
は
じ
め
に

　
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
小
島
正
芳
で
す
。
配
信
と
い
う
形

で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
皆
様
方
に
お
届
け
す
る
形
で
す
け
れ
ど
も
、
良
寛
さ
ん
の
こ
と
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
、
精
一
杯
お
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
と
い
う
と
、
名
前
も
初
め
て
聞
い
た
よ
、
と
い
う
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う

い
え
ば
、
小
さ
い
と
き
に
読
ん
だ
童
話
・
絵
本
で
良
寛
さ
ん
の
逸
話
を
知
っ
た
な
あ
、
と
い
う
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
良
寛
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
あ
る

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
治
時
代
、
良
寛
さ
ん
に
つ
い
て
、
仏
教
者
と
し
て
た
い
へ
ん
素
晴
ら

し
い
人
だ
、
と
高
い
評
価
を
し
ま
し
た
の
は
、
こ
の
駒
澤
大
学
の
前
身
で
あ
り
ま
す
、
曹
洞
宗
大

学
林
専
門
学
本
校
の
三
代
目
の
総
長
を
や
ら
れ
た
、
原
坦た

ん

山ざ
ん

と
い
う
方
で
し
た
。

　
曹
洞
宗
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
新
し
い
仏
教
と
し
て
、
道
元
禅
師
が
中
国
へ
渡
ら
れ
て
帰

ら
れ
て
か
ら
曹
洞
宗
を
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
皆
様
方
も
知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
原
坦
山
さ
ん
は
、「
良
寛
さ
ん
は
、
曹
洞
宗
を
開
か
れ
た
道
元
禅
師
以
来

の
巨
匠
で
あ
る
」
と
、
明
治
時
代
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
原
坦
山
さ
ん
は
、
東
京
帝
国

大
学
イ
ン
ド
哲
学
科
で
も
仏
教
学
を
お
教
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　
良
寛
さ
ん
は
、
子
供
た
ち
と
遊
ん
だ
り
、
や
さ
し
い
お
坊
さ
ん
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
私
た

ち
多
く
の
人
が
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、そ
の
子
供
た
ち
と
遊
ん
だ
良
寛
さ
ん
が
な
ぜ
、

「
道
元
禅
師
以
来
の
巨
匠
」
に
な
る
の
か
。
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
本
日
は
良
寛
さ
ん
の
歩
ま
れ
た
足
跡
、
生
い
立
ち
か
ら
青
春
時
代
を
通
し
ま
し
て
、
な

ぜ
、
一
乞こ

つ

食じ
き

僧
で
、
お
寺
の
住
職
に
も
な
ら
ず
、
托
鉢
で
各
地
を
巡
り
歩
い
て
人
々
と
接
し
、
子

供
た
ち
と
遊
ん
だ
良
寛
さ
ん
が
巨
匠
な
の
か
。
そ
こ
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
良
寛
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
後
期
、
新
潟
県
の
中
部
海
岸
に
あ
り
ま
す
、
出
雲
崎
と
い
う
町
の
名

主
の
長
男
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
出
雲
崎
に
は
、
良
寛
堂
と
い
う
お
堂
が
建
っ
て
お
り
ま
す
。
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年

に
良
寛
さ
ん
生
誕
の
地
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
今
か
ら
約
百
年
前
の
建
立
で
あ
り

ま
す
。
す
ぐ
裏
手
に
は
日
本
海
。
そ
し
て
、
そ
の
向
こ
う
に
は
、
今
年
世
界
遺
産
の
推
薦
に
な
る

と
い
わ
れ
て
い
る
佐
渡
金
山
が
あ
る
、
佐
渡
島
が
見
え
ま
す
。
こ
の
佐
渡
は
良
寛
さ
ん
の
お
母
さ

ん
の
故
郷
で
す
。

　
こ
の
出
雲
崎
は
、
江
戸
時
代
、
北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
何
十
万
俵
と
い
う
お

米
が
、
こ
こ
か
ら
北
前
船
に
載
せ
ら
れ
ま
し
て
、
大
阪
や
江
戸
へ
と
運
ば
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
宿

