
我
々
凡
夫
の
求
道
の
姿
と
し

て
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
の
内
容
を
脚
色

し
て
、「
二
河
譬
」を
記
し
て
い
る
。

　

以
下
、「
三
定
死
」と
言
わ
れ
る
一
節
を

引
用
す
る
。

　
『
自
ら
思

念
す
ら
く
、

「
我
今
回か

え

ら

ば
ま
た
死
せ

ん
、
住と

ど

ま
ら

ば
ま
た
死

せ
ん
、
去
か

ば
ま
た
死
せ

ん
。
一
種
と

し
て
死
を
勉ま

ぬ
か

れ
ざ
れ
ば
、

我
寧や

す

く
こ
の

路
を
尋た

ず

ね
て

前さ
き

に
向
こ
う

て
去ゆ

か
ん
。

す
で
に
こ
の

道
あ
り
。
必

ず
度
す
べ

し
』と
。

　

金
沢
真
宗

学
院
に
お
け

る
歩
み
は
、
常
に
私
自
身
の
努
力
と
そ

の
成
果
を
確
認
す
る
日
々
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
寺
院
の
法
要
や
葬
儀
で

必
要
と
さ
れ
る
知
識
や
読
経
（
声
明
）
の

技
術
の
修
得
に
限
ら
れ
、
こ
れ
ら
仏
事

を
通
じ
て
の
御
門
徒
さ
ん
の
死
は
あ
く

ま
で
私
と
は
一
線
を
画
す
死
、
つ
ま
り
、

「
他
人
の
死
」で
あ
っ
た
。
そ
の「
他
人
の

死
」
の
悲
し
み
が
、
学
院
で
学
ん
だ
こ
と

と
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。

　

金
沢
真
宗
学
院
を
卒
業
す
る
に
あ
た

っ
て
、「
二
河
譬
」に
お
け
る
視
座
、
す
な

わ
ち
、
弥
陀
の
本
願
に
生
か
さ
れ
、
私
自

身
の
生
死
が
問
わ
れ
る
世
界
、
願
往
生

の
道
に
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
る
の
か

を
、
こ
の
三
年
間
を
振
り
返
り
な
が
ら

深
く
問
い
直
す
機
会
を
今
、
い
た
だ
い

て
い
る
。

 

嶋
作　

三
枝
子

　

長
き
に
わ
た
っ
て
金
沢
真
宗
学
院
に

通
わ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
沢
山
の
感
動

を
頂
き
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
言
葉
に
で

き
ず
に
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

振
り
返
れ
ば
、
寺
族
で
な
い
私
は
声

明
作
法
が
苦
手
で
し
た
。
あ
る
日
の
授

業
で「
お
声
明
で
大
事
な
の
は
聞
く
こ
と

で
す
」
と
教
え
て
頂
き
、
そ
れ
か
ら
は
聞

く
こ
と
に
集
中
し
て
、
授
業
を
受
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

後
期
教
師
修
練
で
は
、
毎
日
、
夕
事
勤

行
が
勤
ま
り
、
各
班
が
順
番
に
鏧
役
・

調
声
人
・『
御
文
』
の
拝
読
を
分
担
し
ま

し
た
。
初
日
か
ら
五
日
目
迄
は
正
信
偈

草
四
句
目
下
、
念
仏
讃
淘
三
、
和
讃
は
各

班
が
決
め
て
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最

終
日
の
班
は
正
信
偈
真
四
句
目
下
・
念

仏
讃
淘
五
・
和
讃「
三
朝
浄
土
の
大
師
等
」

で
し
た
。
多
く
の
修
練
生
は
足
の
心
配

と
若
干
の
不
安
と
緊
張
を
も
っ
て
勤
行

に
臨
ん
で
い
た
と
思
い
ま
す
。
当
日
は

そ
の
不
安
と
緊
張
を
持
っ
て
聞
い
た
た

め
か
、
場
の
空
気
か
、
私
に
は
鏧
の
音
が

と
て
も
厳
か
に
聞
こ
え
ま
し
た
。
調
声

人
の
声
も
落
ち
着
い
て
お
り
、
続
く
修

練
生
と
先
生
方
の
声
が
大
き
く
講
堂
に

真
宗
学
院
を
卒
業
し
て

卒業式（2019.3.28）
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そ
の
中
で
も「
全
て
は
関
係
性
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
」と
い
う
の
は
好
き
な

教
え
の
ひ
と
つ
で
す
。
日
常
の
何
気
な

い
出
来
事
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
様
々
な

連
続
し
た
関
係
の
結
果
。
考
え
て
み
れ

ば
当
た
り
前
の
こ
と
の
様
に
感
じ
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
も
う

少
し
丁
寧
に
見
て
い
く
の
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
と
い
う
お
話
で
し
た
。

　

こ
こ
で
冒
頭
の
「
自
分
を
通
し
て
」
と

い
う
視
点
で
も
考
え
て
み
ま
し
た
。
世

界
は
関
係
し
あ
っ
て
出
来
て
い
る
。
自

分
は
そ
の
中
の
ど
の
辺
り
に
居
る
で
し

ょ
う
か
。

　

ど
う
に
も
、
居
な
い
こ
と
が
多
い
よ

う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
周
り
と
自
分

を
切
り
離
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が

多
々
あ
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
気
づ
き
は
少
し
シ
ョ
ッ
ク
な
も
の
で

し
た
が
、
学
院
で
学
ぶ
機
会
を
い
た
だ

�

二
年
生　

南
部　

唯
称

　

私
が
真
宗
学
院
に
入
学
し
て
、
一
年

が
経
ち
ま
し
た
。
元
々
家
を
継
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
せ
っ
か
く
お
寺
と

い
う
場
に
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
学
ん
で

お
き
た
い
な
ど
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

理
由
と
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
っ
た
為
に
こ

の
学
院
に
入
学
を
決
め
ま
し
た
。

　

入
学
し
て
み
て
思
っ
た
こ
と
は
、
ま

ず
私
が
お
寺
に
生
ま
れ
て
い
な
が
ら
仏

教
に
つ
い
て
本
当
に
何
も
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
学
院
で
聞
く

こ
と
全
て
が
新
鮮
で
、
新
し
い
発
見
ば

か
り
で
し
た
。

　

そ
う
い
う
お
話
の
中
で
、
い
つ
も
頭

だ
け
で
考
え
て
し
ま
い
、
感
覚
が
追
い

つ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
特
に
「
た
だ
念
仏
す
る
」
と
い
う
こ

と
は
と
て
も
難
し
く
、
理
解
が
難
し
い

も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
そ
れ
を
肌
で
感
じ
ら
れ
た
と

思
え
た
き
っ
か
け
は
在
学
中
の
祖
父
の

死
で
し
た
。
亡
く
な
っ
た
祖
父
は
短
い

不
定
期
な
日
記
を
残
し
て
お
り
、
自
ら

の
体
調
を
察
し
て
死
へ
の
不
安
を
感
じ

な
が
ら
も
必
死
に
一
日
を
生
き
、
ま
た

そ
う
で
き
た
こ
と
を
感
謝
し「
南
無
阿
弥

陀
仏
」を
称
え
る
よ
う
な
内
容
が
綴
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
た
と
き
、
私
は

こ
れ
が
「
た
だ
念
仏
す
る
」
と
い
う
こ
と

な
の
か
も
し
れ
な
い
、
そ
ん
な
風
に
考

え
ま
し
た
。

　

こ
の
考
え
が
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、

そ
れ
を
置
い
て
も
、
も
し
学
院
に
通
っ

て
い
な
か

っ
た
ら
私

は
こ
ん
な

こ
と
も
考

え
ず
、
祖

父
の
日
記

も
た
だ
通

り
過
ぎ
る

だ
け
の
も

の
だ
っ
た

か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
う
や
っ
て
祖
父
の
死
を
見

つ
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
私
に
と
っ

て
と
て
も
得
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
そ

し
て
そ
の
得
が
た
い
こ
と
を
得
る
き
っ

か
け
を
く
れ
た
こ
の
一
年
に
感
謝
し
な

が
ら
、
残
り
の
二
年
、
ま
だ
ま
だ
分
か
ら

な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
が
頑
張
っ
て
学

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

二
年
生　

舩
見　

圭
祐

　

真
宗
学
院
入
学
式
で
の
学
院
長
の
お

言
葉
に
、「
自
分
を
通
し
て
物
事
を
み
る
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

物
事
は
自
分
を
排
し
、
俯
瞰
し
て
み
た

方
が
賢
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ

を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
結
果
、
あ
ま
り
自

身
の
考
え
を
持
た
な
い
人
間
に
な
っ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
提
示

さ
れ
た
、
言
っ
て
み
れ
ば
真
逆
の
考
え
方

で
す
。
自
分
に
と
っ
て
難
し
い
も
の
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
ま
し
た
。
入
学
初
日
に
触

れ
た
そ
う
い
う
視
点
に
、
新
鮮
な
驚
き
を

持
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

一
年
間
、
真
宗
に
ま
つ
わ
る
色
々
な

事
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
宗
教

を
学
ん
だ
と
い
う
よ
り
は
、
今
ま
で
生

き
て
き
た
中
で
積
み
上
げ
た
色
々
な
考

え
方
、
そ
の
別
の
視
点
を
紹
介
し
て
い

た
だ
い
た
よ
う
な
感
覚
で
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
レ
ポ
ー
ト

時
、
こ
の
最
終
日
の
夕
事
勤
行
を
思
い

出
し
ま
す
。
そ
れ
は
少
し
背
筋
が
伸
び
、

私
の
響
き
を
聞
き
、
自
分
を
見
つ
め
る

時
間
に
な
り
ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
時

間
と
機
会
を
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

移動研修会（2018.9.1 ～ 2）
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も
あ
り
ま

す
が
、
自

分
一
人
で

通
う
こ
と

が
で
き
た

わ
け
で
は

な
く
、
家

族
や
職
場

の
人
の
お

か
げ
で
、

亡
く
な
っ

た
猫
と
一
緒
に
通
う
こ
と
が
で
き
て
い

る
の
だ
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
き
た
の
は
、
教
義
や
儀
式
作

法
を
学
ぶ
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
私
自

身
の
生
き
方
を
確
か
め
る
た
め
だ
け
で

も
な
く
、
色
ん
な
人
の
求
道
心
に
触
れ

さ
せ
て
頂
い
て
、
頷
け
る
自
分
を
知
る

た
め
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

残
り
の
一
年
を
、
大
切
に
過
ご
し
て
い

き
た
い
で
す
。

い
た
こ
と
で
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考

え
る
時
間
は
増
え
ま
し
た
。

　

二
年
目
に
は
ど
の
よ
う
な
気
づ
き
が

あ
る
で
し
ょ
う
か
。
楽
し
み
な
よ
う
な
、

怖
い
よ
う
な
、そ
ん
な
気
持
ち
で
い
ま
す
。

�

三
年
生　

玄
澤　

映
希

　

宗
教
は
危
険
で
非
合
理
的
だ
。
こ
の

様
な
印
象
を
宗
教
に
抱
い
て
い
る
人
は

多
い
だ
ろ
う
。
私
も
そ
の
一
人
だ
。
そ
の

考
え
は
真
宗
学
院
で
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど

強
く
な
る
。

　

