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１

　

毎
朝
毎
夕
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
と
な
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
も
う
二
十
数
年
も
の
時
が
過
ぎ
た
。
き
っ
か
け
は
重
い
鬱
情
態
に
陥
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
憂

愁
と
不
安
と
に
と
ら
わ
れ
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
藁
に
も
す
が
る
思
い
で
と
な
え
た
の
だ
。
北
国
の
街
の
一
遇
に
小
さ
な
仏
具
店
が
あ
り
、
そ
の
店
先

に
置
か
れ
た
一
体
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
む
か
っ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
る
と
、
暗
黒
の
世
界
が
空
色
の
あ
か
る
い
世
界
へ
と
変
転
し
、
重
く
沈
ん
だ
こ
こ

ろ
の
底
か
ら
、
じ
わ
じ
わ
と
晴
れ
や
か
な
気
分
が
湧
き
だ
し
て
い
た
。
爾
来
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
と
な
え
る
こ
と
が
日
課
と
な
っ
た
。
法
然
に
よ
れ
ば
、「
弥
陀

た
す
け
た
ま
え
」
と
念
じ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
さ
え
す
れ
ば
、
弥
陀
の
願
力
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
が
浄
土
へ
の
往
生
を
約
束
さ
れ
る
と
い
う
。
わ
た

し
が
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
念
仏
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
が
重
い
鬱
情
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ

と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
ま
ち
が
い
な
く
わ
た
し
を
救
っ
た
の
だ
。

　

だ
が
、
わ
た
し
の
念
仏
は
正
し
い
念
仏
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
わ
た
し
が
と
な
え
る
念
仏
は
、
実
を
い
え
ば
惰
性
の
域
を
出
な
い
。
か
つ
て
自
分
を
救
っ
て

く
れ
た
阿
弥
陀
仏
へ
の
感
謝
の
念
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
り
が
た
さ
の
感
覚
は
、
い
ま
も
な
お
こ
こ
ろ
の
底
に
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い
る
し
、
親
鸞
や
蓮
如

の
説
く
報
恩
感
謝
の
念
仏
を
実
践
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
と
い
う
痛
切
な
願
い
は
も
う
ど
こ
に
も
宿
っ
て
い

念
仏
？
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な
い
。「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
と
い
う
思
い
か
ら
痛
切
に
発
せ
ら
れ
た
念
仏
は
、
す
で
に
遠
い
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
在
の
わ
た
し
の

念
仏
は
単
な
る
日
常
の
習
慣
と
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
、
た
だ
の
惰
性
の
日
課
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
念
仏
に
関
し
て
、
正
し
い
か
否
か

を
問
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
無
意
味
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
重
い
鬱
の
さ
な
か
に
救
い
を
求
め
て
お
の
ず
か
ら
に
発
せ
ら
れ
た
あ
の
念
仏
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
う
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
法
然
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
は
、
真
実
の
こ
こ
ろ
で
、
深
く
弥
陀
を
信
じ
、
次
生
で
の

往
生
を
切
に
願
う
気
持
ち
、す
な
わ
ち
「
三
心
」
が
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
わ
た
し
の
あ
の
最
初
の
念
仏
は
、は
た
し
て
三
心
に
基
づ
く
も
の
だ
っ

た
の
か
ど
う
か
。
い
ま
に
し
て
思
え
ば
、
そ
こ
に
何
か
し
ら
不
純
な
も
の
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

い
ま
か
ら
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
、
わ
た
し
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
邪

よ
こ
し
まと

い
う
し
か
な
い
念
仏
を
と
な
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
次
女
の
第
一
志
望
の
大
学
の
合
格
発

表
の
日
の
こ
と
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
合
格
者
の
受
験
番
号
が
発
表
さ
れ
る
十
五
分
ほ
ど
前
か
ら
、
わ
た
し
は
仏
壇
の
前
に
正
座
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
と
な

え
つ
づ
け
た
。
そ
の
何
百
遍
か
の
念
仏
は
、
ひ
た
ぶ
る
に
娘
の
合
格
を
祈
る
も
の
で
あ
り
、
愚
か
な
親
ご
こ
ろ
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
娘
が
受
験
を
終
え
、
採

点
と
集
計
と
が
終
わ
っ
た
時
点
で
す
で
に
合
否
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
合
格
発
表
当
日
の
念
仏
な
ど
「
あ
と
の
祭
り
」
を
祈
る
愚
行
で
し
か
な
い
と
も

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
に
真
剣
だ
っ
た
。
そ
の
真
剣
な
念
仏
が
弥
陀
の
こ
こ
ろ
を
動
か
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
娘
は
無
事
に
合
格
し

て
い
た
。
嬉
し
か
っ
た
。
娘
に
祝
福
の
こ
と
ば
を
投
げ
か
け
た
あ
と
、
わ
た
し
は
再
び
仏
壇
の
前
に
正
座
し
て
、
弥
陀
に
感
謝
の
念
仏
を
捧
げ
た
。
そ
の
と
き
、
わ

た
し
は
つ
と
何
か
し
ら
嫌
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
。
娘
が
合
格
し
て
欣
喜
雀
躍
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
蔭
に
絶
望
し
て
涙
に
く
れ
て
い
る
一
人
の
受
験
生

が
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
わ
た
し
は
い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
っ
た
。
娘
の
合
格
を
祈
っ
て
と
な
え
た
念
仏
は
、
同
時
に
見
知
ら
ぬ
だ
れ
か

の
不
合
格
を
願
っ
て
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
き
、
自
分
の
念
仏
が
こ
の
う
え
も
な
く
邪
悪
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
た
。
そ
の
と
き
わ
た
し

は
知
っ
た
よ
う
に
思
っ
た
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
は
、
正
し
い
も
の
と
邪
な
も
の
と
が
あ
る
こ
と
を
。

　

そ
う
す
る
と
、
北
国
の
街
の
仏
具
店
の
店
先
で
わ
た
し
が
と
な
え
た
最
初
の
念
仏
に
関
し
て
も
正
邪
の
判
断
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
念
仏
の
際
、

わ
た
し
は
心
底
鬱
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
一
見
、
そ
こ
に
は
何
ら
邪
な
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
だ
。「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
と
い
う
切
実
な

祈
り
と
し
て
の
念
仏
に
邪
心
が
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
わ
た
し
は
、
そ
の
最
初
の
念
仏
が
決
定
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
断

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
法
然
の
い
う
「
三
心
」
が
、
と
り
わ
け
、
次
生
で
の
往
生
を
願
う
気
持
ち
が
そ
こ
に
は
欠
け
て
い
た
か
ら
だ
。「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
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と
い
う
切
な
る
祈
り
と
「
三
心
」
と
の
あ
い
だ
に
距
離
が
生
じ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
距
離
が
念
仏
を
邪
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
正
し
い
念