場
町
と
し
て
、
北
国
街
道
の
重
要
な
場
所
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
、
松
尾

芭
蕉
が
『
奥
の
細
道
』
の
途
中
、
こ
こ
に
泊
ま
り
ま
し
て
、「
荒
海
や
　
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
　
天

の
河
」
と
詠
み
ま
し
た
場
所
は
、
ま
さ
に
こ
の
出
雲
崎
で
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
俳

句
が
盛
ん
で
文
化
も
高
く
、
新
潟
県
の
中
で
も
た
い
へ
ん
発
展
し
た
場
所
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ

こ
の
長
男
と
し
て
、
良
寛
さ
ん
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
良
寛
さ
ん
の
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

お
母
さ
ん
は
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
向
か
い
の
佐
渡
、
相
川
の
山
本
家
と
言
い
ま
す

禅
文
化
歴
史
博
物
館
セ
ミ
ナ
ー
講
演
録

慈
愛
の
人
　
良
寛
入
門

小
島
　
正
芳

慈愛の人　良寛入門（小島）
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け
れ
ど
も
、
そ
の
分
家
筋
か
ら
養
女
で
入
ら
れ
た
方
で
す
。
そ
し
て
、
お
父
さ
ん
は
、
重じ

ゅ
う

内な
い

（
以

南
）
と
い
う
方
で
与
板
町
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
お
婿
さ
ん
と
し
て
こ
こ
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

お
父
さ
ん
は
俳
句
が
た
い
へ
ん
上
手
で
、
俳
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
芭
蕉
の
影

響
を
受
け
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
お
母
さ
ん
の
方
は
、
佐
渡
相
川
の
山
本
家
は
非
常
に
観
音
信

仰
の
強
い
お
宅
で
し
た
。
良
寛
さ
ん
の
お
婆
さ
ま
も
、
佐
渡
の
相
川
の
大
乗
寺
観
音
堂
に
二
体
も

観
音
様
を
寄
贈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、非
常
に
信
仰
心
の
強
い
お
家
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。

　
良
寛
さ
ん
が
生
ま
れ
た
の
は
、
宝
暦
八
（
一
七
五
八
）
年
、
江
戸
時
代
後
期
で
す
。
長
男
と
し

て
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
た
い
へ
ん
物
静
か
で
、
読
書
好
き
で
、
あ
ま
り
人
と
遊
ん
だ

り
と
い
う
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
本
を
読
む
の
が
一

番
の
楽
し
み
と
い
う
よ
う
な
子
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
少
年
時
代
の
良
寛
さ
ん
が
、
海
の
そ
ば
の
岩
場
の
上
で
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
風
の
絵
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
良
寛
さ
ん
が
小
さ
い
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
大
変
有
名
な
お
話
を
題

材
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
良
寛
さ
ん
は
、
少
年
時
代
は
栄
蔵
と
い
う
名
前
で
し
た
。
こ
の
絵
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
の
は
、
あ
る
と
き
栄
蔵
さ
ん
は
、
寝
坊
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
た
ら
良
寛
さ

ん
の
お
父
さ
ん
、以い

な
ん南

さ
ん
は
、寝
坊
し
て
く
る
と
は
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
、と
い
う
こ
と
で
叱
っ

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
栄
蔵
少
年
は
、
そ
れ
を
上
目
遣
い
で
睨
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
上
目
遣
い
で

睨
む
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
反
抗
的
な
、
何
か
不
満
が
あ
る
と
き
に
す
る
し
ぐ
さ
だ
と
思
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
見
て
お
父
さ
ん
は
、
親
を
上
目
づ
か
い
で
見
る
も
の
は
鰈か

れ
いに

な
っ
て
し
ま

う
ぞ
、
と
叱
っ
た
わ
け
で
す
。
鰈
と
い
う
の
は
魚
で
す
ね
。
鰈
は
、
目
が
二
つ
、
上
を
向
い
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
鰈
に
な
る
ぞ
と
言
っ
て
叱
っ
た
わ
け
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
夕
方
に
な
っ
て
み
る
と
、
栄
蔵
少
年
の
姿
が
見
え
な
い
。
そ
れ
で
み
ん
な
大
騒
ぎ
と