学
院
と
い
う
か
ら
に
は
仏
教
の
知
識

を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
学
ぶ
も
の
だ
と
思

っ
て
い
た
。
し
か
し
入
学
し
て
み
る
と

知
識
は
た
だ
の
オ
マ
ケ
み
た
い
な
も
の

で
、
大
切
な
の
は
仏
道
の
生
き
方
や
仏

教
の
考
え
方
で
あ
る
と
知
っ
た
。
仏
教

は
非
合
理
的
だ
。
し
か
し
非
合
理
的
で

な
い
人
生

や
生
き
方

な
ど
あ
る

の
だ
ろ
う

か
。
は
た

し
て
そ
れ

は「
人
」と

言
え
る
の

だ
ろ
う
か

　
「
真
理
」

と
は
間
違

い
で
な
い
道
理
の
事
だ
。
難
し
く
聞
こ

え
る
が
、
か
み
砕
く
と
当
た
り
前
の
こ

と
だ
。
仏
教
は
あ
た
り
前
の
事
を
学
ぶ
。

た
だ
、
そ
の
あ
た
り
前
の
事
を
学
院
で

学
ぶ
こ
と
が
き
つ
い
の
だ
。
そ
こ
に
は

反
論
な
ど
な
い
。
喉
元
ま
で
「
そ
れ
は
違

う
」
と
出
か
け
て
い
る
が
出
な
い
の
だ
。

何
故
か
。
私
が
間
違
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
自
分
の

中
の
根
本
的
な
も
の
を
否
定
さ
れ
る
よ

う
な
気
分
に
な
る
。
時
に
は
自
分
が
惨

め
で
情
け
な
く
感
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

宗
教
は
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
壊
す
可
能

性
が
あ
る
。
と
て
も
危
険
だ
。
し
か
し
、

宗
教
以
外
は
安
全
な
の
か
。
こ
れ
ま
で

の
自
分
を
壊
す
こ
と
は
い
け
な
い
事
な

の
か
。

　

学
院
に
入
学
し
、
私
の
中
の
様
々
な

価
値
観
や
常
識
が
壊
れ
、
変
化
し
た
。
前

文
の
よ
う
な
考
え
方
も
出
来
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
何
よ
り
自
分
を
受
け
入
れ
る

事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
し
、
昔

の
自
分
が
今
の
自
分
を
見
た
ら
、
間
違

い
な
く
「
負
け
犬
」
と
言
う
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
負
け
犬
だ
ろ
う
が
勝
ち
犬
だ
ろ

う
が
、
そ
こ
に
「
い
る
」
だ
け
で
良
い
と

い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
変
化

が
好
ま
し
い
も
の
か
は
私
に
は
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
入
学
前
よ
り
間
違
い
な

く
生
き
や
す
く
な
っ
た
の
は
確
か
だ
。

�

三
年
生　

星
名　
　

思

　

金
沢
真
宗
学
院
に
入
学
さ
せ
て
頂
い

て
、
二
年
が
経
ち
ま
し
た
。
い
つ
ぞ
や
短

期
大
学
生
だ
っ
た
頃
、
実
家
に
い
る
猫

と
一
緒
に
い
た
く
て
、
早
く
帰
り
た
い
、

辛
い
、
そ
ん
な
二
年
だ
っ
た
こ
と
を
覚

え
て
い
ま
す
。
同
じ
長
さ
で
あ
る
の
に
、

真
宗
学
院
で
の
二
年
と
い
う
時
間
は
、

自
分
に
と
っ
て
大
切
な
時
間
の
よ
う
に

思
え
ま
す
。

　

今
ま
で
の
私
は
、
自
分
に
も
周
り
に

対
し
て
も
無
関
心
だ
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
に
、
度
々
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
そ
れ

は
今
ま
で
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
な
か
っ
た
、「
分
別
心
」を
起
こ
し

て
し
ま
う
こ
と
や
、
知
ら
ず
と
行
っ
て

し
ま
う
「
罪
悪
」
と
い
っ
た
仏
教
的
な
視

点
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

学
院
に
通
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
と

し
て
多
く
の
人
と
時
間
を
一
緒
に
過
ご

せ
た
こ
と
、
日
常
の
お
話
や
、
感
話
を
聞

い
て
、
誰
も
が
色
ん
な
環
境
と
状
況
の

中
、
様
々
な
気
持
ち
に
動
か
さ
れ
て
こ

こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
頷
く
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
や

体
験
や
思
い
が
、
必
ず
し
も
共
感
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
ど
こ
と
な
く

少
し
共
鳴
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。そ
し
て
、私
自
身
も
こ
の
二
年
間
、

自
分
の
意
思
で
来
た
と
開
き
直
る
こ
と

移動研修会（2018.9.1 ～ 2）
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２
０
１
８
年
６
月
29
日 

坂
谷　

学
称 

氏 

本
廟
部
堂
衆 

お
給
仕
の
こ
こ
ろ

２
０
１
８
年
７
月
５
日 

藤
場　

芳
子 

氏 

金
沢
教
区
常
讃
寺
副
住
職 
女
人
性
と
い
う
差
別

 
 

女
性
室
ス
タ
ッ
フ 

 
～
教
え
と
現
実
の
は
ざ
ま
で
～

２
０
１
８
年
７
月
27
日 

宮
下　

晴
輝 

氏 

大
谷
大
学
名
誉
教
授 

な
ぜ
仏
土
な
の
か
と
い
う

 
問
い
を
前
に
し
て

２
０
１
８
年
８
月
23
日 

田
畑　

正
久 

氏 

佐
藤
第
二
病
院
院
長 

医
療
現
場
で
求
め
ら
れ
る
仏
教

 
 

龍
谷
大
学
大
学
院
教
授

２
０
１
８
年
８
月
24
日 

三
木　

彰
円 

氏 

大
谷
大
学
教
授 

『
教
行
信
証
』の
課
題
と

２
０
１
８
年
12
月
14
日  

願
い
①
、
②

２
０
１
８
年
９
月
14
日 

西
本　

祐
攝 

氏 

大
谷
大
学
講
師 

清
沢
満
之
と
宗
教

２
０
１
８
年
10
月
17
日 

堀
田　

護 

氏 

岡
崎
教
区
第
七
組
本
宗
寺
住
職 

真
宗
の
仏
事（
大
谷
派
声
明
）

 
 

全
国
准
堂
衆
会
会
長

２
０
１
８
年
10
月
25
日 

安
藤　

弥 

氏 

同
朋
大
学
教
授 

東
本
願
寺
総
会
所
の
歴
史

２
０
１
８
年
12
月
19
日 

小
谷
信
千
代 

氏 

大
谷
大
学
名
誉
教
授 

親
鸞
の
往
生
論

 

開　

催　

日 

講　
　
　

師 

講　
　
　

題

輪
灯
の
正
面
、
建
水
板
の
上
下
の
見
分

け
方
な
ど
細
か
な
実
務
的
な
視
点
を
交

え
た
話
や
御
仏
供
と
斎
・
非
時
・
点
心
、

打
敷
の
柄
と
季
節
、
打
敷
と
華
束
、
香
盒

と
焼
香
の
頻
度
な
ど
関
連
性
を
交
え
た

話
が
あ
っ
た
。

　
「
お
給
仕
の
こ
こ
ろ
」
と
は
、
ま
ず
仏

と
し
っ
か
り
向
き
合
い
、
物
理
的
に
で

き
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
本
来
、
何
の
た

め
に
こ
の
荘
厳
が
整
え
ら
れ
る
の
か
を

し
っ
か
り
心
得
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
当
派
で
は
阿
弥
陀
堂
を
は
じ
め

金
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

色
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
普
遍

性
、
つ
ま
り
、
浄
土
の
世
界
を
表
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
本
来
は
色
も
形
も
ま
し

ま
さ
ず
の
法
性
法
身
の
世
界
が
方
便
法

身
の
本
尊
、
そ
し
て
荘
厳
を
通
し
て
、
凡

夫
で
あ
る
私
に
働
き
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
合
掌
し
念
仏
申
す

大
切
な
ご
縁
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。

　

日
頃
の
お
給
仕
の
大
切
さ
を
再
確
認

す
る
と
と
も
に
、
誰
に
で
も
で
き
る
お

給
仕
が
清
掃
で
あ
る
と
の
ご
指
摘
通
り
、

ま
ず
は
そ
こ
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。

 

（
黒
川　

智
光
）

　

本
山
御
堂
衆
の
坂
谷
学
称
氏
に
よ
る

今
回
の
特
別
講
義
は
「
お
給
仕
の
こ
こ

ろ
」と
題
し
て
行
わ
れ
た
。

　
「
お
荘
厳
と
は
昨
日
今
日
で
き
た
も
の

で
は
な
く
、
長
い
年
月
を
か
け
て
洗
練

さ
れ
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
先
達
が
守
り
伝
え
て
き
た
も
の

を
今
担
っ
て
い
る
の
が
我
々
と
も
言
え

る
。
そ
し
て
、
そ
の
受
け
継
い
だ
も
の
を

次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
責
務
が
我
々

に
は
あ
る
。」
と
い
う
こ
と
が
教
師
と
な

る
者
の
立
ち
位
置
と
し
て
ま
ず
確
認
さ

れ
た
。
次
に
中
尊
前
、祖
師
前
、御
代
前
、

余
間
の
順
に
平
常
の
荘
厳
と
法
要
時
の

荘
厳
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
戦
時
中
に
防
火
の
た
め
止
む
を
得

ず
お
灯
明
に
灯
芯
で
は
な
く
電
気
を
使

用
し
た
こ
と
な

ど
本
山
の
歴
史

に
触
れ
な
が
ら

瓔
珞
、
菊
灯
、

三
具
足
、
香
盤

な
ど
の
仏
具
に

つ
い
て
述
べ
ら

れ
た
。
ま
た
一

見
同
じ
よ
う
に

見
え
る
華
瓶
や

　

当
学
院
の
特
別
講
義
は
、
年
に
十
回
ほ
ど
開
か
れ
ま
す
。
各
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
先
生
方
が
、
指
導
や
学
院
生
に
向
け
、
専
門
的
な
知
識
を
踏
ま
え
て
丁
寧
に
お
話
し

さ
れ
ま
す
。

　

今
回
よ
り
、
講
義
内
容
の
ほ
ん
の
一
端
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
限
ら
れ
た

文
面
で
は
誤
解
や
不
都
合
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
学
院
卒
業
生

を
は
じ
め
、
皆
様
方
に
少
し
で
も
教
え
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
く
、
こ
の
よ
う
な
形
を

も
っ
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

金
沢
真
宗
学
院
特
別
講
義 

開
催
報
告

坂
谷
　
学
称 

氏

　「
お
給
仕
の
こ
こ
ろ
」

２
０
１
８
年
度　

金
沢
真
宗
学
院
特
別
講
義　

開
催
一
覧
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浄
土
真
宗
の
信
仰
を
持
つ
も
の
に
と

っ
て
「
仏
土
」
と
い
う
言
葉
は
、
よ
く
確

か
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
使
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

講
義
を
聞
き
な
が
ら
、「
仏
土
」と
い
う
言

葉
の
前
を
素
通
り
し
て
い
る
自
分
に
ま

ず
気
づ
か
さ
れ
た
。

　

仏
弟
子
の
信
仰
と
は
つ
ま
り
、
仏
陀

の
教
説
を
ど
の
よ
う
な
課
題
を
持
っ
て

聞
き
取
っ
た
か
と
い
う
、
仏
弟
子
た
ち

に
よ
る
「
如
是
我
聞
」
で
あ
る
。
釈
尊
は

老
・
病
・
死
の
苦
を
い
か
に
し
て
超
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
を
課
題
と
し
て
出

家
し
た
。
そ
し
て
つ
い
に
菩
提
樹
の
も

と
で
悟
り
を
開
き
、
生
死
の
苦
し
み
を

超
え
ら
れ
た
。
い
か
に
し
て
我
々
も
釈

尊
の
よ
う
に
生
死
の
苦
し
み
か
ら
解
放

さ
れ
る
か
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
、
釈

尊
の
教
説
を「
如
是
我
聞
」し
た
。

　

そ
こ
か
ら
な
ぜ
、
大
乗
仏
教
が
興
っ

て
き
た
の
か
。
そ
も
そ
も
大
乗
仏
教
と

は
何
か
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
に
は
、

ま
ず
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
と
は
何
か
を
知

る
必
要
が
あ
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
は
、

釈
尊
の
過
去
世
に
お
け
る
求
道
（
供
養
）

物
語
で
あ
る
。
物
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
衆
生
」
で
あ
る
。
釈
尊
は
な
ぜ
生
ま
れ