仏
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。「
三
心
」
を
備
え
、
間
断
な
く
と
な
え
ら
れ
る
（「
四
修
」
の
）
念
仏
だ
け
が
正
し
く
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
邪
な
の

だ
ろ
う
か
。
か
り
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
す
ぎ
な
い
わ
た
し
の
ご
と
き
者
は
、
生
涯
正
し
い
念
仏
を
と
な
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
、
弥
陀
の
真
意
に
か
な
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
弥
陀
は
何
を
以
て
「
正
」
と
な
し
、
何
を
以
て
「
邪
」
と
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
念
仏
に
つ
い
て
正

邪
を
判
定
し
よ
う
と
い
う
試
み
自
体
が
無
意
味
な
も
の
な
の
か
。
こ
の
文
章
で
は
、
そ
う
し
た
、
口
称
の
念
仏
の
本
質
に
関
わ
る
事
柄
を
問
う
て
み
た
い
。

２

　

さ
き
ほ
ど
来
、
わ
た
し
は
念
仏
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
を
等
号
で
結
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
念
仏
に
関
す
る
厳
密
な
理
解
と
は
い
え
な
い
。
曇
鸞
以
来

の
浄
土
教
の
伝
統
の
な
か
で
は
、
念
仏
と
は
お
も
に
「
仏
」
の
す
が
た
を
「
念
」
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
観
想
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
仏
と

そ
の
本
来
の
住
み
か
で
あ
る
浄
土
の
在
り
よ
う
な
ど
を
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
は
っ
き
り
と
思
い
浮
べ
る
こ
と
こ
そ
が
、
元
来
「
念
仏
」
と
呼
ば
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

浄
土
教
の
歴
史
の
な
か
で
口
で
と
な
え
る
念
仏
、
す
な
わ
ち
口
称
の
念
仏
が
観
想
の
念
仏
よ
り
も
重
視
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
は
、
さ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
。
管

見
で
は
、
口
称
の
念
仏
に
重
き
を
置
い
た
浄
土
教
の
最
初
の
思
想
家
は
善
導
で
あ
る
。
善
導
は
、
無
量
寿
経
の
法
蔵
菩
薩
（
弥
陀
）
の
四
十
八
願
の
な
か
か
ら
第

十
八
願
を
も
っ
と
も
重
要
な
願
（
本
願
）
と
し
て
取
り
上
げ
、そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
十
念
」
を
口
称
の
念
仏
と
解
し
た
。
第
十
八
願
と
は
、「
人
々
が
わ
た
し
の
国
、

浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
か
り
に
十
遍
な
り
と
も
念
仏
し
た
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
そ
の
人
々
を
摂お

さ

め
取
っ
て
捨
て
な
い
」
と
い
う
誓
い
で
あ
る
。
善
導
は

い
う
。
念
仏
と
は
一
心
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
る
こ
と
で
あ
る
、
こ
れ
を
十
遍
ほ
ど
も
実
行
し
た
者
を
、
す
べ
か
ら
く
浄
土
に
迎
え
取
ろ
う
と
い
う
の
が

弥
陀
の
願
い
で
あ
り
、
こ
の
願
い
は
す
で
に
五
劫
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
の
長
い
年
月
を
か
け
て
成
就
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
万
人
が
救
わ
れ
う
る
、
と
。

　

た
だ
し
、善
導
は
無
条
件
に
す
べ
て
の
人
間
が
救
わ
れ
る
と
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。善
導
が
引
用
す
る
無
量
寿
経
の
第
十
八
願
に
は
例
外
規
定
が
あ
る
。「
た

だ
し
、
父
母
を
殺
す
な
ど
の
大
罪
（
五
逆
）
を
犯
す
者
と
仏
法
を
誹
誇
す
る
者
と
を
除
く
」
と
い
う
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
善
導
は
け
っ
し
て
こ
の
規
定
の
枠
か
ら

逸
脱
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
善
導
が
仏
（
弥
陀
）
へ
の
信
を
も
た
な
い
者
で
さ
え
も
そ
の
願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
甘
い
認
識
に
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立
っ
て
い
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
万
人
が
救
わ
れ
う
る
と
い
う
善
導
の
救
済
論
は
、
こ
こ
ろ
の
底
か
ら
弥
陀
の
願
力
を
信
じ
、
切
実
な
こ
こ
ろ
も
ち
で

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
と
な
え
る
者
に
の
み
あ
て
は
ま
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
善
導
は
、
弥
陀
の
願
力
を
信
じ
る
こ
と
と
、
弥
陀
の
す
が
た
や
在
り
ど
こ

ろ
を
観
ず
る
こ
と
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
口
称
の
念
仏
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
同
時
に
観
想
の
念
仏
に
も
依
拠
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
善
導
の

真
意
が
あ
っ
た
。

　

口
称
の
念
仏
と
観
想
の
念
仏
と
を
二
つ
な
が
ら
に
重
視
す
る
態
度
は
、
わ
が
国
の
浄
土
教
の
祖
師
源
信
に
も
認
め
ら
れ
る
。
源
信
の
主
著
往
生
要
集
は
、「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
な
人
間
に
も
可
能
な
易
行
と
し
て
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
、
弥
陀
の
す
が
た
や
浄
土
の
在
り
よ
う
を
思
い
浮

べ
る
こ
と
を
往
生
の
必
須
条
件
と
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
往
生
要
集
は
説
く
。
常
日
ご
ろ
か
ら
観
想
の
念
仏
を
怠
る
こ
と
な
く
実
践
し
、
そ
こ
に
口
称
の

念
仏
を
加
え
る
者
こ
そ
が
、
臨
終
の
際
に
弥
陀
、
観
音
、
勢
至
の
三
尊
の
来
迎
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
往
生
要
集
は
、
地
獄
に
つ
い
て
の
鮮
烈
な
描
写

で
知
ら
れ
る
。
こ
の
書
が
公
家
階
層
の
み
に
な
ら
ず
一
般
の
文
盲
の
庶
民
に
ま
で
知
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
鮮
烈
な
地
獄
の
描
写
が
多
数
の
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
絵
画

化
さ
れ
、
末
端
の
寺
院
に
ま
で
流
布
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
源
信
自
身
に
、
己
れ
の
思
想
を
民
衆
に
ま
で
広
め
よ
う
と
い
う
意
思
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
に
関
す
る
認
識
が
、
往
生
要
集
を
媒
介
と
し
て
衆
庶
に
ま
で
伝
わ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
地
獄
を
恐
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
に
対
し
て
対
蹠
的
な
位
置
に
あ
る
と
さ
れ
る
極
楽
浄
土
を
求
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
意
味
で
、
往
生
要
集
は
、
公
家
階
層
の
み
な
ら
ず
一
般
庶