な
り
ま
し
て
、
家
の
方
々
み
ん
な
で
、
手
分
け
し
て
町
中
を
探
し
ま
す
。
そ
の
中
の
あ
る
お
一
人

が
、
浜
辺
に
行
っ
て
み
ま
し
た
ら
、
海
岸
の
岩
の
上
で
、
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
栄
蔵
少
年
を
見

つ
け
る
わ
け
で
す
。「
栄
蔵
さ
ん
、
ど
う
し
た
ん
で
す
か
」
と
言
っ
た
ら
、
栄
蔵
少
年
は
、「
お
れ

は
ま
だ
鰈
に
な
っ
て
な
い
か
」
と
、
こ
う
言
っ
た
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
魚
に
な
っ
た
ら
す

ぐ
海
に
飛
び
込
め
る
よ
う
に
と
、
こ
の
岩
の
上
に
た
た
ず
ん
で
い
た
の
で
す
。
こ
の
一
事
と
い
う

の
は
、
良
寛
さ
ん
の
、
物
事
を
疑
い
も
な
く
信
じ
る
と
い
う
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
な
気

が
い
た
し
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
本
当
に
学
問
が
好
き
で
し
て
、
良
寛
さ
ん
が
栄
蔵
少
年
時
代
に
、
一
番
大
好
き
で

読
ん
で
い
た
本
と
い
う
の
が
『
論
語
』
で
す
。
漢
字
ば
か
り
並
ん
で
お
り
ま
し
て
、
今
か
ら
見
ま

す
と
た
い
へ
ん
難
し
い
本
を
学
ん
で
い
た
の
だ
な
あ
と
い
う
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
愛

読
書
だ
っ
た
の
で
す
。
私
も
高
校
生
の
時
に
論
語
を
学
ん
で
、「
巧こ

う
げ
ん言

令れ
い
し
ょ
く

色
、
鮮す

く
ない

か
な
仁じ

ん

」
と

い
う
、
短
い
一
文
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。
お
べ
っ
か
ば
か
り
言
っ
て
い
る

人
に
、
本
当
の
徳
や
思
い
や
り
の
あ
る
心
を
持
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
よ
、
と
い
う
意
味
で
す
。

　
人
間
と
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
生
き
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
が
『
論
語
』
で
あ
り
、『
孟
子
』
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
『
論
語
』『
孟
子
』
あ
る
い
は
漢
詩
な
ど
を
、
素
晴
ら
し
い
学
力
で
教
え
て
く

れ
た
の
が
、
出
雲
崎
か
ら
二
十
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
ま
し
た
、
燕
市
地
蔵
堂
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
、
大

森
子し

陽よ
う

先
生
で
し
た
。
良
寛
さ
ん
は
、
大
森
子
陽
先
生
の
主
催
す
る
三さ

ん

峰ぽ
う

館
と
い
う
塾
に
入
っ
た

わ
け
で
す
。
三
峰
館
は
、「
三
つ
の
峰
」
と
書
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
弥や

彦ひ
こ

山
・
国く

上が
み

山
・
角か

く

田だ

山

と
い
う
三
つ
の
峰
々
が
越
後
平
野
か
ら
見
え
る
た
め
に
、
名
付
け
た
名
前
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま

す
。

　
こ
の
大
森
子
陽
先
生
と
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
良
寛
さ
ん
の
出
家
に
も
か
か
わ
っ
て
き
て

い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
大
森
子
陽
先
生
は
漢
学
者
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
曹
洞
宗
の
お

寺
で
、
少
年
時
代
に
漢
学
を
学
ば
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
良
寛
さ
ん
は
坐
禅
な
ん
か
も
、
も
う

三
峰
館
で
触
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。子
陽
先
生
は
人
間
性
は
、高
潔
で
ま
っ

す
ぐ
な
人
。
勉
学
に
熱
心
で
、
江
戸
に
偉
い
先
生
が
来
ら
れ
て
教
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
聞
き
つ
け
る
と
、
塾
を
休
講
に
し
て
江
戸
に
出
か
け
て
『
論
語
』
を
学
ば
れ
た
り
、
ま
た
『
孟