変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
菩
提
を
求
め

た
か
。
そ
れ
は
衆
生
を
救
済
す
る
た
め

で
あ
る
。
一
切
の
衆
生
を
救
済
す
る
た

め
に
菩
提
を
求
め
る
釈
尊
は
「
菩
薩
」
と

呼
ば
れ
た
。
菩
薩
の
誓
願
の
内
容
は
、
一

切
衆
生
の
仏
道
の
成
就
で
あ
る
。
釈
尊

が
仏
陀
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
菩

薩
の
誓
願
が
成
就
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
を
通
し
て
釈

尊
観
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。「
衆
生
と

共
に
歩
ん
だ
仏
陀
と
同
じ
心
で
我
わ
れ

も
ま
た
歩
み
た
い
」と
願
う
仏
弟
子
た
ち

が
誕
生
し
、
大
乗
仏
教
と
い
う
新
た
な

教
説
を
「
如
是
我
聞
」
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
自
利
と
利
他
が
同
時
に

実
現
さ
れ
る
場
所
を
表
わ
す
言
葉
が
必

要
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が

「
仏
土
」と
い
う
言
葉
で
は
な
い
か
。

　

今
回
の
講
義
は
、
大
乗
仏
教
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
も
い
え
る
「
仏
土
」
と
い
う

言
葉
の
前
に
立
ち
止
ま
り
な
が
ら
、
何

と
か
そ
の
課
題
を
聞
き
当
て
ん
と
し
て

き
た
宮
下
氏
の
仏
教
研
究
の
歩
み
そ
の

も
の
を
話
さ
れ
た
、
と
て
も
意
義
深
い

講
義
だ
っ
た
。 

（
平
野　

喜
之
）

　

田
畑
正
久
先
生
は
、
九
州
大
学
医
学

部
に
在
籍
中
、
仏
教
青
年
会
で
細
川
巌い

わ
お

師
に
師
事
す
る
。
医
療
と
仏
教
が
同
じ

課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
は
は
っ
き

り
し
な
か
っ
た
が
、
埼
玉
医
科
大
学
哲

学
の
秋あ

き

月づ
き

龍り
ょ
う

珉み
ん

先
生
が
医
学
部
の
学
生

に
「
医
療
の
世
界
は
、
人
間
が
生
ま
れ
て

老
い
て
病
気
で
死
ぬ
と
い
う
生
老
病
死

に
関
わ
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
仏
教
が

二
千
五
百
年
前
か
ら
こ
の
生
老
病
死
に

取
り
組
み
、
そ
の
解
決
方
法
を
見
出
し

て
い
る
。
同
じ
こ
と
を
課
題
と
す
る
わ

け
で
す
か
ら
、
医
療
に
携
わ
る
者
は
ぜ

ひ
と
も
仏
教
的
教
養
を
持
っ
て
ほ
し
い
」

と
語
り
か
け
て
い
る
も
の
を
読
み
、
非

常
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
以
下
、
印
象
に
残
っ
た
氏
の
言
葉

を
要
約
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

医
療
は
、
病
気
や
怪
我
を
し
た
人
を

健
康
な
状
態
に
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

苦
を
少
な
く
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
良
く
な
る
間

だ
け
で
あ
る
。
具
体
的
な
老
病
死
に
直

面
し
た
時
に
は
何
も
施
し
よ
う
が
な
い
。

痛
み
を
緩
和
す
る
治
療
は
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
は
お
手
上
げ

だ
。

　

仏
教
の
生
死
を
超
え
る
道
は
、
仏
さ

ま
の
智
慧
を
い
た
だ
く
、
禅
宗
で
は
悟

り
、
真
宗
で
は
信
心
を
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
私
の
思
い
が
現
実
を
受
容

す
る
。
病
気
と
い
う
現
実
と
思
い
が
離

れ
、
良
く
な
ら
な
い
状
態
と
な
っ
た
と

し
て
も
、「
こ
れ
が
私
の
引
き
受
け
る
べ

き
現
実
。
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
受
け
止
め

生
き
切
っ
て
い
く
世
界
が
持
て
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
医
療
者
と
仏
教
者
が
一

緒
に
な
っ
て
、
一
人
の
患
者
さ
ん
に
向

き
合
う
協
力
関
係
を
培
う
こ
と
が
望
ま

し
い
の
で
あ
る
。

　

延
命
は
、
医
者
の
自
己
満
足
で
な
い

だ
ろ
う
か
。
患
者
さ
ん
に
は
、
延
命
よ
り

は
る
か
に
強
い
欲
求
が
あ
る
。
長
生
き

し
て
何
か
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
。「
健

康
で
長
生
き
」

は
、
何
か
を
実

現
す
る
為
の
手

段
、
方
法
で
あ

り
、
そ
れ
が
目

的
に
な
る
と
、

老
病
死
に
捕
ま

り
不
幸
の
完
成

で
終
わ
っ
て
し

ま
う
。
患
者
さ

田
畑
　
正
久 

氏

　「
医
療
現
場
で
求
め
ら
れ
る
仏
教
」

宮
下
　
晴
輝 

氏

　「
な
ぜ
仏
土
な
の
か
と
い
う

 

問
い
を
前
に
し
て
」
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め
た
も
の
で
あ
る
。「
浄
土
真
宗
」を
顕
か

に
す
る
た
め
に
、
一
つ
の
テ
ー
マ
ご
と

に
ご
自
釈
（
聖
人
自
ら
解
釈
し
た
内
容
）

を
記
し
、
そ
れ
を
軸
に
し
て
「
文
類
」
を

分
類
・
整
理
し
て
い
く
「
教
行
信
証
」
の

基
本
的
な
骨
組
み
に
つ
い
て
も
触
れ
ら

れ
た
。

　

後
半
は
、
聖
人
ご
自
身
の
経
典
を
読

む
姿
勢
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。『
大
経
』

異
訳
本
を
は
じ
め
、
膨
大
な
経
典
の
中

の
要
と
な
る
文
章
（「
要
文
」）
を
ど
の
よ

う
に
見
出
し
て
い
か
れ
た
の
か
。
そ
れ

は
聖
人
が
「
経
論
」
を
繰
り
返
し
読
ま
れ

た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
論
拠
と

し
て
「
総
序
」
の
文
を
取
り
上
げ
、
問
い

を
も
っ
て
何
度
も
繰
り
返
し
読
ま
れ
た

聖
人
の
姿
勢
に
触
れ
ら
れ
る
。『「
総
序
」

　
「
教
行
信
証
」
と
は
ど
の
よ
う
な
書
物

な
の
か
。
師
は
「
顕け

ん

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

実じ
つ

教き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

文も
ん

類る
い

」
と
い
う
正
式
な
題
名
に
も
と
づ
い

て
、「
顕
」・「
浄
土
」・「
真
実
」・「
教
・
行
・

証
」と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
説
明

さ
れ
る
。
こ
と
に「
教
・
行
・
証
」を「
宗
」

と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、「
教
え
を
よ
り

所
と
し
て
道
を
歩
む
も
の
に
な
り
、
そ

の
上
で
大
切
な
も
の
（「
浄
土
」）
が
開
か

れ
る
」
と
説
明
さ
れ
た
上
で
、
そ
う
い
う

「
浄
土
・
真（
実
）・
宗
」を「
文
類
」と
い

う
方
法
に
よ
っ
て
顕
か
に
さ
れ
た
も
の

が
、
い
わ
ゆ
る
「
教
行
信
証
」
で
あ
る
と

先
ず
押
さ
え
ら
れ
た
。

　
「
文
類
」と
は
、「
浄
土
三
部
経
」を
中
心

と
し
た
大
乗
経
典
、
ま
た
は
七
高
僧
を

は
じ
め
中
国
・
朝
鮮
の
論
書
な
ど
を
集

ん
の
視
点
に
立
つ
、
患
者
さ
ん
の
人
生

観
、
価
値
観
に
寄
り
添
う
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

　

細
川
巌
先
生
に
、
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ

ん
弱
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
く
患
者
さ
ん

に
、
ど
う
い
う
言
葉
を
掛
け
れ
ば
い
い

か
質
問
し
た
。
す
る
と
先
生
は
「
一
つ
に

は
、『
お
任
せ
す
る
』
こ
と
が
大
事
だ
か

ら
、『
お
任
せ
す
る
』こ
と
を
し
っ
か
り
言

っ
て
あ
げ
な
さ
い
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ

は
、『
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
』こ
と
を

し
っ
か
り
言
っ
て
あ
げ
な
さ
い
」と
仰
っ

た
。
一
日
一
日
精
一
杯
生
き
て
、
あ
と
は

仏
さ
ま
に
お
任
せ
す
る
。

　

医
者
で
あ
り
、
念
仏
者
で
あ
る
先
生

の
講
義
は
、
僧
侶
の
尻
を
叩
き
、
問
を
突

き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 

（
永
藁　

和
也
）

三
木
　
彰
円 
氏

　「
教
行
信
証
」の
課
題
と
願
い
①

と
は
、「
教
行
信
証
」を
お
書
き
に
な
ら
れ

た
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
で
あ
り
、
身
の
事

実
と
な
っ
て
伝
わ
っ
た
感
動
で
す
』。
そ

れ
故
、「
総
序
」の
中
の「
聞も

ん

思し

し
て
遅ち

慮り
ょ

す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
は
、
聖
人
の
呼
び

か
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
え
る
私
た
ち

は
、
漢
文
が
難
し
い
と
か
、
分
か
る
か
分

か
ら
な
い
か
で
は
な
く
、
自
ら
が〝
聞
く
〟

と
い
う
と
こ
ろ
に
立
つ
こ
と
が
、「
教
行

信
証
」を
学
ぶ
出
発
点
で
あ
る
と
力
説
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
皆
さ
ん
方
は
親
鸞
聖
人
が
聞
き
と

ら
れ
た
お
言
葉
を
聞
こ
う
と
は
思
い
ま

せ
ん
か
？
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
上
で
、

『
聖
人
へ
の
敬
い
、
そ
し
て
聖
人
が
敬
っ

た
こ
と
が
ら
を
敬
う
こ
と
を
、
私
た
ち

の
と
こ
ろ
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、「
教
行
信
証
」は
入
り
口
の
広

い
聖
教
で
あ
る
』と
言
わ
れ
た
師
の
言
葉

が
、
私
自
身
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。
限
ら

れ
た
時
間
の
中
で
、「
教
行
信
証
」を
学
ぶ

た
め
の
最
も
大
切
な
視
点
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

 

（
大
窪　

康
充
）

　

二
回
目
の
講
義
は
、
親
鸞
聖
人
が
な

ぜ
「
教
行
信
証
」
と
い
う
書
物
を
お
書
き

に
な
っ
た
の
か
、
い
わ
ば
な
ぜ
浄
土
の

真
宗
を
顕
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
中
心
に
お
話

を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は
先
ず
、
聖
人
ご

自
身
が
浄
土
の
真
宗
と
出
あ
っ
た
か
ら

だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
出
あ
い
と

は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」、
師
は

「
自
分
の
身
の
上
に
お
い
て
起
こ
っ
た
事

実
を
確
か
め
続
け
る
こ
と
、
そ
れ
も
自

分
の
思
い
の
中
で
確
か
め
る
の
で
は
な

く
、
本
願
と
の
関
わ
り
の
中
で
確
か
め

続
け
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
」と
語
ら
れ
た

上
で
、「
そ
の
出
あ
い
と
は
あ
ら
ゆ
る
者

に
開
か
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」と
押
さ
え
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
当
時
の
聖
人
を
と
り
ま
く

状
況
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
法
然
上

人
に
師
事
し
、
仏
教
は
浄
土
に
往
生
す

る
以
外
に
な
い
と
い
う
浄
土
宗
の
立
場

に
あ
る
聖
人
は
、
比
叡
山
や
奈
良
な
ど

の
他
の
仏
教
か
ら
問
い
詰
め
ら
れ
る
。

念
仏
や
浄
土
の
教
え
は
、
仏
教
全
体
の

一
部
分
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
だ
け
を
独
立

さ
せ
て
「
専
修
」
の
み
を
う
っ
た
え
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま
た
、
出
家

や
戒
律
を
無
視
し
、
し
か
も
三さ

ん

昧ま
い

行ぎ
ょ
う

の

三
木
　
彰
円 

氏

　「
教
行
信
証
」の
課
題
と
願
い
②
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え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
に