民
を
も
浄
土
へ
と
導
く
、
い
わ
ば
手
引
き
の
書
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
手
引
き
の
書
の
な
か
で
観
念
の
念
仏
と
並
ん
で
口
称
の
念
仏
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
文
字
を
知
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
仏
の
す
が
た
を

思
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
庶
民
が
、
た
だ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
さ
え
す
れ
ば
往
生
の
道
が
開
け
る
こ
と
を
確
信
し
、
そ
こ
に
自
己
自
身
の
究

極
の
救
い
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
源
信
は
、
わ
が
国
の
革
命
「
的
」
な
浄
土
教
思
想
家
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
彼
は
真
の
「
革
命

者
」
で
は
な
か
っ
た
。
口
称
の
念
仏
を
重
視
す
る
そ
の
態
度
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
観
念
の
念
仏
に
重
き
を
置
く
立
場
に
吸
収
さ
れ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
源
信
自
身
が
仏
の

す
が
た
・
か
た
ち
を
観
想
す
る
三
昧
発
得
の
境
地
で
臨
終
を
迎
え
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
真
の
革
命
者
と
は
だ
れ
か
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
れ
は
、
源
信
の
往
生

要
集
を
媒
介
と
し
て
善
導
の
観
経
疏
が
説
く
弥
陀
の
第
十
八
願
の
重
要
性
を
再
確
認
し
た
思
想
家
、
法
然
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

法
然
は
、
善
導
が
、
第
十
八
願
に
い
う
念
仏
を
た
だ
口
称
の
念
仏
の
み
を
意
味
す
る
も
の
と
と
ら
え
、
観
念
の
念
仏
へ
の
志
向
を
捨
て
て
い
る
、
と
解
し
た
。
そ
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の
う
え
で
、
た
だ
ひ
と
り
善
導
に
だ
け
依
拠
す
る
態
度
、
す
な
わ
ち
「
偏
依
善
導
」
こ
そ
が
浄
土
教
の
在
る
べ
き
す
が
た
で
あ
る
と
説
い
た
。
法
然
は
い
う
。
口
で

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
る
こ
と
は
、
弥
陀
自
身
が
案
じ
い
だ
し
た
行
為
で
あ
り
、
他
の
い
か
な
る
宗
教
行
為
に
も
増
し
て
た
や
す
い
「
易
行
」
で
あ
る
、
そ

れ
は
善
行
を
積
み
か
さ
ね
な
が
ら
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
人
々
は
も
と
よ
り
、
煩
悩
に
ま
み
れ
、
と
も
す
れ
ば
悪
事
に
は
し
り
が
ち
な
底
下
の
凡
夫
に
も
実
践
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
。
善
導
が
念
仏
を
た
だ
口
称
の
そ
れ
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
確
実
に
示
す
客
観
的
な
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
法
然
は
、
底

下
の
凡
夫
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
が
ゆ
え
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
極
重
の
悪
人
に
さ
え
浄
土
へ
の
往
生
の
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
善
導
の
い
う
念
仏
を
口
称
以
外
の
何
も
の
を
も
意
味
し
な
い
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

悪
人
こ
そ
が
往
生
す
る
と
い
う
考
え
か
た
が
、
親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
悪
人
正
機
説
（
歎
異
抄
第
三
条
）
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
巷
間
に
広
く
知
ら
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
考
え
か
た
は
、
ひ
と
り
親
鸞
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
親
鸞
の
師
法
然
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
証
す
る
の
が
、
親
鸞
と
同
門
の
高
弟
源
智
の
手
に
な
る
法
然
上
人
伝
記
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
源
智
は
、「
善
人
尚
以
て
往
生
す
、
況
や

悪
人
を
や
の
事
。
口
伝
こ
れ
あ
り
」
と
伝
え
て
い
る
。
法
然
は
、
底
下
の
凡
夫
、
極
悪
無
道
な
悪
人
の
往
生
に
強
烈
な
関
心
を
寄
せ
る
が
ゆ
え
に
、
善
導
の
説
く
念

仏
を
も
っ
ぱ
ら
口
称
の
念
仏
の
み
を
意
味
す
る
も
の
と
と
ら
え
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
な
ぜ
法
然
は
そ
こ
ま
で
悪
人
の
往
生
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
九
条
兼
実
や
北
条
政
子
な
ど
の
貴
顕
の
人
々
と
交
わ
り
、
上
層
階
級
（
寺
々
に
「
布
施
」
と
い
う
「
善
行
」
が
で
き
る
人
々
）
を
主
た
る
布
教
の
対
象

と
し
て
い
た
彼
が
、
悪
人
の
往
生
と
い
う
こ
と
に
強
い
関
心
を
い
だ
い
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
念
仏
に
関
す
る
法
然
義
の
真
実
の
在
り
よ
う
を
探
る
た
め

に
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
何
ら
か
の
回
答
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

３

　

法
然
に
は
多
く
の
伝
記
が
あ
る
。
史
料
上
の
信
憑
性
が
高
い
も
の
が
多
く
、
親
鸞
な
ど
に
く
ら
べ
て
そ
の
生
涯
に
謎
は
少
な
い
と
い
え
よ
う
。
諸
種
の
伝
記
や
書

簡
史
料
な
ど
を
博
捜
し
た
文
献
と
し
て
も
っ
と
も
著
名
な
も
の
は
、
没
後
ほ
ぼ
百
年
を
経
て
公
刊
さ
れ
た
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
勅
修
御
伝
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

鎮
西
派
、
す
な
わ
ち
聖
光
の
系
統
の
正
統
性
を
誇
示
す
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
ま
た
、
法
然
に
関
す
る
空
想
め
い
た
伝
説
を
記
し
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て
お
り
、
客
観
性
に
欠
け
る
面
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
選
択
集
の
核
心
や
現
存
の
消
息
等
を
網
羅
す
る
こ
の
書
が
、
法
然
の
人
生
そ
の
も
の
を

緻
密
に
再
現
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
お
も
む
き
を
伝
え
る
も
っ
と
も
確
実
な
史
料
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

こ
の
書
に
よ
れ
ば
、
法
然
は
そ
の
幼
年
期
に
苛
酷
な
体
験
を
し
て
い
る
。
法
然
は
、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
年
）
四
月
七
日
に
、
押
領
使
漆う