子
』
を
学
ば
れ
た
り
、
漢
詩
を
学
ば
れ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
熱
烈
な
、
本
当
の
意
味
で
の
漢
学
者

で
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
大
森
子
陽
先
生
と
出
会
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
終
生
に
わ
た
っ

て
良
寛
さ
ん
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
学
問
と
い
う
の
は
実
人
生
の
中

で
生
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、人
々
が
幸
せ
に
な
る
手
立
て
と
し
て
学
問
は
あ
る
べ
き
だ
、

と
い
う
お
考
え
で
し
た
。
こ
の
影
響
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
く
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
塾
で
学
問
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
良
寛
さ
ん
は
下
宿
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

慈愛の人　良寛入門（小島）
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こ
こ
で
も
一
生
懸
命
学
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
部
屋
が
現
存
し
て
お
り
ま
す
が
、中
村
家
と
い
う
、

良
寛
さ
ん
の
親
戚
筋
に
当
た
り
ま
す
。こ
の
親
戚
の
お
家
に
六
年
間
寝
泊
ま
り
し
て
、塾
が
終
わ
っ

て
夜
帰
っ
て
き
て
も
、
こ
こ
で
夜
遅
く
ま
で
行
燈
に
油
を
さ
し
て
、
そ
の
明
か
り
で
『
論
語
』
と

か
『
孟
子
』
と
か
、
あ
る
い
は
中
国
の
古
典
を
学
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
夜
が

長
い
な
ん
て
思
わ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
朝
方
ま
で
、
勉
強
を
夢
中
で
や
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
勉
強

が
楽
し
く
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
素
晴
ら
し
い
の
は
、
こ
の
塾
で
友
人
が
で
き
た
こ
と
で
す
。
少
年
時
代
は
あ

ま
り
友
達
も
い
な
か
っ
た
良
寛
さ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
本
当
に
親
し
い
友
人
が
で
き
て
、
一
緒

に
学
ん
で
塾
に
行
っ
て
、
机
を
並
べ
て
学
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
本
当
に
水
を
得
た
魚
の
よ
う

に
、
十
三
歳
か
ら
十
八
歳
ま
で
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
六
年
間
を
充
実
し
て
過

ご
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
今
も
良
寛
さ
ん
が
学
ば
れ
た
お
部
屋
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
も
う

奇
跡
的
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
頃
の
こ
と
を
ふ
り
返
っ
た
詩
を
見
て
み
ま
す
と
、
こ
の
頃
か
ら
実
は
、
仏
門
に
入

り
た
い
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
漢
学
塾
の
先
生
に
な
り

た
い
と
い
う
思
い
も
一
方
で
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
門
に
入
り
た
い
と
い
う
の
が
や

は
り
強
か
っ
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
少
年
時
代
か
ら
仏
の
道
に
進
み
た
い
と
い
う
思
い
は
強
く

思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
十
八
歳
に
な
り
ま
し
た
と
き
、
長
男
で
生
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
良
寛
さ
ん
は
山

本
家
の
跡
継
ぎ
と
し
て
、名
主
見
習
い
と
し
て
出
雲
崎
に
帰
り
ま
す
。
で
も
や
は
り
良
寛
さ
ん
は
、

名
主
見
習
い
、
今
で
い
え
ば
助
役
さ
ん
や
副
市
長
さ
ん
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
係
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
性
格
的
に
向
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
な
か
な
か
上
手
く
い
か
な
い
、
そ
の
よ

う
な
逸
話
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　
あ
る
と
き
、
出
雲
崎
の
代
官
所
と
、
そ
し
て
漁
師
さ
ん
に
争
い
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
出
雲
崎

は
、
漁
師
町
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
調
停
役
に
立
っ
た
良
寛
さ
ん
は
、
代
官
の
言
う
漁