真
実
の
仏
教
が
あ
る
の
か
を
確
か
め
る

た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
教
え

ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
ど
ん
な
人
々
で
も

迷
い
を
超
え
て
い
く
専
修
念
仏
の
仏
道

は
、
ま
さ
し
く
日
常
の
生
活
の
中
に
こ

そ
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
歩

踏
み
込
ん
だ
視
点
ま
で
語
っ
て
い
た
だ

い
た
よ
う
に
思
う
。
最
後
に
師
は
、「
教

行
信
証
」が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
と
い
う

視
点
か
ら
、「
立
教
開
宗
」の
課
題
に
つ
い

て
も
触
れ
ら
れ
た
。

　

今
回
の
講
義
の
中
で
特
に
印
象
的
だ

っ
た
の
は
、『
恵
信
尼
消
息
』（
聖
典
六
一

六
）
の
「
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き

道
を
ば
、
…
…
」
の
文
を
取
り
上
げ
、
そ

の
内
容
が
他
の
仏
教
と
の
根
本
的
な
違

い
で
あ
る
と
言
い
切
ら
れ
た
師
の
言
葉

で
あ
る
。
自
ら
の
日
常
生
活
の
聞
法
姿

勢
が
改
め
て
問
わ
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。

 

（
大
窪　

康
充
）

境
地
や
智
慧
を

得
て
い
な
い
も

の
が
、
た
だ
念

仏
を
称
え
る
だ

け
で
救
わ
る
と

い
う
の
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。

そ
う
い
う
外
か

ら
の
問
い
か
け

が
、
次
第
に
圧

力
と
な
り
先
鋭
化
さ
れ
て
い
く
経
緯
に

お
い
て
、「
承じ

ょ
う

元げ
ん

の
法
難
」と「
嘉か

禄ろ
く

の
法

難
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
状
況
を
、
そ

れ
ぞ
れ
上
人
の
吉
水
教
団
に
対
す
る『
興こ

う

福ふ
く

寺じ

奏そ
う

状じ
ょ
う

』、
そ
し
て
上
人
亡
き
後
、『
選

択
集
』
の
開
板
を
め
ぐ
る
明み

ょ
う

恵え

の
『
摧ざ
い

邪じ
ゃ

輪り
ん

』や『
延
暦
寺
奏
状
』の
内
容
を
中
心
に

考
察
し
説
明
し
て
い
か
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
、

「
教
行
信
証
」
と
は
、
単
に
比
叡
山
や
奈

良
の
仏
教
に
対
し
て
批
判
し
正
論
を
称

に
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
ど
こ
ま

で
も
自
己
を
課

題
と
す
る
姿
勢

に
教
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

　

現
代
と
い
う

時
代
は
、「
宗

教
」
と
い
う
も

の
（
及
び
そ
の

言
葉
の
意
味
）
が
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
で
あ
ろ
う
。「
自

己
」を
課
題
と
し
、「
自
己
」が
問
わ
れ
る

の
が
宗
教
で
あ
る
。清
沢
満
之
が「
人
世
」

と
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
清
沢

満
之
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
問
題
で
は

な
く
、
人
の
世
、
す
な
わ
ち
人
間
が
人
間

と
し
て
生
き
る
な
ら
ば
誰
し
も
に
と
っ

て
「
自
己
」
と
い
う
根
本
的
問
題
が
あ
る

の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
学
び
と
い
う
も

の
は
、自
己
を
問
う
も
の
で
は
な
く
、「
私

が
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
始
ま

る
。
つ
ま
り
自
己
を
お
の
ず
か
ら〝
在
る

も
の
〟
と
し
て
前
提
に
し
、
そ
の
上
で
外

か
ら
の
知
識
を
増
や
し
活
か
し
て
い
く
。

そ
の
よ
う
な
方
法
や
手
段
を
学
ぶ
学
び

で
あ
る
。
医
学
も
経
済
学
も
法
学
も
政

治
学
も
全
て
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
清

沢
満
之
は
、「
本
学
は
他
の
学
校
と
は
異

り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ
と
」と
申
す

の
で
あ
る
。「
私
が
」と
い
う
こ
と
を
前
提

と
し
な
い
、「
私
」そ
の
も
の
を
学
ぶ
の
で

あ
る
。

　

親
鸞
は
、浄
土
真
宗
な
る
仏
道
を
、「
誓

願
一
仏
乗
」
と
し
て
、
本
願
に
よ
っ
て
成

り
立
ち
、
本
願
に
支
え
ら
れ
た
仏
道
と

し
て
顕
か
に
す
る
。『
仏
説
無
量
寿
経
』を

真
実
教
と
顕
揚
し
、
本
願
他
力
の
仏
道

と
し
て
顕
か
に
し
た
。
清
沢
満
之
は
、
こ

の
本
願
他
力
の
仏
道
の
宗
義
に
基
づ
く

学
び
に
こ
そ
、「
自
己
」と
い
う
最
大
の
問

題
を
問
う
道
を
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。

清
沢
満
之
の
思
想
と
生
涯
を
学
び
、
あ

ら
た
め
て
人
間
の
宗
教
的
課
題
を
明
確

に
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
る
。

 

（
小
野　

賢
明
）

る
。よ
っ
て
、こ
の
特
別
講
義
に
お
い
て
、

清
沢
満
之
の
思
想
に
す
ん
な
り
と
頷
き

を
得
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、「
自
己
と
は
何
そ
や　

是
れ
人
世
の
根
本
的
問
題
な
り
」の
一
文

　

清
沢
満
之
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、

浄
土
真
宗
の
寺
門
に
入
る
こ
と
を
縁
と

し
て
、
自
己
の
信
仰
・
自
己
の
信
念
の

確
立
を
課
題
と
し
て
生
き
ら
れ
た
。
そ

の
言
葉
そ
の
思
索
は
非
常
に
難
解
で
あ

西
本
　
祐
攝 

氏

　「
清
沢
満
之
と
宗
教
」

堀
田
　
護 

氏

　「
真
宗
の
仏
事（
大
谷
派
声
明
）」

た
。
師
は
、
ま
ず
大
谷
派
の
声
明
が
「
暗

唱
口
伝
」
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
。
暗
唱
と

　

真
宗
の
仏
事
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
、
声
明
作
法
の
観
点
か
ら
お
話
頂
い
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を
大
切
に
す
る
こ
と
だ
と
確
認
さ
れ
た
。

　

ま
た
、「
念
仏
の
出
る
声
明
」と
い
う
こ

と
を
示
さ
れ
た
。
大
谷
派
の
声
明
は
親

鸞
聖
人
が
本
願
念
仏
の
教
え
に
遇
い
得

た
感
動
に
同
感
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
宗
祖
を
師
と
仰
ぎ
、
自
分
が
教

え
を
聞
い
て
い
く
の
で
は
な
く
、
宗
祖

の
言
葉
に
自
分
を
聞
い
て
い
く
。
そ
こ

に
宗
祖
の
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た

喜
び
が
起
き
る
。
そ
の
喜
び
の
表
現
が

念
仏
の
出
る
声
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る

と
押
さ
え
ら
れ
た
。

　

最
後
に「
野
心
に
汚
染
さ
れ
た
声
明
は

す
る
な
。
そ
れ
は
菩
薩
の
死
だ
」
と
い
う

言
葉
を
紹
介
さ
れ
て
、
声
明
は
自
分
を

飾
る
道
具
で
は
な
い
。
大
谷
派
の
僧
侶

の
役
目
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
生
活
や

言
葉
を
、
声
明
、
儀
式
、
荘
厳
を
通
し
て

伝
道
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
を
忘
れ
た
な
ら
正
し
い
教
え
は
伝
わ

ら
な
い
。「
法
式
作
法
滅
す
れ
ば
、
正
法

滅
す
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
確
か
め
て

講
義
を
終
え
ら
れ
た
。 

（
道
上　

清
樹
）

は
諳
ん
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
口
伝
と
は

耳
か
ら
聞
こ
え
た
先
生
の
声
を
体
で
覚

え
て
い
く
こ
と
と
言
わ
れ
た
。
そ
し
て

「
声
明
」
と
は
「
作
法
」
で
あ
り
、
作
法
と

い
う
こ
と
は
頭
で
覚
え
る
の
で
は
な
く
、

体
で
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
教
え
を
教
え
の
ま
ま
伝
え
て
い
く

こ
と
と
押
さ
え
ら
れ
た
。

　

続
け
て
声
明
と
は
「
調
和
の
声
明
」
で

あ
る
と
示
さ
れ
た
。
聞
か
せ
る
声
明
で

は
な
く「
聞
き
あ
う
声
明
」で
あ
る
か
ら
、

共
に
声
を
出
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、「
声
が
良
す
ぎ
て
は
い
け
な

い
」「
リ
ズ
ム
が
良
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
」

「
物
覚
え
が
良
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
わ
れ
た
。
何
故
な
ら
法
事
は
僧

侶
の
独
演
会
で
は
な
く
、
教
え
に
出
遇

う
場
で
あ
る
か
ら
だ
と
押
さ
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
大
谷
派
の
声
明
は
「
か
し
ず
き
声

明
」
で
あ
る
。「
か
し
ず
き
」
と
は
相
手
を

大
切
に
し
て
い
く
生
き
方
を
示
す
こ
と

で
あ
り
、
皆
で
声
を
出
し
合
っ
て
喜
び

　

最
初
に
、
東
本
願
寺
総
会
所
の
約
二

〇
〇
年
に
わ
た
る
歴
史
的
軌
跡
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
た
。
真
宗
本
廟
は
江
戸
時

代
後
期
以
降
四
度
の
焼
失
・
再
建
を
繰

り
返
し
て
き
た（
①
天
明
・
寛
政
度
再
建

一
七
八
八
年
焼
失
、
一
八
〇
一
年
再
建

安
藤
　
弥 

氏

　「
東
本
願
寺
総
会
所
の
歴
史
」

れ
現
在
に
至
る
。

　

当
時
の
御
門
徒
お
一
人
お
ひ
と
り
の

本
山
再
建
の
熱
い
願
い
と
仏
法
聴
聞
へ

の
真
摯
な
姿
勢
に
は
言
葉
で
は
表
せ
な

い
感
動
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
後

世
を
生
き
る
私
た
ち
へ
の「
お
念
仏
申
し

て
お
く
れ
」と
い
う
心
か
ら
の
叫
び
・
メ

ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
て
く
る
。

お
念
仏
が
私
に
ま
で
相
続
さ
れ
て
き
た

事
実
に
、
先
達
の
ご
苦
労
と
志
願
が
連

続
無
窮
の
仏
道
の
歴
史
と
な
っ
て
は
た

ら
き
続
け
て
い
た
こ
と
を
憶
う
と
、
た

だ
た
だ
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
る
。

そ
の
建
物
に
入
る
と
、
静
け
さ
の
な

か
に
凛
と
し
た
雰
囲
気
を
感
じ
る
。

そ
の
建
物
の
な
か
に
座
り
、
歴
史

を
憶
う
と
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
声

が
聞
こ
え
る
。

そ
の
建
物
に
し
み
つ
い
た
、
仏
法

の〝
に
お
い
〟〝
か
お
り
〟が
あ
る
。

（「
総
会
所
の
歴
史
的
検
証
」

『
真
宗
』 二
〇
一
六
年
十
月
号
よ
り
）

 

（
細
川　

公
英
）

　

②
文
政
・
天
保
度
再
建
一
八
二
三
年

焼
失
、
一
八
四
八
年
再
建　

③
安
政
度

再
建
一
八
五
八
年
焼
失
、
一
八
六
〇
年

仮
再
建　

④
明
治
度
再
建
一
八
六
四
年

焼
失
、
一
八
九
五
年
両
堂
完
成
）
が
、
そ

の
つ
ど
全
国
か
ら
御
門
徒
が
上
山
し
再

建
に
ご
尽
力
さ
れ
て
き
た
。
特
筆
す
べ

き
は
本
山
再
建
を
法
義
相
続
の
機
縁
と

い
た
だ
き
、
と
も
に
仏
法
を
聴
聞
し
語

り
合
う
「
聞
法
道
場
」
と
し
て
開
か
れ
た

の
が
総
会
所
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
昼
は
再
建
活
動
に
従
事
さ
れ
、