る

間ま

時と
き

国く
に

の
嫡
男
と
し

て
美
作
国
久
米
に
生
ま
れ
た
。
母
は
秦
氏
、
幼
名
を
勢
至
丸
と
い
っ
た
。
竹
馬
で
遊
ぶ
年
齢
の
こ
ろ
か
ら
す
で
に
賢
明
な
性
を
示
し
、
と
も
す
れ
ば
西
方
に
こ
こ
ろ

を
傾
け
る
風
情
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
勢
至
丸
が
九
歳
の
と
き
、
事
件
は
起
こ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
時
国
が
、
日
ご
ろ
不
仲
で
あ
っ
た
近
隣
の
武
士
明
石
源
内
武

者
定
明
の
夜
討
ち
に
遭
い
、
深
手
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
勢
至
丸
は
、
父
が
討
た
れ
る
さ
ま
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
。
そ
の
こ
こ
ろ
の
傷
に
は
深
い
も
の
が
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。
復
讐
の
決
意
に
燃
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
父
時
国
は
、
臨
終
の
床
で
勢
至
丸
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
い
残
し
た
と
い
う
。「
お
前
は
、

父
が
討
た
れ
た
こ
と
を
恥
辱
と
し
て
、
仇
を
怨
ん
で
な
ら
な
い
。
父
が
今
討
た
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
の
も
宿
業
の
ゆ
え
で
あ
る
。
も
し
遺
恨
に
思
っ
て
仇
を
討
つ
よ
う

な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
殺
し
殺
さ
れ
る
と
い
う
連
鎖
が
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
い
て
し
ま
う
。
早
々
に
俗
世
を
逃
れ
、
わ
た
し
の
菩
提
を
弔
い
、
か
つ
は
己
れ
の
解
脱
を
求

め
よ
」
と
。

　

勢
至
丸
、
す
な
わ
ち
の
ち
の
法
然
は
、
こ
の
こ
と
ば
に
従
い
、
母
秦
氏
の
弟
（
叔
父
）
が
住
職
を
つ
と
め
る
菩
提
寺
で
仏
門
に
入
り
、
後
に
比
叡
山
延
暦
寺
に
移
っ

た
。
延
暦
寺
で
は
、
源
光
、
皇
円
、
叡
空
ら
の
指
導
の
も
と
に
学
問
的
研
鑽
を
積
み
、
の
ち
に
は
「
智
恵
第
一
等
の
法
然
房
」
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
叡
山
で
の
勉
学
は
、
法
然
に
と
っ
て
十
分
に
納
得
の
ゆ
く
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
行
状
絵
図
に
よ
れ
ば
、
法
然
は
将
来
の
座
主
と
し
て
期
待
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
行
状
絵
図
の
創
作
で
あ
ろ
う
。
権
門
・
貴
顕
の
家
に
生
を
う
け
た
者
の
み
が
、
僧
と
し
て
立
身
出
世
の
道
を
歩
む
当
時
の
叡

山
に
あ
っ
て
、
い
っ
か
い
の
田
舎
武
士
の
子
に
す
ぎ
な
い
法
然
に
は
、
学
僧
の
域
を
大
き
く
超
え
る
こ
と
な
ど
期
待
し
よ
う
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
、
法
然
自
身
に
、
僧
と
し
て
の
立
身
出
世
を
求
め
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
天
台
以
外
の
諸
宗
に
も
多
く
を
学
ん
だ
法
然
は
、
父
の

遺
言
ど
お
り
に
己
れ
の
解
脱
の
道
を
こ
そ
求
め
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
の
精
神
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
に
、
法
然
は
「
慈
悲
」
と
い
う
こ

と
を
め
ぐ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
真
剣
に
思
索
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
大
乗
仏
教
の
精
神
と
は
、
仏
が
衆
生
に
楽
を
与
え
そ
の
苦
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
の
と
同

様
に
、
現
世
を
生
き
る
僧
侶
が
一
般
庶
民
を
物
心
両
面
か
ら
救
済
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
権
門
・
貴
顕
の
う
し
ろ
だ
て
を
持
た
な
い
法
然

に
は
物
質
的
な
面
で
衆
庶
を
救
う
手
立
て
は
な
か
っ
た
。
彼
に
で
き
る
こ
と
は
、
精
神
的
な
面
で
衆
庶
を
支
え
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
だ
が
、
具
体
的
に
何
を
す
れ
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ば
衆
庶
を
精
神
面
で
救
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
青
年
期
の
法
然
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

智
恵
第
一
等
と
は
い
え
、
そ
れ
は
学
問
上
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
天
台
や
そ
の
他
の
諸
宗
の
教
学
を
い
か
に
深
く
理
解
し
よ
う
と
も
、
そ
の
知
識
は
、
直
接
に

衆
庶
を
助
け
る
よ
す
が
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
法
然
は
悩
ん
だ
。
し
か
も
、
そ
の
苦
悩
は
、
己
れ
の
無
力
を
責
め
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
幼
年
期
に

父
を
近
隣
の
武
士
に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
体
験
を
し
た
彼
は
、
人
間
の
醜
さ
と
悪
性
と
を
い
や
が
う
え
に
も
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
天
台
教
団
は
、

最
澄
以
来
の
伝
統
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
仏
性
が
あ
り
、
仏
に
な
れ
る
と
説
い
て
き
た
（
本
覚
論
）。
お
そ
ら
く
、
法
然
は
、
仏
性
あ
る
人
間
同
士
が
な
ぜ

殺
し
合
う
ほ
ど
に
互
い
に
憎
悪
を
み
な
ぎ
ら
せ
合
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
い
だ
い
た
に
違
い
な
い
。
彼
自
身
は
も
と
よ
り
、
衆
庶
も
ま
た
そ
の
内
面
に
度
し
が
た

い
悪
性
を
か
か
え
こ
ん
だ
存
在
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
悪
性
の
巣
窟
と
も
い
う
べ
き
人
間
、
す
な
な
ち
「
悪
人
」
を
ど
う
す
れ
ば
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
こ

そ
が
、
青
年
期
か
ら
中
年
期
に
か
け
て
の
法
然
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
課
題
に
一
つ
の
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、

四
十
三
歳
の
こ
ろ
、
延
暦
寺
の
書
庫
で
天
台
浄
土
教
の
聖
典
往
生
要
集
を
読
ん
で
い
た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

法
然
は
、
源
信
が
善
導
の
観
経
疏
に
触
れ
な
が
ら
悪
人
の
往
生
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、
観
経
疏
そ
の
も
の
を
再
読
し
て
み
た
。
す
る
と

そ
こ
で
は
、
弥
陀
の
第
十
八
願
が
底
下
の
凡
夫
の
た
め
の
本
願
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
口
称
の
念
仏
を
十
回
ほ
ど
も
と
な
え
れ
ば
、
い
か
な
る
悪
人
で
あ