師
さ
ん
の
悪
口
は
そ
の
ま
ま
伝
え
、
漁
師
さ
ん
が
、「
代
官
は
な
ん
て
こ
と
を
言
う
ん
だ
」
と
怒
っ

た
の
を
そ
の
ま
ま
、「
代
官
さ
ん
、
漁
師
た
ち
は
今
、
こ
う
言
っ
て
怒
っ
て
い
ま
す
」
と
そ
の
ま

ま
伝
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
町
は
ま
す
ま
す
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
と
き
、
良
寛
さ
ん
は
あ
る
面
で
は
挫
折
を
味
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
学
問

で
学
ん
だ
ま
っ
す
ぐ
な
道
、
正
し
い
道
が
、
現
実
社
会
で
は
通
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
も
知
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
良
寛
さ
ん
は
、
二
枚
舌
を
使
う
も
の
が
賢
い
と
い
わ
れ
る
世
の
中
は

間
違
っ
て
い
る
と
言
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
の
時
代
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　「
玉
虫
色
に
ま
と
め
る
」
な
ん
て
い
う
の
は
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
っ
ち
に

い
い
こ
と
を
言
い
、
こ
っ
ち
に
い
い
こ
と
を
言
い
、
全
然
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
も
、
そ
れ
で
な
あ

な
あ
で
ま
と
め
て
し
ま
う
の
が
世
の
中
の
常
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
や
は
り
筋
が
通
ら
な
い
と
、ま
っ

す
ぐ
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
の
が
良
寛
さ
ん
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
十
八
歳
、
名
主
見
習
い
を
や
っ
て
間
も
な
く
、
良
寛
さ
ん
は
、
私
の
本
来
の
希
望
は
、

仏
門
に
入
っ
て
人
々
を
救
う
こ
と
だ
と
、
や
は
り
こ
れ
を
捨
て
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
つ
い

に
、
家
を
捨
て
、
親
を
捨
て
、
そ
し
て
、
お
寺
に
駆
け
込
む
わ
け
で
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
、
光
照
寺
と
い
う
お
寺
に
駆
け
込
ん
で
出
家
し
ま
す
。
こ
の
お
寺
に
あ
る
石
碑
に

は
「
良
寛
禅
師
剃
髪
之
寺
」
と
、
こ
う
い
う
風
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
お
盆
の
旧
暦
七
月
十
七

日
の
夜
、出
雲
崎
お
け
さ
の
輪
に
加
わ
っ
て
踊
っ
て
い
た
良
寛
さ
ん
は
、明
け
方
ま
で
夢
中
で
踊
っ

て
、
そ
し
て
そ
の
足
で
、
翌
十
八
日
の
朝
に
こ
こ
に
駆
け
込
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
の
お
寺
の
階

段
は
、
そ
の
時
の
階
段
そ
の
ま
ま
で
す
。
や
は
り
、
こ
の
階
段
を
登
る
に
あ
た
っ
て
、
不
安
と
希

望
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
お
寺
へ
と
駆
け
込
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
光
照
寺
は
良
寛
さ
ん
が
小
さ
い
と
き
に
、
寺
子
屋
で
漢
学
を
学
ん
で
い
た
お
寺
で
も
あ
り

ま
す
し
、
遠
い
親
戚
の
方
が
隠
居
さ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
関
係
も
あ
っ
て
入
ら
れ
た
と

思
う
の
で
す
が
、
や
は
り
、
禅
を
や
り
た
い
、
禅
を
修
め
た
い
と
い
う
の
が
、
良
寛
さ
ん
の
心
の

中
に
は
強
く
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、こ
こ
で
一
つ
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
良
寛
さ
ん
の
お
母
さ
ん
や
お
婆
さ
ん
の
実
家
は
、

観
音
信
仰
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
光
照
寺
に
あ
る
石
碑
を
見
ま
す

と
、「
観
世
音
菩
薩
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
光
照
寺
の
御
本
尊
は
観
音
様
な
の
で
す
。
や
は

り
観
音
様
へ
の
信
仰
と
い
う
の
は
、
心
の
奥
底
に
強
く
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
十
八
歳
と
い

慈愛の人　良寛入門（小島）
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え
ば
、
今
で
い
え
ば
大
学
一
年
生
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
ろ
名
家
と
言
い
ま
す
か
、
名
主
、

伝
統
の
あ
る
お
家
の
跡
継
ぎ
が
、
家
を
捨
て
て
お
寺
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
決
断
で