夜
は
と
も
に
聴
聞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
過
で
総
会
所
が
開

設
さ
れ
、
事
業
終
了
と
と
も
に
閉
所
さ

れ
て
き
た
が
、
明
治
度
再
建
後
に
常
設

化
さ
れ
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
真

宗
本
廟
向
か
い
の
地
に
建
設
さ
れ
本
山

護
持
・
法
義
相
続
の
場
と
し
て
約
一
〇

〇
年
間
そ
の
願
い
を
受
け
継
い
で
き
た
。

建
物
の
老
朽
化
に
伴
い
二
〇
一
五
年（
平

成
二
七
）年
六
月
二
九
日
閉
所
式
が
執
り

行
わ
れ
、
新
し
く
な
っ
た
「
真
宗
教
化
セ

ン
タ
ー
し
ん
ら
ん
交
流
館
」に
引
き
継
が

た
り
前
の
様
に
使
っ
て
い
る
が
、
果
た

し
て
そ
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
い

　

私
た
ち
は
日
頃
、「
念
仏
往
生
」「
浄
土

往
生
」な
ど
と「
往
生
」と
い
う
言
葉
を
当

小
谷
信
千
代 

氏

　「
親
鸞
の
往
生
論
」
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る
の
だ
ろ
う
か
。
宗
祖
親
鸞
が
、
往
生
を

ど
の
様
に
理
解
し
、
受
け
と
め
、
語
っ
て

い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
親
鸞
自
身
の

言
葉
に
よ
っ
て
確
か
め
る
必
要
性
を
感

じ
、
今
回
、
小
谷
信
千
代
氏
に
講
義
を
お

願
い
し
た
。
当
日
は
学
院
生
、
指
導
、
卒

院
生
を
中
心
に
約
七
十
名
が
聴
講
し
、

関
心
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

氏
は
、
倶
舎
学
や
唯
識
学
が
専
門
で

あ
る
が
、
本
山
の
安
居
本
講
の
講
師
を

勤
め
て
か
ら
、『
真
宗
の
往
生
論
―
親
鸞

は「
現
世
往
生
」を
説
い
た
か
―
』（
法
蔵

館
）
を
著
す
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
「
往
生

論
」
に
一
石
を
投
じ
ら
れ
た
。
今
回
の
講

義
は
、
氏
が
執
筆
さ
れ
た『
大
法
輪
』「
親

鸞
の
説
く
往
生
は
臨
終
の
時
」（
二
〇
一

八
・
一
二
）の
内
容
に
沿
っ
て
お
話
さ
れ

た
。
お
話
の
内
容
は
以
下
の
三
点
に
ま

と
め
ら
れ
る
。

　

一
、 「
往
生
」の
あ
い
ま
い
な
用
法
、

　

二
、 「
即
得
往
生
」
は
往
生
の
因
を
説

く
、

　

三
、 読
み
替
え
の
理
由

　

冒
頭
、『
岩
波
仏
教
辞
典
』の
親
鸞
の
項

目
を
取
り
上
げ
、「
真
宗
大
谷
派
に
は
親

鸞
が
現
世
で
の
往
生
を
説
く
と
主
張
す

る「
現
世
往
生
説
」が
存
在
す
る
」こ
と
を

紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、「
往
生
と
は
、

元
々
イ
ン
ド
の
言
葉
で
、
臨
終
の
そ
の

時
、
死
ん
で
生
ま
れ
変
わ
る
言
葉
」
と
し

て
押
さ
え
ら
れ
、
信
心
を
得
て
後
に
は

じ
ま
る
生
活
を
、
親
鸞
は
別
の
言
葉
で

「
住
正
定
聚
の
生
活
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
正
定
聚

と
は
、
必
ず
仏
に
な
る
位
で
あ
り
、
本
当

の
信
心
を
得
た
と
き
に
現
生
で
そ
の
位

に
就
き
、
臨
終
の
そ
の
時
ま
で
念
仏
の

生
活
を
し
、
死
ん
で
往
生
を
得
る
」
と
い

う
の
が
親
鸞
の
捉
え
た
往
生
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
。

　

次
に
「
現
世
往
生
」
説
の
根
拠
と
な
っ

た『
大
経
』第
十
八
願
成
就
文
、
ま
た
、
そ

こ
に
説
か
れ
る
「
即
得
往
生
（
す
な
わ
ち

往
生
を
得
て
）」の
語
を
注
解
し
た『
一
念

多
念
文
意
』の
文（
聖
典
五
三
五
）に
つ
い

て
検
証
さ
れ
る
。
こ
の
「
即
得
往
生
」
の

「
得
」
と
い
う
捉
え
方
に
つ
い
て
、
往
生

が
約
束
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
往
生

が
実
現
さ
れ
た
の
か
を
検
討
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、『
教
行
信
証
』の「
行
巻
」（
聖
典

一
七
八
）
を
論
拠
に
し
て
、「
即
得
往
生
」

は
実
現
さ
れ
た
往
生
の
果
で
は
な
く
、

約
束
さ
れ
た
往
生
の
因
を
説
く
も
の
で

あ
る
と
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

後
半
で
氏
は
、
曇
鸞
の
二
種
回
向
、
こ

と
に
還
相
廻
向
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
聖
典

四
六
八
）
を
論
拠
に
、
親
鸞
が
第
十
八
願

を「
往
生
の
因
」を
、
第
十
一
願
を「
必
至

滅
度
、
つ
ま
り
往
生
の
果
」
を
そ
れ
ぞ
れ

が
成
就
す
る
こ
と
を
説
く
語
に
読
み
替

え
、
第
二
十
二
願
を
「
還
相
回
向
」
を
成

特
別
講
義（
二
〇
一
八
年
七
月
五
日
）・

一
泊
研
修
会（
二
〇
一
九
年
二
月
十
六
～
十
七
日
）

講
師
　
藤
場
　
芳
子 

氏

講
題
　「
女に

ょ
に
ん人
性し

ょ
う

と
い
う
差
別

 

～
教
え
と
現
実
の
は
ざ
ま
で
～
」（
特
別
講
義
）

　
　
　
　
　
　  「
性
差
別
と
向
き
合
う

 

～
そ
れ
は
一
人
の
女
性
の
問
い
か
け
か
ら
始
ま
っ
た
～
」

 

（
一
泊
研
修
会
）

は
存
在
す
る
。
特
権
的
立
場
に
い
る
者

は
自
分
が
そ
の
特
権
的
位
置
に
い
る
こ

と
に
目
を
つ
ぶ
り
、
そ
の
権
利
を
持
た

な
い
者
の
苦
悩

に
対
し
て
極
め

て
鈍
感
で
あ

る
、
と
い
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ

た
。

　

ま
た
仏
教
の

歴
史
に
お
い

て
、
女
性
や
、

そ
の
女
性
の
救

　

七
月
五
日
の
特
別
講
義
、
二
月
十
六
・

十
七
日
の
一
泊
研
修
の
二
回
に
わ
た
っ

て
、
藤
場
芳
子
先
生
よ
り
教
団
に
お
け

る
性
差
別
に
つ
い
て
の
ご
講
義
を
頂
い

た
。

　

教
団
の
中
に
温
存
さ
れ
て
き
た
性
差

別
は
、
長
く
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
問
題

で
あ
っ
た
。
確
固
と
し
て
あ
る
差
別
に

対
し
て
、
な
ぜ
問
題
意
識
を
持
ち
得
な

か
っ
た
の
か
。
ま
ず
そ
の
無
関
心
な
姿

勢
に
つ
い
て
の
課
題
を
挙
げ
ら
れ
た
。

差
別
と
は
見
え
づ
ら
い
も
の
で
あ
り
、

差
別
と
認
識
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
差
別

就
す
る
こ
と
を
説
く
も
の
と
し
て
理
解

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
三
願

に
よ
っ
て
凡
夫
が
往
生
す
る
次
第
が
説

か
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
、
親
鸞

が
な
ぜ
元
々
の
「
経
文
」
を
読
み
替
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
真

意
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
現
世

往
生
」説
が
謬び

ゅ
う

説せ
つ

で
あ
る
こ
と
を
語
ら
れ

た
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
と
は
別
に
、「
凡
夫
が

往
生
す
る
こ
と
の
意
味
を
、
親
鸞
は
曇

鸞
の
文
章
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
、
大
変

喜
ば
れ
た
と
思
う
」と
語
ら
れ
た
こ
と
が

心
に
残
っ
た
。 

（
坂
本　

学
）
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い
は
ど
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
き

た
の
か
と
い
う

こ
と
が
説
明
さ

れ
た
。
仏
教
は

本
来
、
女
人
性

と
い
う
よ
う
な

自
性
を
認
め
な

い
教
え
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
女
性
は
そ
の
固
有
の
性
質
と
し
て

弱
く
劣
っ
た
者
、
罪
深
い
者
で
あ
る
と

語
り
続
け
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
っ
た
。

そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
に

あ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
表
現
を
取
り
な

が
ら
も
、
女
性
の
救
い
の
問
題
を
自
己

の
課
題
と
し
て
向
き
合
っ
て
き
た
親
鸞

聖
人
や
祖
師
方
の
歩
み
が
あ
っ
た
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
性
差

別
の
歴
史
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
長
ら

く
そ
の
差
別
体
質
を
保
持
し
な
が
ら
も
、

時
代
社
会
の
要
請
に
応
え
る
か
た
ち
で

徐
々
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
教
団
の
歴
史

を
学
ん
だ
。

　

性
差
別
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ

り
、
ま
た
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
課
題

も
多
岐
に
亘
っ
て
い
た
た
め
、
藤
場
先

生
に
は
今
年
度
、
二
回
お
越
し
頂
く
こ

と
と
な
っ
た
。
先
生
は
、
性
差
別
に
向
き

合
う
こ
と
と
は
、「
御
同
朋
・
御
同
行
と

こ
そ
か
し
ず
き
て
」、
こ
の
一
点
に
尽
き

る
と
言
い
、
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
の
重

要
な
信
仰
課
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

目
の
前
の
人
と
共
に
歩
む
こ
と
が
如
何

に
し
て
成
り
立
つ
の
か
。
本
当
に
通
じ

合
う
世
界
は
如
何
に
し
て
開
か
れ
て
い

く
の
か
。
様
々
な
課
題
を
丹
念
に
見
て

い
く
こ
と
で
、「
共
に
あ
る
」こ
と
を
阻
害

し
よ
う
と
す
る
我
々
の
根
深
い
差
別
意

識
を
あ
き
ら
か
に
し
て
頂
い
た
。

 

（
平
野　

慶
之
）

  

前
回
、『
教
行
信
証
』の「
行
巻
」に
触
れ

て
終
わ
り
ま
し
た
。「
行
巻
」は
二
つ
の
内

容
に
分
か
れ
ま
す
。
前
半
は
念
仏
の
教

行
証
を
伝
え
た
歴
史
、
念
仏
が
仏
道
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
た
七
高
僧
の
歴
史
で

す
。

　

そ
し
て
後
半
が
、
念
仏
が
大
乗
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
展
開
し
て

『
教
行
信
証
』
入
門
③

 

　
善
導
の
六
字
釈

平
野
　
　
修

典
が
そ
の
問
題
を
見
つ
け
出
し
ま
す
。

　

ど
う
い
う
問
題
か
と
い
う
と
、
こ
れ

は
浄
土
三
部
経
で
い
う
と
『
観
経
』
に
関

係
す
る
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
「
王
舎
城

の
悲
劇
」の
物
語
で
す
。

　
『
観
経
』
で
は
韋
提
希
が
主
人
公
で
す

が
、『
涅
槃
経
』で
は
、『
観
経
』で
は
大
き

く
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
阿
闍
世

の
こ
と
が
、
そ
の
「
梵
行
品
」
と
い
う
と

こ
ろ
で
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

な
ぜ
阿
闍
世
か
と
い
う
と
、
ど
の
よ

う
な
人
も
仏
陀
の
証
り
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
。
仏
の
証
り
は
非
常
に
大
き
な

乗
り
物
で
あ
る
と
い
う
大
乗
が
提
起
さ

れ
た
と
き
に
、
あ
の
親
を
殺
し
た
阿
闍

世
で
も
証
り
を
得
る
の
か
と
い
う
問
題

提
起
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
は
ま
た
別

の
機
会
に
し
ま
す
が
、
と
も
か
く
仏
教

は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
も
仏
の
証
り
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、