ろ
う
と
も
往
生
で
き
る
と
い
う
の
が
、
第
十
八
願
の
真
意
で
あ
る
と
善
導
は
説
い
て
い
た
。
そ
の
と
き
法
然
は
「
こ
れ
だ
！
」
と
思
っ
た
。
十
回
ほ
ど
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
と
と
な
え
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
に
も
可
能
で
あ
る
。
他
の
生
き
も
の
を
殺
し
て
食
べ
、
と
き
に
は
殺
人
さ
え
も
辞
さ
な
い
悪
人
、
あ
る
い
は
種
々

の
煩
悩
に
ま
み
れ
、
仏
の
す
が
た
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
は
し
な
い
衆
庶
も
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
と
な
え
る
こ
と
く
ら
い
は
で
き
る
。「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
を
と
な
え
る
こ
と
だ
け
で
救
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
人
間
に
対
し
て
も
救
済
の
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
。
法
然
は
そ
う
考
え
た
。
幼
年
期
の

苛
酷
な
体
験
を
経
て
、
人
間
の
悪
性
を
痛
感
し
て
い
た
法
然
は
、
自
身
が
よ
う
や
く
ま
っ
た
き
意
味
で
の
「
慈
悲
」
を
実
践
し
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、

彼
は
決
意
し
た
。「
念
仏
を
口
で
と
な
え
さ
え
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
も
弥
陀
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
一
事
の
み
を
強
調
す
る
一
宗

を
立
て
る
こ
と
を
。

　

こ
の
一
宗
、
す
な
わ
ち
「
浄
土
宗
」
を
樹
立
し
て
、
叡
山
を
降
っ
た
法
然
は
、
吉
水
の
草
庵
を
拠
点
と
し
て
布
教
活
動
を
展
開
す
る
。
智
恵
第
一
等
と
称
さ
れ
た

法
然
は
、
そ
の
際
「
愚
痴
」
に
還
っ
た
。
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
弥
陀
の
名
を
と
な
え
る
こ
と
以
外
に
何
も
な
す
べ
き
こ
と
は
な
い
、
学
理
を
究
め
る
こ
と
は
も
と
よ
り
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の
こ
と
、
教
義
に
こ
だ
わ
る
こ
と
す
ら
無
用
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
法
然
は
、
公
家
や
上
級
武
士
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
庶
民
に
む
か
っ
て
、
た
だ
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
を
と
な
え
る
こ
と
の
み
を
勧
め
た
。
こ
の
易
行
の
勧
め
に
多
く
の
人
々
が
胸
を
う
た
れ
た
。
己
れ
の
悪
性
を
自
覚
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
救
わ
れ
え
な

い
と
苦
し
む
人
々
、あ
る
い
は
、南
都
北
嶺
の
傘
下
に
あ
る
寺
々
に
一
紙
半
銭
も
寄
進
す
る
こ
と
（
布
施
）
が
で
き
ず
、精
神
面
で
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
持
ち
え
な
か
っ

た
人
々
が
、
愚
痴
に
還
っ
た
法
然
の
教
え
に
帰
し
た
。
行
状
絵
図
に
よ
れ
ば
、
漁
師
や
遊
女
で
さ
え
も
嬉
々
と
し
て
法
然
の
教
え
に
し
た
が
っ
た
と
い
う
。
浄
土
宗

は
、
京
の
都
を
中
心
に
幅
広
い
層
に
広
ま
り
、
や
が
て
南
都
北
嶺
の
権
威
を
切
り
崩
す
ほ
ど
の
大
き
な
勢
力
を
も
つ
に
至
る
。

　

法
然
の
布
教
活
動
を
支
え
た
も
の
は
、
彼
が
と
な
え
る
日
に
数
万
遍
を
超
え
る
念
仏
だ
っ
た
。
法
然
は
、
東
大
寺
で
観
無
量
寿
経
な
ど
の
講
説
を
し
た
り
、
九
条

兼
実
の
求
め
に
応
じ
て
選
択
集
（
選
択
本
願
念
仏
集
）
を
著
わ
し
た
り
も
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
弟
子
に
よ
る
口
述
筆
記
）。
浄
土
宗
の
教
義
を
人
々
に
知
ら
し
め

る
こ
と
を
怠
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
生
活
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
口
称
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
門
弟
た
ち
は
、
一
心
に
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
と
な
え
つ
づ
け
る
彼
の
姿
に
圧
倒
さ
れ
、
か
つ
は
彼
に
対
す
る
敬
仰
の
念
を
深
め
て
い
っ
た
。
法
然
の
愚
痴
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
徹
す
る
こ
と

と
し
て
、
そ
の
極
限
に
達
し
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
愚
痴
は
、
あ
る
一
瞬
に
、
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
叡
知
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
う
。
日
に
六
万
遍
、
七
万
遍
に

も
お
よ
ぶ
口
称
の
念
仏
は
、
そ
れ
を
と
な
え
る
者
を
俗
世
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
際
限
な
く
く
り
か
え
さ
れ
る
念
仏
の
さ
な
か
に
、

法
然
は
弥
陀
の
す
が
た
と
浄
土
の
様
相
と
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
し
ま
う
。
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
口
称
三
昧
」
と
い
う
境
地
に
立
っ
た
の
だ
っ
た
。
法
然
は
、
悪
人
の

往
生
（
救
済
）
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
思
索
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
観
念
の
念
仏
と
訣
別
し
た
は
ず
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど
の
よ
う
な
悪
人
に
も
可
能
な
口
称

の
念
仏
を
実
践
す
る
さ
な
か
に
、
ふ
た
た
び
彼
は
叡
知
の
極
み
と
も
い
う
べ
き
観
念
の
念
仏
に
、
そ
の
精
神
の
志
向
性
を
帰
着
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

法
然
は
、
選
択
集
の
な
か
で
、
な
ぜ
善
導
を
浄
土
宗
の
祖
師
と
し
彼
以
前
に
ま
で
遡
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
回
答
を

与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
三
昧
発
得
」
を
達
成
し
た
の
は
善
導
ひ
と
り
だ
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。「
三
昧
発
得
」
と
は
、
こ
こ
ろ
を
鎮
め
て
観
仏
す
る
こ
と
、

要
す
る
に
弥
陀
の
す
が
た
を
思
い
浮
べ
つ
づ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
境
地
を
志
向
す
る
と
き
、
法
然
の
口
称
念
仏
は
、
だ
れ
に
で
も
可
能
な
易
行
の
念

仏
か
ら
一
部
の
選
ば
れ
た
者
に
し
か
な
し
え
な
い
難
行
の
念
仏
へ
と
変
移
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
法
然
は
悪
人
と
し
て
し