あ
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
で
四
年
間
、
沙し

ゃ

弥み

と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
小
僧
さ
ん
の
よ
う
な
形
で
、
住
職

さ
ん
に
お
仕
え
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
法
事
が
あ
れ
ば
つ
い
て
行
っ
て
、
お
経
を
一
緒
に

あ
げ
た
り
、
あ
る
い
は
、
鳴
り
物
と
い
う
楽
器
の
よ
う
な
も
の
を
、
ガ
ー
ン
と
鳴
ら
し
た
り
、
小

僧
さ
ん
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
忙
し
い
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
仏
教
の
本
も
読
ま
れ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
し
て
、
四
年
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
時
運
命
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
お
寺
の
住
職
さ
ん
は
、
玄げ

ん
じ
ょ
う
は

乗
破
了り

ょ
う

和
尚
と
い
う
和
尚
さ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
四
年

過
ぎ
た
と
き
に
、
そ
の
お
師
匠
さ
ん
で
あ
る
大だ

い
に
ん
こ
く
せ
ん

忍
国
仙
和
尚
が
、
岡
山
県
玉
島
の
円
通
寺
か
ら
は

る
ば
る
、
こ
の
光
照
寺
に
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　
光
照
寺
の
住
職
さ
ん
の
お
師
匠
さ
ん
が
、
こ
の
大
忍
国
仙
和
尚
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
夏げ

安あ
ん
ご居

と
い
う
、
夏
の
九
十
日
間
に
わ
た
る
厳
し
い
修
行
会
の
指
導
者
と
し
て
、
人
々
を

導
く
わ
け
で
す
。
良
寛
さ
ん
も
一
修
行
者
と
し
て
、
そ
こ
で
九
十
日
間
修
行
す
る
わ
け
で
す
。

　
終
わ
り
の
頃
で
し
ょ
う
ね
。「
玄
乗
破
了
さ
ん
、
ぜ
ひ
と
も
、
お
師
匠
様
の
お
師
匠
様
で
あ
る

大
忍
国
仙
和
尚
の
下
で
修
行
を
し
た
い
」
と
申
し
出
る
の
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
大
決
断
で
ご
ざ
い

ま
す
。
国
仙
和
尚
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
国
仙
和
尚
も
や
っ
ぱ
り
こ
の
良
寛
さ
ん
の
修
行
の
様
子

を
見
て
い
て
、
こ
れ
は
人
物
だ
、
と
い
う
風
に
、
認
め
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と

変
則
的
な
形
で
す
け
れ
ど
も
、
正
式
な
得と

く

度ど

を
し
て
、
大
忍
国
仙
和
尚
の
お
弟
子
さ
ん
と
な
る
わ

け
で
す
。

　
そ
の
時
の
様
子
を
描
い
た
絵
で
は
、
国
仙
和
尚
さ
ん
の
前
に
座
る
良
寛
さ
ん
は
、
白
い
着
物
を

着
て
い
ま
す
。
得
度
式
を
や
る
と
き
は
、
こ
の
白
い
衣
で
臨
む
の
が
通
例
だ
そ
う
で
す
。
夜
に
こ

の
よ
う
な
形
で
、
剃
刀
で
頭
を
剃
っ
て
、
正
式
な
お
弟
子
さ
ん
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
こ
の
時
の
誓
い
と
い
う
の
が
、
非
常
に
重
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
々
を
救
う
、「
衆し

ゅ

生
じ
ょ
う

無む

辺へ
ん

誓せ
い

願が
ん

度ど

」
人
々
を
彼
岸
、
苦
し
み
の
無
い
心
持
に
も
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
仏
教
の
第
一
の
目

的
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
本
当
に
物
事
を
心
か
ら
信
じ
る
良
寛
さ
ん
は
こ
の
時
、
強
い
堅
固
な
志
を

も
っ
て
、
こ
の
遠
く
離
れ
た
岡
山
で
修
行
し
て
み
た
い
と
い
う
思
い
を
、
一
層
強
め
て
旅
立
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
こ
の
時
四
年
振
り
に
、
お
別
れ
の
席
で
父
母
兄
弟
と
再
会
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一