大
乗
、
一
乗
と
い
う
こ
と
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
。

　

い
ま
親
鸞
聖
人
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏

と
い
う
念
仏
の
法
が
一
乗
を
表
し
て
い

る
。
在
家
、
出
家
を
問
わ
ず
。
善
人
、
悪

人
を
選
ば
ず
。
修
行
の
長
短
を
条
件
と

せ
ず
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
、「
行

巻
」に「
一
乗
海
釈
」（
聖
典
一
九
六
頁
）を

い
ま
す
。「
行
巻
」
で
は
、
こ
の
大
乗
と
い

う
こ
と
を
さ
ら
に
厳
密
に
、「
一
乗
」 

と

い
う
言
葉
で
示
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
大
乗
、
一
乗
で
す
が
、
も
と
も
と

仏
教
で
は
、
二
乗
、
す
な
わ
ち
声
聞
、
独

覚
と
言
わ
れ
る
仏
道
の
歩
み
方
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
出
家
し
て
独
り

に
な
っ
て
仏
の
言
葉
に
真
向
か
い
に
な

る
。
ひ
た
す
ら
真
理
と
真
向
か
い
に
な

る
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
そ
う
い
う
声
聞
や
独

覚
の
有
様
か
ら
す
れ
ば
、
多
く
の
人
た

ち
は
仏
陀
の
証
り
か
ら
外
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

そ
こ
か
ら
、
仏
陀
の
教
え
は
、
出
家
し

て
ひ
た
す
ら
修
行
す
る
人
た
ち
だ
け
の

も
の
で
な
く
、
在
家
の
も
の
に
も
届
い
て

い
く
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
、

菩
薩
乗
、
こ
れ
が
大
乗
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
経
典
が
出
て
き

ま
す
。
在
家
の
青
年
を
主
人
公
と
し
た

『
維
摩
経
』。
ま
た
在
家
の
女
性
が
証
り

を
得
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
『
勝
鬘
経
』

と
い
う
経
典
。

　

と
こ
ろ
が
在
家
、
出
家
を
問
わ
な
い
。

ど
の
よ
う
な
も
の
も
証
り
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
た
と
き
に
、
問
題
が
出

て
き
ま
す
。『
涅
槃
経
』と
い
う
大
部
の
経
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つ
ま
り
善
導
大
師
が
ま
ず
注
意
し
た

の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
の
言

葉
自
体
に
、
異
常
な
力
、
特
別
な
能
力
が

備
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。呪
文
な
ど

で
は
な
い
。
西
国
の
発
音
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
国
の
言
葉
に
直
せ
ば「
帰
命
無
量
寿

覚
」と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
大
き
な
声
で

と
か
、
あ
る
い
は
数
を
多
く
言
え
ば
と

考
え
る
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
呪
文

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
傾
向
に
あ
る
わ

け
で
す
。

　

そ
の
点
を
善
導
大
師
は
わ
ざ
わ
ざ
注

意
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
発
音
に
こ
だ
わ

っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。

　

そ
し
て
、
で
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
で
、
真

正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
の
が
「
行
巻
」
に

引
か
れ
て
い
る
六
字
釈
で
す
。

　

不
思
議
な
の
で
す
が
、
こ
の
善
導
大

師
の
六
字
釈
の
表
現
が
、
な
ぜ
か
我
々

の
耳
に
残
っ
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
る

と
、
そ
れ
は
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
に
よ

る
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　
『
御
文
』
に
は
何
か
所
に
も
、
善
導
大

師
の
六
字
釈
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
南
無
と
言
う
は
、
阿
弥
陀
仏
と
言
う

は
」、
あ
る
い
は「
南
無
の
二
字
は
、
阿
弥

陀
仏
の
四
字
は
」
と
い
う
よ
う
に
、
南
無

施
さ
れ
ま
す
。
一
応
こ
れ
だ
け
触
れ
て

お
き
ま
す
。

　

さ
て
、
我
々
は
『
教
行
信
証
』
に
触
れ

る
機
会
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
六
巻
に

分
か
れ
た
大
部
の
も
の
で
す
か
ら
、
何

を
示
さ
せ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
な

る
。
そ
う
い
う
時
に
戻
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
と
い
う
の
は
、

法
然
上
人
の
「
た
だ
念
仏
」
の
意
義
を
六

巻
に
表
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
も
の
が『
教
行
信
証
』。

で
す
か
ら
分
か
ら
な
く
な
っ
た
時
に
は
、

そ
れ
と
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
ど
ん
な
関

係
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
を

立
て
考
え
て
み
る
と
、
少
し
糸
口
が
出

て
く
る
か
と
思
う
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
が
、

経
典
に
出
て
く
る
の
が
『
観
経
』
で
す
。

そ
し
て
そ
の
『
観
経
』
の
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」の
六
字
に
注
釈
を
与
え
た
の
が
中
国

の
善
導
大
師
（
六
一
三
～
六
八
一
）
で
し

た
。

　

こ
の
注
釈
が
、
の
ち
に
法
然
上
人
、
親

鸞
聖
人
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
念

仏
の
意
義
を
明
確
に
せ
し
め
た
わ
け
で

す
。

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」は『
観
経
』に
二
か

所
出
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
散
善
九
品
」

と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の「
下
品
上
生
」に
、

「
合が

っ

掌し
ょ
う

叉し
ゃ
し
ゅ手
し
て
、
南な

む無
阿あ

み

だ
弥
陀
仏ぶ
つ

と
称
せ
し
む
。
仏
名
を
称
す
る
が

ゆ
え
に
、
五
十
億
劫こ

う

の
生し
ょ
う

死じ

の
罪

を
除
く
。」

 

（
聖
典
一
一
八
頁
）

も
う
一
つ
は
同
じ「
下
品
下
生
」に
、

「
心
を
至
し
て
、
声
を
し
て
絶
え
ざ

ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
南な

無む

阿あ

み

だ
弥
陀
仏ぶ
つ

と
称
せ
し
む
。
仏
名

を
称
す
る
が
ゆ
え
に
、
念
念
の
中

に
お
い
て
八
十
億
劫こ

う

の
生
し
ょ
う

死じ

の
罪

を
除
く
。」

 

（
聖
典
一
二
一
頁
）

　

こ
の
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
す
れ
ば
、

五
十
億
劫
の
罪
、
八
十
億
劫
の
罪
が
消

え
る
と
い
う
『
観
経
』
の
教
説
に
、
本
気

に
な
っ
て
尋
ね
入
っ
た
の
が
善
導
大
師

で
し
た
。

　

善
導
大
師
は
な
に
を
根
拠
に
考
え
ら

れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
仏
が
説
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
仏
説
で
あ
る
と
い

う
一
点
で
す
。

　

善
導
大
師
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字

に
つ
い
て
、
そ
の
著『
観
経
疏
』の「
玄
義

分
」
で
注
釈
を
さ
れ
ま
す
。
六
字
釈
と
呼

ん
で
い
ま
す
が
、「
行
巻
」に
引
か
れ
て
い

ま
す
。「ま

た
云い

わ
く
、「
南な

む無
」と
言
う
は
、

す
な
わ
ち
こ
れ
帰き

命み
ょ
う

な
り
、
ま
た

こ
れ
発ほ

つ
が
ん願
回え

向こ
う

の
義
な
り
。「
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ

」と
言
う
は
、す
な
わ
ち
こ
れ
、

そ
の
行ぎ

ょ
う

な
り
。
こ
の
義
を
も
っ
て

の
ゆ
え
に
、
必
ず
往お

う

生じ
ょ
う

を
得う

、
と
。」

 

（「
行
巻
」聖
典
一
七
六
頁
）

　

こ
の
六
字
釈
に
先
立
っ
て
、
善
導
大

師
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
六
字
の
釈
が

あ
り
ま
す
。

「
無
量
寿
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ

れ
、
此
の
地
の
漢
音
な
り
。
南
無
阿

弥
陀
仏
と
言
う
は
、
ま
た
こ
れ
西

国
の
正
音
な
り
。
ま
た
南
は
こ
れ

帰
、
無
は
こ
れ
命
、
阿
は
こ
れ
無
、

弥
は
こ
れ
量
、
陀
は
こ
れ
寿
、
仏
は

こ
れ
覚
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
帰

命
無
量
寿
覚
と
言
う
。」

（『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」

 

聖
教
全
書
一
・
四
四
四
頁
）

　

こ
こ
に「
西
国
の
正
音
」と
あ
り
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、
西
国
つ
ま
り
イ

ン
ド
の
国
の
発
音
で
あ
る
と
。
ナ
モ
と

い
う
イ
ン
ド
の
言
葉
を
音
写
し
て
南
無
。

ア
ミ
タ
ー
バ
ー
ヤ
と
い
う
発
音
を
音
写

し
て
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
だ
と
最
初
に

確
認
さ
れ
ま
す
。
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阿
弥
陀
仏
を
ど
の
よ
う
に
心
得
た
ら
い

い
の
か
と
い
う
念
仏
の
心
得
を
、
善
導

大
師
の
六
字
釈
を
も
と
に
し
て
伝
え
よ

う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

蓮
如
上
人
の
時
代
に
な
る
と
、
南
無

阿
弥
陀
仏
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
よ

う
な
時
代
で
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
心

得
と
な
る
と
、
呪
文
や
ま
じ
な
い
に
な

っ
た
り
、
親
、
先
祖
へ
の
感
謝
を
表
す
こ

と
に
な
っ
て
い
て
、
念
仏
の
心
得
が
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
蓮
如
上
人
は
、
善
導
大

師
の
六
字
釈
を
用
い
て
、
念
仏
の
心
得

を
伝
え
よ
う
と
な
さ
っ
た
。
で
す
か
ら

『
御
文
』
の
そ
れ
は
蓮
如
上
人
の
六
字
釈

と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

一
応
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、『
御

文
』で
蓮
如
上
人
が
示
さ
れ
た
南
無
阿
弥

陀
仏
の
心
得
と
い
う
の
は
、
南
無
阿
弥

陀
仏
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、

信
と
い
う
問
題
を
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

南
無
阿
弥
陀
仏
が
分
か
る
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
南
無
阿

弥
陀
仏
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
こ
と
だ
と
。
そ
れ
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏

に
、
仏
陀
の
全
て
が
収
ま
っ
て
い
る
と

信
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
だ

と
。
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
善
導

大
師
の
六
字
釈
を
何
度
も
用
い
た
わ
け

で
す
。

　

善
導
大
師
の
六
字
釈
に
戻
り
ま
す
が
、

ま
ず
「
南
無
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ

帰
命
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
南
無
と
い
う

そ
れ
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
、
腰
を
か
が

め
て
お
辞
儀
を
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。

　

で
す
か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
て
翻
訳
さ

れ
た
と
き
に
、
音
写
し
て
南
無
で
す
が
、

そ
の
意
味
か
ら「
礼
拝
」と
ま
た「
帰
命
」

と
い
う
翻
訳
が
な
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
翻
訳
上
の
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
が
善
導
大
師
の

六
字
釈
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

「
阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
、す
な
わ
ち
こ
れ
、

そ
の
行
な
り
」で
す
。

　

こ
れ
が
な
ぜ
重
要
か
と
い
う
と
、我
々

も
仏
様
と
い
う
と
、
な
に
か
の
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は

だ
い
た
い
仏
像
で
す
。
し
か
し
本
当
は

仏
様
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
で
イ
メ

ー
ジ
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
善
導
大
師
は
、
阿
弥
陀
仏

を
表
す
の
に
行
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て

仏
を
表
さ
れ
ま
す
。
行
を
も
っ
て
仏
を

表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
後
に
も
先
に
も
善

導
大
師
ひ
と
り
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に

重
要
な
こ
と
で
す
。

　

仏
像
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
な
く
、
抽
象

　

こ
こ
で
、善
導
大
師
の「
そ
の
行
な
り
」

と
い
う
「
そ
の
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
受
け
て
、「
し
か
れ
ば
、「
南

無
」
の
言
は
帰
命
な
り
。「
帰
」
の
言
は
、

至
な
り
。」と
。「
至
」と
い
う
字
を
出
さ
れ

ま
す
。

　