か
在
り
え
な
い
一
般
衆
庶
に
ま
で
「
口
称
三
昧
」
や
「
三
昧
発
得
」
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
不
断
の
念
仏
を
是
と
し
な
が
ら
も
、
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
な
け
れ
ば

生
涯
一
度
の
念
仏
で
も
か
ま
わ
な
い
と
す
る
彼
は
、
衆
庶
に
対
し
て
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け
た
宗
祖
で
あ
っ
た
。
そ
の
慈
愛
に
満
ち
た
温
顔
は
、
一
般
の
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門
徒
た
ち
に
深
い
安
心
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
彼
が
己
れ
に
求
め
た
も
の
は
、
あ
ま
り
に
も
厳
し
す
ぎ
る
観
念
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
口
称
が
観
念
に
変
わ
る
瞬
間
を
求
め
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

を
と
な
え
つ
づ
け
た
。
そ
の
峻
烈
さ
は
、
ほ
と
ん
ど
だ
れ
に
も
真
似
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
選
択
集
に
接
し
て
怒
り
心
頭
に
発
し
た
明
恵
は
、

摧
邪
輪
に
お
い
て
、
法
然
に
は
菩
提
心
が
な
く
、
そ
う
で
あ
る
以
上
浄
土
宗
は
も
は
や
仏
教
の
名
に
価
し
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
選
択
集
に
は
菩
提

心
に
関
す
る
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
。
だ
が
、「
口
称
三
昧
」
や
「
三
昧
発
得
」
が
菩
提
心
な
し
に
可
能
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。
覚
り
を
ひ
ら
く
こ
と
へ
の
切
実

な
願
い
が
、
日
に
六
万
遍
、
七
万
遍
と
い
う
念
仏
を
実
践
さ
せ
、
法
然
を
観
仏
の
境
地
へ
と
至
ら
し
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
お
そ
ら
く
、
法
然
の
念
仏
と
は
、

強
烈
な
菩
提
心
に
支
え
ら
れ
つ
つ
命
が
け
で
浄
土
を
欣
求
す
る
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
ご
く
一
部
の
限
ら
れ
た
人
間
に
し
か
実
践
で
き
な
い
こ
の
う
え
も
な
く
峻

酷
な
「
行
」
で
あ
っ
た
。

　

く
り
か
え
し
強
調
す
る
が
、
法
然
は
そ
れ
を
一
般
の
信
徒
に
ま
で
求
め
た
わ
け
で
な
い
。
近
侍
す
る
高
弟
た
ち
に
さ
え
求
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
念

仏
に
関
す
る
彼
の
真
意
が
、
ま
の
あ
た
り
に
仏
の
す
が
た
に
接
し
、
あ
ま
つ
さ
え
浄
土
の
様
相
を
思
い
浮
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
間

の
な
か
で
い
っ
た
い
だ
れ
が
そ
れ
を
志
向
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
己
れ
の
利
益
を
求
め
て
と
な
え
ら

れ
る
念
仏
が
、
法
然
の
真
意
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
法
然
以
外
の
多
く
の
人
間
の
念
仏
は
、
そ
の
本
来
の

在
り
よ
う
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

４

　

わ
た
し
た
ち
は
、
何
ら
か
の
窮
地
に
陥
っ
た
と
き
、「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
と
こ
こ
ろ
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
口
に
出
し
て
念
仏
を
と
な
え
る
。
た
と
え
ば
、

癌
の
手
術
に
臨
む
直
前
や
合
格
の
可
能
性
の
低
い
入
学
試
験
の
発
表
に
臨
ん
だ
際
な
ど
に
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
わ
た
し
た
ち
が
求
め
て
い
る
の
は
己
れ
の
利
益
だ

け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
他
者
に
対
す
る
配
慮
は
ほ
ぼ
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
自
分
の
手
術
の
成
功
が
家
族
の
た
め
に
な
る
と
か
、
自
分
が
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
父
母
が
喜
ぶ
と
か
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
伴
う
こ
と
も
あ
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
手
術
や
合
格
発
表
の
直
前
に
他
者
を
気
遣
う
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
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う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
自
身
の
命
が
助
か
る
こ
と
、
自
分
が
合
格
す
る
こ
と
の
み
を
祈
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
祈
り
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
念
仏
を
、

法
然
義
は
い
っ
た
い
ど
う
と
ら
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

管
見
で
は
、
法
然
関
係
の
著
作
に
は
「
還げ

ん

相そ
う

廻え

向こ
う

」
と
い
う
こ
と
ば
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
法
然
が
随
所
で
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
人
間
の
衆
生
教
化
の
必
要
性

を
説
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
法
然
に
は
、
そ
の
弟
子
親
鸞
と
同
様
に
、
往お

う

相そ
う

還
相
二
種
廻
向
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ

う
す
る
と
、
法
然
義
に
お
け
る
念
仏
と
は
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
往
生
を
求
め
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ま
だ
弥
陀
の
救
い
に
あ
ず
か
っ
て
い
な
い
衆
庶
の

救
済
を
志
向
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
癌
手
術
の
成
功
や
入
学
試
験
の
合
格
を
祈
っ
て
と
な
え
ら
れ
る
念
仏
は
、
衆
庶
の
救
済
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
念
仏
は
、
本
来
在
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
と
な
え
る
念
仏
は
ほ
ぼ
例
外
な
し
に
邪
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
も
致
し
方
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
悪
し
き

性
を
帯
び
た
人
間
に
は
、
自
利
と
利
他
と
を
兼
ね
備
え
た
念
仏
を
と
な
え
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
手
術
の
成
功
や
試
験
の
合
格
を
祈
っ
て
念
仏
を

と
な
え
る
こ
と
が
、
と
も
に
暮
ら
す
家
族
の
幸
せ
を
祈
る
こ
と
と
同
義
だ
と
い
う
意
味
で
利
他
的
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
手
術
の
機
会
を
独
占
す

る
こ
と
が
他
の
患
者
を
排
除
す
る
可
能
性
や
自
分
の
合
格
が
別
の
だ
れ
か
の
不
合
格
を
願
う
こ
と
に
つ
な
が
る
可
能
性
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
念
仏
が
真

に
利
他
を
志
向
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
窮
地
か
ら
の
脱
出
、
あ
る
い
は
己
れ
ひ
と
り
の
僥
倖
を
願
っ
て
発
す
る
念
仏
は
、
す
べ
か
ら
く
邪
な
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
断
定
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
ご
く
一
般
的
な
人
間
に
と
っ
て
の
「
正
し
い
念
仏
」
と
は
何
な
の