族
の
人
た
ち
は
、出
雲
崎
の
町
は
ず
れ
の
蛇じ

ゃ
く
ず
れ崩と

い
う
丘
の
上
で
見
送
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
時
の
様
子
を
、
良
寛
さ
ん
は
長
い
長
歌
と
い
う
歌
で
遺
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ

と
長
い
の
で
、
お
母
さ
ん
の
部
分
だ
け
取
り
上
げ
て
読
ん
で
い
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
普
通
な

ら
お
父
さ
ん
を
先
に
書
く
の
が
、
封
建
時
代
で
あ
る
江
戸
時
代
の
普
通
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
な

ん
と
、
お
母
さ
ん
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
で
す
。
い
か
に
お
母
さ
ん
の
影
響
が
大
き
か
っ
た

か
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
原
文
を
長
歌
の
読
み
方
で
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　〈
出
家
の
歌
〉

　
草
枕
　
た
び
ゆ
く
時
に

　
た
ら
ち
ね
の
　
母
に
わ
か
れ
を

　
つ
げ
た
れ
ば
　
今
は
こ
の
世
の

　
な
ご
り
と
や
　
思
ひ
ま
し
け
む

　
涙
ぐ
み
　
手
に
手
を
と
り
て

　
わ
が
お
も
を
　
つ
く
づ
く
と
見
し

　
お
も
か
げ
は
　
な
ほ
目
の
前
に

　
あ
る
ご
と
し

　　
こ
れ
は
前
半
部
分
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
良
寛
さ
ん
が
、「
お
母
さ
ま
、
こ
れ
か
ら
岡
山
の

方
へ
修
行
に
出
か
け
ま
す
」
と
い
う
風
に
告
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
お
母
さ
ん
は
、
も
う
手
に
手
を

取
っ
て
、
た
だ
じ
っ
と
息
子
の
顔
を
見
て
涙
を
流
す
だ
け
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
母
の
思
い
で
す

ね
。

　
ま
た
別
の
詩
に
は
そ
の
と
き
、
母
は
私
の
頭
を
な
で
て
く
れ
た
と
い
う
の
が
出
て
い
ま
す
。
本

当
に
母
の
愛
と
い
う
の
が
強
く
う
か
が
え
る
の
が
、
こ
の
最
初
の
部
分
の
歌
で
す
。
そ
し
て
一
番

最
後
に
も
母
の
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
母
が
心
の
　
む
つ
ま
じ
き

慈愛の人　良寛入門（小島）
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そ
の
む
つ
ま
じ
き
　
み
こ
こ
ろ
を

　
は
ふ
ら
す
ま
じ
と
　
思
ひ
つ
ぞ

　
つ
ね
あ
は
れ
み
の
　
こ
こ
ろ
も
ち

　
う
き
世
の
ひ
と
に
　
む
か
ひ
つ
れ

　　
お
母
さ
ん
の
、
親
し
く
優
し
い
心
を
ダ
メ
に
し
な
い
よ
う
に
と
、
そ
の
と
き
思
っ
た
と
い
う
の

で
す
。
お
母
さ
ん
は
非
常
に
や
さ
し
い
心
を
持
っ
た
、
思
い
や
り
の
あ
る
方
な
の
で
す
ね
。「
つ

ね
あ
は
れ
み
の
　
こ
こ
ろ
も
ち
」
と
、
い
つ
も
、
困
っ
て
い
る
人
や
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
た
ら
、

憐
み
・
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
、
浮
世
の
人
に
対
し
て
い
こ
う
、
と
、
も
う
二
十
二
歳
で
こ
の
よ
う

な
決
意
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
ま
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
変
な
決
意
を
も
っ
て
国
仙
和
尚
一
行
に

加
わ
り
ま
し
て
、
長
野
、
そ
し
て
名
古
屋
、
大
阪
へ
と
旅
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
出
発
し
た
の
は

栗
の
イ
ガ
が
落
ち
て
い
る
こ
ろ
と
い
い
ま
す
か
ら
、
旧
暦
の
八
月
（
現
在
の
九
月
）、
そ
し
て
岡

山
県
玉
島
の
円
通
寺
に
着
い
た
の
が
、
旧
暦
の
十
月
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
国
仙
和
尚
ゆ