ど
う
い
う
意
味
に
な
る
か
と
い
う
と
、

帰
命
と
い
う
の
は
、
仏
の
ほ
う
が
我
々

に
至
り
届
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
。

　

そ
し
て
、
な
に
を
も
っ
て
至
り
届
く

の
か
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
字

を
当
て
て
、「
告
ぐ
る
」、「
述
ぶ
る
」、「
宣

述
る
」
と
い
う
こ
と
を
引
き
出
し
ま
す
。

仏
の
ほ
う
が
我
々
に
声
を
か
け
る
有
様

が
、
仏
の
行
だ
と
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
善
導
大
師
の
「
阿
弥
陀

仏
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
、
そ
の
行

な
り
。」
と
い
う
、
仏
陀
と
は
行
で
あ
る

と
い
う
点
に
注
目
さ
れ
て
、
行
と
は
仏

の
ほ
う
が
我
々
の
ほ
う
に
声
と
と
も
に

や
っ
て
く
る
。
呼
び
か
け
る
と
い
う
形

で
、
仏
の
ほ
う
が
至
り
届
く
。
至
り
届
く

と
い
う
行
で
あ
る
。

　

こ
ち
ら
が
修
行
な
ど
し
て
仏
の
ほ
う

に
向
か
う
の
で
は
な
い
。
仏
の
ほ
う
が

我
々
に
至
り
届
く
、
そ
う
い
う
行
が
仏

と
い
う
意
味
な
の
だ
と
、
ご
自
身
の
六

字
の
釈
で
示
さ
れ
ま
す
。

的
な
観
念
で
も
な
い
。
ま
た
我
々
は
よ

く
仏
様
と
は
「
は
た
ら
き
」
だ
と
考
え
た

り
し
ま
す
が
、
そ
う
に
は
違
い
な
い
の

だ
か
、
や
は
り
漠
然
と
し
て
い
る
わ
け

で
す
。

　

注
意
し
た
い
の
は
、「
そ
の
行
な
り
」と

い
う
「
そ
の
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
で
す
。「
そ
の
」と
い
う
の
は
指
示

代
名
詞
で
す
か
ら
、
前
に
あ
る
も
の
を

受
け
て「
そ
の
」と
い
う
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り「
そ
の
」は
、前
に
あ
る「
南
無
」

を
指
す
わ
け
で
す
。
親
鸞
聖
人
も
こ
の

点
に
注
意
さ
れ
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
善
導
大
師
の
六

字
釈
を
も
と
に
し
て
、
独
自
の
六
字
の

釈
を
施
さ
れ
ま
す
。

「
し
か
れ
ば
、「
南
無
」
の
言ご

ん

は
帰き

命み
ょ
う

な
り
。「
帰
」
の
言
は
、
至
な
り
。
ま

た
帰き

説え
つ

な
り
、
説せ
つ

の
字
、
悦え
つ

の
音こ
え

、

ま
た
帰き

説さ
い

な
り
、
説せ
つ

の
字
は
、
税さ
い

の

音こ
え

、
悦え
つ

税さ
い

二
つ
の
音
は
告つ

ぐ
る
な

り
、
述の

ぶ

な
り
、
人
の
意こ
こ
ろ

を
宣の

ぶ述
る
な

り
。「
命
」
の
言
は
、
業ご

う

な
り
、
招ま
ね
き
ひ
く引

な
り
、使
な
り
、教
な
り
、道
な
り
、

信
な
り
、
計

は
か
ら
う

な
り
、
召め

す

な
り
。
こ
こ

を
も
っ
て
、「
帰き

命み
ょ
う

」は
本
願
招し
ょ
う

喚か
ん

の

勅
命
な
り
。」

 

（「
行
巻
」聖
典
一
七
七
頁
）

こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
六
字
の
釈
で
す
。
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「
発
願
回
向
」
と
は
、
如
来
の
ほ
う
か

ら
、
我
々
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
た
も
の

が
あ
る
と
示
さ
れ
ま
す
。

　

発
願
は
、
ふ
つ
う
我
々
が
浄
土
に
生

ま
れ
た
い
と
願
う
こ
こ
ろ
を
起
こ
し
、

浄
土
の
ほ
う
に
こ
こ
ろ
を
振
り
向
け
て

い
く
と
考
え
ま
す
が
、
善
導
大
師
も
親

鸞
聖
人
も
、
如
来
が
発
願
し
て
、
我
々
に

自
覚
を
与
え
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
、
そ

う
い
う
願
い
を
起
こ
し
て
、
我
々
の
ほ

う
に
振
り
向
け
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で

「
発
願
回
向
」を
受
け
取
ら
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の「
発
願
回
向
」に
つ
い
て『
御
文
』

に
、「

こ
の
ゆ
え
に
、
南な

む無
と
帰き

命み
ょ
う

す
る

一
念
の
処と

こ
ろ

に
、
発ほ
つ
が
ん願
回え

向こ
う

の
心
あ

る
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
弥み

だ陀
如に
ょ

来ら
い

の
、
凡ぼ
ん

夫ぶ

に
回え

向こ
う

し
ま
し
ま
す

こ
こ
ろ
な
り
。
こ
れ
を
『
大
経
』
に

は
「
令り

ょ
う

諸し
ょ
し
ゅ衆
生じ
ょ
う

功く

徳ど
く

成じ
ょ
う

就じ
ゅ

」
と
と
け

り
。
さ
れ
ば
無む

し始
以い

来ら
い

つ
く
り
と

つ
く
る
悪あ

く
ご
う業
煩ぼ
ん
の
う悩
を
、
の
こ
る
と

こ
ろ
も
な
く
、
願が

ん
り
き力
不
思
議
を
も

っ
て
消し

ょ
う

滅め
つ

す
る
い
わ
れ
あ
る
が
ゆ

え
に
、
正し

ょ
う
じ
ょ
う定

聚じ
ゅ

不
退
の
く
ら
い
に

住
す
と
な
り
。」

（『
御
文
』五
帖
目
第
五
通

 

聖
典
八
三
四
頁
）

　

こ
れ
が
蓮
如
上
人
の
「
発
願
回
向
」
の

　

仏
の
呼
び
声
、
仏
の
仰
せ
が
我
々
の

と
こ
ろ
に
至
り
届
く
と
い
う
こ
と
を
帰

命
と
い
う
。
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
が

出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
礼
拝
と
の
違

い
で
す
。

　

例
え
ば
、
こ
こ
は
宗
教
施
設
だ
か
ら

頭
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

と
、
こ
れ
は
頭
を
下
げ
る
理
由
は
外
側

に
あ
り
ま
す
。

　

自
分
の
と
こ
ろ
は
昔
か
ら
浄
土
真
宗

で
あ
っ
て
、
お
仏
壇
が
あ
る
。
だ
か
ら
お

仏
壇
に
向
か
え
ば
、
手
を
合
わ
せ
頭
を

下
げ
る
と
。
外
側
の
、
自
分
以
外
の
理
由

で
頭
を
下
げ
る
。
そ
う
い
う
、
頭
を
下
げ

る
理
由
が
、
外
側
に
あ
る
場
合
、
こ
れ
は

礼
拝
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
帰
命
、
礼
拝
の
問
題
に
、
最
初
に

注
意
を
さ
れ
た
の
が
曇
鸞
大
師
で
す
。

『
浄
土
論
註
』に
、

「
帰き

命み
ょ
う

す
な
わ
ち
こ
れ
礼ら
い
は
い拝
な
り
。

し
か
る
に
礼ら

い
は
い拝
は
た
だ
こ
れ
恭く

敬ぎ
ょ
う

に
し
て
、
必
ず
し
も
帰き

命み
ょ
う

な
ら
ず
。

帰き

命み
ょ
う

は
必
ず
こ
れ
礼
拝
な
り
。
も

し
こ
れ
を
も
っ
て
推
す
る
に
、
帰き

命み
ょ
う

は
重
と
す
。」

 

（「
行
巻
」聖
典
一
六
八
頁
）

　

こ
れ
を
身
近
な
言
葉
に
直
せ
ば
、
礼

拝
と
帰
命
の
違
い
目
は
、
ど
う
し
て
も

浄
土
真
宗
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

が
外
に
あ
る
場
合
と
、
内
に
あ
る
場
合

で
す
。

　

外
に
あ
る
場
合
は
礼
拝
。
そ
し
て
、
ど

う
し
て
も
浄
土
真
宗
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理
由
が
、
自
分
自
身
に
見
い
出
さ

れ
る
と
い
う
場
合
は
、
帰
命
に
な
る
。

　

な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
、
親
鸞

聖
人
が
ご
自
身
の
釈
で
、「
帰
命
は
本
願

招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
、
帰
命
と
は
本
願

の
呼
び
か
け
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

本
願
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
。
本
願
か

ら
呼
び
出
さ
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ

い
て
は
、
否
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
い
う

性
質
の
呼
び
声
を
聞
い
た
。

　

そ
し
て
そ
の
呼
び
声
に
従
い
ま
す
と

い
う
意
味
が
、
帰
命
に
な
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
ど
う
し
て
も
浄
土
真
宗
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
き
ま
す
。

　

そ
う
い
う
帰
命
と
い
う
こ
と
が
我
々

の
う
え
に
起
こ
る
。
そ
れ
が
「
阿
弥
陀
仏

と
言
う
は
そ
の
行
な
り
」
と
い
う
「
そ
の

行
」な
の
で
す
。

　

仏
様
だ
か
ら
頭
を
下
げ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
。
我
々
が
手
を
合
わ
せ
合

掌
す
る
の
は
、
そ
の
ま
え
に
呼
び
か
け

が
あ
る
。

　

そ
し
て
呼
び
か
け
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
我
々
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
で
す
か
ら
帰
命
と
い
う
こ
と
は
、

我
々
に
と
っ
て
は
気
づ
く
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

　

念
仏
と
は
、
そ
の
意
味
で
、
数
が
多
か

ろ
う
と
少
な
か
ろ
う
と
、
一
生
懸
命
や

ろ
う
と
怠
け
て
や
ろ
う
と
、
そ
れ
は
行

と
い
う
意
味
を
持
ち
ま
せ
ん
。

　

念
仏
が
行
と
い
う
意
味
を
持
つ
の
は
、

我
々
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
目
を

覚
ま
し
た
。
あ
た
か
も
肩
を
た
た
か
れ
、

目
を
覚
ま
さ
せ
る
よ
う
に
気
づ
か
さ
れ

た
。
そ
う
い
う
気
づ
き
を
促
し
、
目
覚
め

を
促
す
と
い
う
意
味
が
行
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
そ
の
気
づ
き
は
、「
こ
の
義
を

も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
必
ず
往
生
を
得
る
」

と
、
善
導
大
師
は
「
必
ず
」
と
表
さ
れ
ま

す
。
目
を
覚
ま
し
気
づ
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
我
々
に
自
覚
を
与
え
る
。

　

自
ら
の
立
っ
て
い
た
場
所
、
生
き
て

い
る
有
様
、
そ
れ
と
全
く
質
を
異
に
し

た
世
界
に
目
を
覚
ま
す
と
い
う
こ
と
が

必
ず
あ
る
と
。そ
れ
を「
発
願
回
向
の
義
」

と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
釈
を
見
ま
す
と
、

「「
発
願
回
向
」
と
言
う
は
、
如
来
す

で
に
発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回

施
し
た
も
う
の
心
な
り
。」

 

（「
行
巻
」聖
典
一
一
七
頁
）
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了
解
で
す
。
我
々
を
目
覚
め
さ
せ
よ
う

と
し
て
、
如
来
が
如
来
の
全
て
を
も
っ

て
我
々
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
の
だ
と
。

　

そ
う
す
る
と
、
気
づ
く
と
い
う
こ
と

に
二
つ
あ
る
わ
け
で
す
。
闇
と
光
で
す
。

一
つ
は
、
自
分
の
立
っ
て
い
る
場
、
思
っ

て
い
る
事
柄
は
真
実
で
は
な
い
と
気
付

い
た
と
い
う
面
。『
御
文
』
の
い
う
「
悪
業

煩
悩
」が
闇
の
面
で
す
。

　