か
。
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
念
仏
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

選
択
集
を
中
核
と
す
る
法
然
関
係
の
著
述
は
、
残
念
な
が
ら
直
接
こ
の
問
い
に
は
答
え
て
く
れ
な
い
。
法
然
が
何
を
も
っ
て
正
し
い
念
仏
と
と
ら
え
、
何
を
も
っ

て
邪
な
念
仏
と
と
ら
え
て
い
た
か
は
謎
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
然
関
係
の
著
述
の
な
か
に
そ
の
判
断
を
暗
示
す
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
法
然
は
、「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
は
、
弥
陀
が
五
劫
思
惟
の
願
を
と
お
し
て
、
衆
庶
に
と
な
え
や
す
い
よ
う
に
案
じ
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
法
然
に

よ
れ
ば
、
念
仏
と
は
弥
陀
か
ら
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
手
前
勝
手
な
思
念
に
よ
っ
て
考
案
し
た
も
の
で
は
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
窮
地
か
ら
の
脱
出
や
自
己
の
僥
倖
を
祈
っ
て
発
す
る
念
仏
も
、
本
来
わ
た
し
た
ち
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
弥
陀
の
本
願
に
由
来

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
念
仏
に
関
し
て
人
間
が
正
邪
の
判
断
を
く
だ
す
こ
と
は
、
浄
土
宗
の
本
質
か
ら
見
て
、
弥
陀
の
権
能
を
犯
す
僭
越
と
考
え
ら
れ
る
。
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自
分
が
と
な
え
る
念
仏
が
正
し
い
か
、
あ
る
い
は
邪
か
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
が
判
断
す
べ
き
事
柄
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
法
然
の
認
識
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も

失
当
で
は
あ
る
ま
い
。

　

法
然
は
、
そ
こ
ま
で
は
断
言
し
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
に
よ
れ
ば
念
仏
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
信
心
」
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
が
主
体
的
に
も
つ
も
の
で
は

な
く
、
弥
陀
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
親
鸞
が
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
法
然
の
忠
実
な
弟
子
と
し
て
思
索
し
つ
づ
け
た
事
実
を
重
く
見
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
考
え
か
た
は
、
元
来
法
然
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
一
見
、「
信
」
と
「
行
」
の
い
ず
れ
に
よ
り
重
き
を
置
く
か
に
関
し
て
、
法
然
と
親
鸞

と
の
あ
い
だ
に
は
微
妙
な
温
度
差
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
親
鸞
が
「
行
」
の
基
底
に
「
信
」
を
見
る
立
場
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
法
然
は
念
仏
の
「
行
」
を

不
断
に
実
践
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
や
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
法
然
が
「
行
」
の
み
を
重
ん
じ
、
親
鸞
が
「
信
」
の
み
を
重
視
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

親
鸞
が
「
信
心
」
を
浄
土
真
宗
（
こ
の
場
合
、
法
然
か
ら
継
承
し
た
真
の
「
浄
土
宗
」
と
い
う
意
）
の
か
な
め
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
念
仏
の
「
行
」
と
の
一
体

性
を
強
く
主
張
す
る
よ
う
に
、
法
然
も
「
行
」
の
根
底
に
「
信
」
を
み
と
め
て
い
る
。「
信
」
と
「
行
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
思
索
に
関
し
て
法
然
と
親
鸞
と
は
、
ほ

ぼ
一
致
し
た
見
か
た
を
と
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
と
親
鸞
は
、
と
も
に
、「
信
」「
行
」
い
ず
れ
も
弥
陀
か
ら
人
間
に
付
与
さ

れ
た
も
の
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
や
親
鸞
の
文
脈
に
即
し
て
念
仏
の
正
邪
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
な
ら
ば
、
そ
の
思
い
そ
の
も
の

が
人
間
の
限
界
を
超
え
た
僭
越
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、
安
ん
じ
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
念
仏
を
と
な
え
る
こ
と

が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
文
章
の
１
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
わ
た
し
は
五
年
前
の
あ
る
日
、
次
女
が
第
一
志
望
の
大
学
に
合
格
す
る
こ
と
を
祈
願
し
つ
つ
弥
陀
の
像
の
前
で
懸
命
に
念

仏
を
と
な
え
た
。
そ
れ
は
、
次
女
が
合
格
す
れ
ば
よ
い
、
他
の
だ
れ
が
不
合
格
と
な
ろ
う
と
も
自
分
に
は
関
係
が
な
い
と
い
う
思
い
で
と
な
え
ら
れ
た
念
仏
だ
っ
た
。

法
然
に
よ
れ
ば
、
弥
陀
は
平
等
の
慈
悲
を
発
す
る
と
い
う
。
万
人
を
別
け
隔
て
な
く
慈
し
む
こ
と
が
弥
陀
の
本
来
の
在
り
よ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ひ
た
ぶ
る
に
次
女
の

合
格
の
み
を
祈
る
わ
た
し
の
念
仏
は
、
弥
陀
の
聞
き
い
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
否
、
そ
も
そ
も
わ
た
し
の
念
仏
は
、
弥
陀
に
と
っ
て
は
と
う

て
い
容
認
し
が
た
い
念
仏
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

平
等
の
慈
悲
の
主
体
で
あ
る
弥
陀
に
と
っ
て
は
、
念
仏
は
認
め
う
る
も
の
と
認
め
が
た
い
も
の
と
に
截
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ



一
二

念
仏
？

175

る
種
類
の
念
仏
が
弥
陀
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
弥
陀
の
視
点
か
ら
見
て
（
道
義
上
）

認
め
が
た
い
念
仏
も
、「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」と
い
う
切
実
な
願
い
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
が
鬱
情
態
を
脱
す
る
た
め
に
と
な
え
た
念
仏
は
、

自
利
の
み
を
め
ざ
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
と
い
う
衷
心
か
ら
の
祈
り
を
基
底
に
置
く
も
の
だ
っ
た
。
法
然
は
、「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」

と
心
底
か
ら
念
ず
れ
ば
人
間
は
か
な
ら
ず
救
わ
れ
る
と
断
定
し
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
わ
た
し
が
認
め
が
た
い
念
仏
を
と
な
え
た
と
し
て
も
、
弥
陀
は

そ
れ
を
あ
え
て
許
容
し
て
く
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
と
い
う
こ
こ
ろ
も
ち
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
ど
の
よ
う
な
念
仏
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
弥
陀
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
は
し

な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
念
仏
に
は
邪
な
も
の
な
ど
な
い
こ
と
に
な
る
。
念
仏
を
正
邪
に
分
か
と
う
と
い
う
考
え
か
た
自
体
が
ま
ち
が
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
も
し
念
仏
が
憎
悪
す
る
相
手
の
惨
死
を
願
う
よ
う
な
、
あ
き
ら
か
に
道
義
の
う
え
で
問
題
の
あ
る
念
仏
で
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
平
等
の
慈
悲
と
い
う
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
弥
陀
が
、
そ
の
よ
う
な
念
仏
を
容
認
す
る
と
は
、
常
識
的
に
見
て
と
う
て
い
考
え
が
た
い
。
し
か
し
、

憎
悪
す
る
相
手
を
呪
詛
す
る
念
仏
も
、「
弥
陀
た
す
け
た
ま
え
」
と
い
う
痛
切
な
祈
り
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
切
実
な
祈
り
は
無
意

味
な
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
、
法
然
義
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、
呪
詛
の
念
仏
も
弥
陀
に
よ
っ
て
一
応
は
受
け
い
れ
ら

れ
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
な
え
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
結
局
わ
た
し
は
、
こ
の
文
章
の
１
に
お
い
て
掲
げ
た
念
仏
に
関
す
る
諸
問
題
を
ま
っ
た
く
解
決
で
き
ず
に
い
る
。
わ
た
し
は
、
法
然
な

ら
ば
ど
う
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
親
鸞
な
ら
ば
ど
う
か
、
と
い
っ
た
視
点
か
ら
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
や
親
鸞
は
、
邪
心
の
念
仏
や
憎

悪
の
念
仏
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
を
念
仏
と
は
認
め
て
い
な
い
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
煩
悩
ま
み
れ
の
底

下
の
凡
愚
の
弥
陀
の
願
力
に
よ
る
救
済
と
い
う
こ
と
を
自
己
の
思
想
の
中
核
に
置
く
彼
ら
に
と
っ
て
、
煩
悩
に
満
ち
満
ち
た
念
仏
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
な
振
る

舞
い
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
外
な
し
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
悪
人
と
し
て
在
る
人
間
の
浄
土
へ
の
往
生
を
、
救
い
と
し
て
追
い
求
め
る
法
然
や
親
鸞
は
、
煩
悩

の
念
仏
、
邪
念
の
念
仏
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
論
理
を
も
た
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

　

な
ら
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
念
仏
が
容
認
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
導
か
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
結
論
を
導

く
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
の
こ
こ
ろ
に
は
ど
う
し
て
も
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
残
る
。
そ
し
て
、
そ
の
割
り
切
れ
な
さ
は
、
法
然
や
親
鸞
の
思
想
的
文
脈
に
し
た
が
う
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か
ぎ
り
、
そ
の
終
焉
に
至
る
ま
で
わ
た
し
の
生
涯
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
正
直
に
告
白
し
よ
う
。
わ
た
し
に
は
、
目
下
の
段
階
で
は
、
こ
の
文
章
の
１
に

掲
げ
た
諸
問
題
を
ど
う
し
て
も
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
。
問
題
を
残
置
し
た
ま
ま
稿
を
閉
じ
る
こ
と
は
、
い
か
に
厚
顔
無
知
な
わ
た
し
と
い
え
ど
も
慚
愧
に
耐

え
な
い
。
わ
た
し
は
、
法
然
や
親
鸞
の
思
想
的
文
脈
を
離
れ
て
思
索
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
、
直
接
弥
陀
と
向
き
合
い
、

弥
陀
の
思
い
を
忖
度
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

弥
陀
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
超
越
者
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
万
物
の
創
造
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
弥
陀
は
こ
の
世
界
を
創
っ
た
り

は
し
て
い
な
い
。
唯
一
、
絶
対
、
全
知
、
全
能
と
い
っ
た
よ
う
な
形
容
語
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
弥
陀
は
そ
れ
ら
と
は
無
縁
で
あ
る
。
し
か

し
、
弥
陀
は
、
五
劫
と
い
う
人
知
を
絶
し
た
年
月
を
か
け
て
本
願
を
案
出
し
、
無
限
の
未
来
に
わ
た
っ
て
悪
性
に
満
ち
た
人
間
を
救
い
つ
づ
け
る
。
そ
の
意
味
で
弥

陀
が
超
越
性
を
も
つ
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
存
在
に
関
し
て
、
そ
の
思
い
を
忖
度
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
傲
岸
不
遜
で
あ

る
前
に
と
う
て
い
不
可
能
な
営
み
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
わ
た
し
は
、
こ
の
文
章
を
、
何
の
結
論
も
与
え
る
こ
と
な
く

閉
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
た
し
は
、
己
れ
の
無
力
を
恥
じ
る
。
し
か
し
、
他
者
の
生
命
を
奪
い
、
他
者
を
押
し
退
け
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
悪
性
に
貫
か
れ
た
人
間
が
、
無
力
で
あ
る
こ
と
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
法
然
や
親
鸞
を
さ
ら
に
深
く
読
み
ぬ
け
ば
、
も
し
か
す
る

と
わ
た
し
は
こ
の
無
力
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
は
そ
の
可
能
性
を
夢
見
な
が
ら
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
文
章
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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こ
の
文
章
は
い
わ
ゆ
る
論
文
で
は
な
い
。
筆
者
の
実
存
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
念
仏
に
つ
い
て
、
お
も
に
法
然
や
親
鸞
の
思
想
を
追
思
し
つ
つ
、
そ
の
意
義
を

探
っ
た
随
想
で
あ
る
。
読
者
と
し
て
は
、
専
門
の
学
者
で
は
な
く
、
浄
土
教
思
想
に
関
心
を
寄
せ
る
一
般
の
人
々
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
然
や
親
鸞
た

ち
の
思
想
に
触
れ
る
際
に
は
、
極
力
専
門
用
語
の
使
用
を
避
け
、
筆
者
な
り
の
解
釈
に
基
づ
く
日
常
語
を
用
い
た
。
ま
た
、
出
典
を
具
体
的
に
明
記
せ
ず
、
脚
注
等

に
よ
る
精
細
な
説
明
、
先
学
の
学
説
の
引
用
な
ど
も
避
け
た
。
随
想
を
学
術
誌
上
に
発
表
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
重
々
承
知
し
て
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い
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
の
内
容
は
、
筆
者
が
「
即
今
（
い
ま
こ
こ
）」
を
生
き
る
こ
と
の
意
味
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
も
、
学
術
論
文
の

体
裁
で
は
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
読
者
に
は
、
是
非
と
も
こ
の
点
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
学
術
論
文
の
体
裁
を
避
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

不
備
は
、
今
後
熟
慮
を
重
ね
た
う
え
で
、
別
の
機
会
に
補
訂
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。 

（
筑
波
大
学
人
文
社
会
系
教
授
）