気
づ
く
と
い
う
こ
と
に
い
ろ
い
ろ
な

表
現
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
鈍
い
も
の

で
あ
っ
た
と
か
、
な
ん
て
大
き
な
間
違

い
を
し
て
い
た
と
か
、
恥
ず
か
し
い
こ

と
を
し
て
い
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
気

づ
き
方
が
あ
り
ま
す
。

　

同
時
に
、
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

光
が
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
光

を
見
た
時
に
は
闇
を
離
れ
ま
す
。

　
「
無
始
以
来
つ
く
り
と
つ
く
る
悪
業
煩

悩
を
、
の
こ
る
と
こ
ろ
も
な
く
、
願
力
不

思
議
を
も
っ
て
消
滅
す
る
い
わ
れ
」
と
、

蓮
如
上
人
は
「
発
願
回
向
」
を
、
闇
が
は

っ
き
り
見
え
る
光
に
会
う
こ
と
だ
と
表

わ
さ
れ
ま
す
。

　

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
は
、
立

つ
べ
き
場
所
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
立
っ

て
生
き
て
い
る
も
の
に
、
そ
れ
は
立
つ

べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
、

同
時
に
立
つ
べ
き
と
こ
ろ
を
教
え
る
。

　

そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
「
勅
命
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
絶
対
に
聞
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
認
め
る
よ
り
他
は
な
い

よ
う
な
出
会
い
を
表
し
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
真
実
と
出

会
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
真

実
と
出
会
う
、
そ
の
出
会
い
を
表
し
て

い
る
。
そ
し
て
真
実
と
出
会
う
と
い
う

場
合
に
は
、
必
ず
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
道
理
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
。

　

我
々
が
、
大
き
な
思
い
違
い
を
し
て

生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
、

目
を
覚
ま
す
と
い
う
と
き
、
そ
の
構
造

は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
道
理
に
よ
り

ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
出

会
い
の
道
理
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
了

解
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

蓮
如
上
人
は
そ
の
こ
と
を
、

「
こ
れ
に
よ
り
て
、
南
無
と
た
の
む

衆
生
を
、
阿
弥
陀
仏
の
た
す
け
ま

し
ま
す
道
理
な
る
が
ゆ
え
に
」

（『
御
文
』五
帖
目
第
九
通

 

聖
典
八
三
七
頁
）

と
、「
道
理
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
ま

す
。

　

こ
の「
道
理
」と
は
、
善
導
大
師
の「
こ

の
義
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
必
ず
往
生

を
得
る
」と
言
わ
れ
た「
こ
の
義
」の
こ
と

で
す
。
こ
の「
義
」と
い
う
字
を
、
蓮
如
上

人
は
考
え
抜
い
て
「
道
理
」
と
表
現
さ
れ

た
。

　

蓮
如
上
人
の
時
代
に
、
こ
う
い
う
道

理
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
、

大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

蓮
如
上
人
の
時
代
は
、
文
字
通
り
乱

世
の
時
代
で
す
。
乱
世
と
い
う
の
は
、
道

理
の
な
い
世
界
で
す
。
ど
こ
に
も
確
か

な
も
の
、
こ
れ
に
よ
る
と
い
う
そ
う
い

う
道
理
が
な
い
。

　

そ
う
い
う
場
合
、
人
間
は
そ
の
場
そ

の
時
を
生
き
る
よ
り
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

妥
協
し
て
、
状
況
に
振
り
回
さ
れ
て
生

き
る
。

　

蓮
如
上
人
は
、
そ
う
い
う
状
況
の
只

中
に
、
こ
れ
こ
そ
道
理
だ
と
。
状
況
が

ど
う
変
わ
ろ
う
と
も
変
わ
ら
な
い「
義
」。

そ
う
い
う
「
道
理
」
を
見
つ
け
出
し
た
わ

け
で
す
。

　

我
々
が
出
会
う
、
そ
の
出
会
い
が
真

実
で
あ
る
な
ら
、
見
出
さ
れ
た
も
の
が

疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
の
な
い
も
の

で
あ
る
な
ら
、
そ
の
出
会
い
は
、
南
無
阿

弥
陀
仏
の
道
理
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

念
仏
と
は
、
真
実
と
の
出
会
い
の
道
理

を
表
す
も
の
で
す
。
い
か
な
る
人
の
う
え

に
も
、
ど
う
い
う
状
況
の
中
に
お
い
て

も
、
真
実
と
の
出
会
い
が
必
ず
あ
る
。
ま

さ
に
一
乗
と
い
う
意
味
が
出
て
く
る
。

　

こ
れ
は
我
々
に
大
き
な
希
望
で
す
。

そ
う
い
う
道
理
を
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が

表
し
て
い
る
の
で
す
。

　

最
後
に
、
考
え
る
糸
口
と
し
て
申
し

上
げ
て
お
き
ま
す
が
、
真
実
と
の
出
会

い
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
自
分
自
身
に

つ
い
て
、
一
点
の
疑
い
も
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
信
ず
る
と
い
う
問
題
が
出

て
き
ま
す
。

　

南
無
阿
弥
陀
仏
に
、
な
ぜ
信
心
と
い

う
問
題
が
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
道

理
に
出
会
っ
て
、
我
々
の
上
に
疑
い
が

晴
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。

　

そ
れ
は
疑
い
な
く
我
が
身
が
信
じ
ら

れ
る
と
い
う
信
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
で
す
か
ら
道
理
に
会
っ
て
得
ら

れ
る
も
の
が
真
宗
の
信
心
な
の
で
す
。

　

南
無
阿
弥
陀
仏
が
行
だ
と
い
う
意
味

は
、
仏
の
行
と
い
う
こ
と
で
す
。
念
仏
が

行
だ
と
い
う
意
味
は
、仏
に
あ
っ
て
は
行
。

そ
れ
は
我
々
に
あ
っ
て
は
信
と
な
る
。

　

道
理
に
会
え
ば
、
そ
こ
に
我
が
身
を

信
じ
、
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が

起
こ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
行
と
信
と

が
離
れ
な
い
わ
け
で
す
。

　
　
（
平
成
五
年
度　

第
三
回
講
義

 

平
成
五
年
八
月
一
八
日
）
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①
わ
が
心
の
歎
異
抄（
真
宗
文
庫
）

 

著
者　

今
井　

雅
晴

 
定
価　

八
一
〇
円（
税
込
）

　

親
鸞
語
録
と
も
言
わ
れ
る
『
歎
異
抄
』

の
魅
力
を
尋
ね
る
。
鎌
倉
時
代
に
記
さ

れ
、
今
な
お
読
ま
れ
続
け
る
『
歎
異
抄
』。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
読
ま
れ
続
け
て

い
る
の
か
…
。
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
歩

み
を
と
お
し
て
そ
の
魅
力
を
た
ず
ね
る
。

後
半
に
は
、『
歎
異
抄
』の
成
立
や
著
者
と

い
わ
れ
る
唯
円
の
人
物
像
な
ど
に
つ
い

て
の
研
究
成
果
も
掲
載
。
※
本
書
は
、
二

〇
〇
七
年
に
発
行
し
た『
わ
が
心
の
歎
異

抄
』
を
、
語
句
の
整
理
等
を
加
え
、
真
宗

文
庫
と

し
て
あ

ら
た
に

発
行
し

た
も
の

で
す
。

②
浄
土
真
宗
の
葬
儀

 

著
者　

竹
中　

智
秀

 

定
価　

一
、
五
一
二
円（
税
込
）

　

浄
土
真
宗
に
お
け
る
〝
葬
儀
〟
と
は
一

体
な
に
か
…
。

　

本
書
は
、
形
式
化
・
習
俗
化
の
一
途

を
た
ど
る
現
代
の
葬
儀
に
危
機
感
を
も

つ
僧
侶
・
門
徒
の
声
に
お
応
え
し
て
、

発
行
さ
れ
ま
し
た
。枕
勤
め
か
ら
、納
棺
、

通
夜
、
葬
儀
、
埋
葬
、
中
陰
、
そ
し
て
年

忌
法
要
ま
で
…
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る

葬
送
儀
礼
の
本
来
の
意
味
を
一
つ
ひ
と

つ
丁
寧
に
確
か
め
な
が
ら
、
亡
き
人
を

ご
縁
に
教
え
に
出
遇
う
、
ほ
ん
と
う
の

「
浄
土
真
宗
の
葬
儀
」
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
究
明
し
て
い
き
ま
す
。

　

葬
儀
の
縮
小
化
、
略
式
化
の
進
む
今

日
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
葬
儀
に
興

味
や
疑
問
を
も
つ
方
、
そ
し
て
葬
儀
を

執
行
す
る
僧
侶
の
方
に
も
是
非
お
読
み

い
た
だ
き

た
い
、
葬

儀
テ
キ
ス

ト
の
決
定

版
と
い
え

る
一
冊
で

す
。

③
伝
道
ブ
ッ
ク
ス
82

　
　

親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子

 

著
者　

織
田　

顕
祐

 

定
価　

二
七
〇
円（
税
込
）

　

親
鸞
聖
人
が
数
々
の
和
讃
に
よ
っ
て

讃
え
、「
和
国
の
教
主
」「
救
世
観
音
大
菩

薩
」と
し
て
深
く
尊
敬
し
て
い
る
聖
徳
太

子
。
な
ぜ
聖
人
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の

尊
崇
の
念
を
聖
徳
太
子
に
い
だ
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。
聖
徳
太
子
が
日
本
仏
教

に
果
た
し
た
役
割
、
そ
し
て
六
角
堂
の

夢
告
を
は
じ
め
、
聖
人
が
太
子
に
導
か

れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
と
お
し
て
、

親
鸞
聖
人

の
聖
徳
太

子
観
に
迫

る
一
冊
で

す
。

④
阿
弥
陀
経
に
学
ぶ

 

著
者　

廣
瀬　

惺

 

定
価　

一
、
七
二
八
円（
税
込
）

　
『
阿
弥
陀
経
』は
、
真
宗
本
廟（
東
本
願

寺
）
を
は
じ
め
、
宗
派
を
問
わ
ず
多
く
の

寺
院
で
日
々
読
誦
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の

人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
お
経
で
す
。

　

な
ぜ
こ
の
お
経
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
・

日
本
と
国
を
越
え
、
一
六
〇
〇
年
以
上

も
の
時
を
貫
い
て
、
無
数
の
人
々
に
読

ま
れ
続
け
て
き
た
の
か
。

　

そ
し
て
そ
こ
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
と

い
う
仏
、
浄
土
と
い
う
世
界
は
、
現
在
を

生
き
る
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る

の
か
…
。

　
『
阿
弥
陀
経
』
を
浄
土
三
部
経
の
ひ
と

つ
と
し
て
尊
ば
れ
た
親
鸞
聖
人
の
受
け

止
め
を
手
が
か
り
に
、
経
題
、
経
典
翻
訳

者
、
そ
し
て
経
典
の
内
容
へ
と
分
け
入

り
、
人
生
に
苦
悩
す
る
私
た
ち
に
届
け

ら
れ
た
釈
尊
（
お
釈
迦
さ
ま
）
の
大
悲
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
丁
寧
に
読
み
解
き
ま
す
。

　

お
経
の
領
解
を
た
す
け
る
「『
阿
弥
陀

　

今
回
の
『
震
動
』
第
二
十
七
号
は
こ

れ
ま
で
の
構
成
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

て
お
届
け
し
ま
す
。
学
院
に
は
真
宗

学
、
仏
教
学
、
教
化
学
、
差
別
問
題
、

声
明
作
法
、
法
規
と
い
う
授
業
科
目

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
に
即
し

た
特
別
講
義
を
年
間
十
回
程
行
な
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ご
紹
介
が

か
な
わ
な
か
っ
た
科
目
の
特
別
講
義

の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
の
推
薦
指
導
に

紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ

は
学
院
の
学
習
内
容
を
少
し
で
も
知

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
事
が
今

回
の
編
集
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
り
ま
す
。

　

特
別
講
義
は
ど
な
た
で
も
無
料
で

聴
講
で
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
機
会

に
ま
す
ま
す
多
く
の
方
に
足
を
運
ん

で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

 

（
黒
川　

智
光
）

編

集

後

記

本
の
紹
介

経
』
の
構

成
」・
全

文
の
書
き

下
し
文
も

収
載
し
て

い
ま
す
。