か
り
の
お
寺
が
信
州
や
名
古
屋
に
は
多
く
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
寺
々
に
寄
り
な
が
ら
岡
山
に

着
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
が
修
行
し
た
、
岡
山
県
倉
敷
市
玉
島
の
円
通
寺
本
堂
に
は
、
茅
葺
の
屋
根
が
江
戸
時

代
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。そ
の
傍
ら
に
は
良
寛
さ
ん
の
若
い
と
き
の
像
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

岡
山
県
玉
島
の
方
々
は
本
当
に
良
寛
さ
ん
へ
の
尊
崇
の
念
、
尊
敬
の
念
を
非
常
に
強
く
持
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
く
、
若
き
修
行
者
で
あ
る
良
寛
さ
ん
の
お
像
を
建
て
て
い
る
の
で
す
。
鉢
と

杖
を
も
っ
た
姿
の
お
像
で
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
、
良
寛
さ
ん
は
托
鉢
し
て
歩
い
て
い
ま
し
た
。

　
本
当
に
、
あ
る
面
で
は
、
人
生
と
い
う
の
は
出
会
い
で
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が

い
た
し
ま
す
。
国
仙
和
尚
と
い
う
大
禅
僧
、
す
ば
ら
し
い
禅
僧
と
出
会
っ
て
、
良
寛
さ
ん
は
こ
の

玉
島
の
地
で
そ
の
指
導
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
熱
心
に
修
行
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
、
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
修
行
生
活
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
円
通
寺
本
堂
の

ご
本
尊
は
、
こ
れ
も
ま
た
聖
観
世
音
菩
薩
、
観
音
様
で
あ
り
ま
す
。
星
浦
観
音
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
行ぎ

ょ
う
き基

作
と
言
わ
れ
、
奈
良
時
代
に
造
ら
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
し
て
、

昔
か
ら
こ
こ
は
観
音
様
を
信
仰
す
る
お
堂
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
を
江
戸
時
代
中
期
、
衰

退
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
徳と

く

翁お
う

良り
ょ
う

高こ
う

禅
師
と
い
う
禅
師
様
が
、
加
賀
の
大
乗
寺
か
ら
来
ら
れ
て
、

こ
こ
に
円
通
寺
の
前
身
で
あ
る
円
通
庵
を
再
興
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
非
常
に
伝
統
の
あ
る
お
寺
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
国
仙
和
尚
は
、
こ
こ
で
難
し
い
よ
う
な
講
義
を
さ
れ
た
り
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
さ
ら
な

い
で
、
一
番
大
切
に
さ
れ
た
の
は
坐
禅
、
作さ

務む

で
し
た
。
作
務
と
い
う
の
は
、
お
掃
除
を
し
た
り
、

芝
を
運
ん
だ
り
、
そ
の
よ
う
な
作
業
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
を
無
心
で
や
り
な
さ
い
と
、
こ
れ
が

や
は
り
一
番
大
事
に
さ
れ
た
こ
と
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
本
堂
で
お
経
を
あ
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
儀

式
と
い
う
の
は
大
事
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
坐
禅
修
行
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
曹

洞
宗
を
開
か
れ
た
高
祖
道
元
禅
師
が
、
や
は
り
大
切
に
し
な
さ
い
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

　
坐
禅
を
す
る
、
座
る
だ
け
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
外
部
か
ら
の
情
報
を
遮
断
し
て
、
無
心
に
座

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
と
対
話
す
る
、
自
分
と
は
何
者
な
の
か
、
そ
れ
を
と
こ
と
ん
突
き
詰
め
て

い
く
の
が
、
坐
禅
修
行
と
い
う
こ
と
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
あ
る
面
で
は
、
近
代
の
人
間
が
大
事
と
さ
れ
た
自
我
、
こ
の
小
さ
な
我
と
い
う
の
を
捨
て
去
る

作
業
が
、
こ
の
坐
禅
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
も
っ
と
大
き
な
、
宇
宙
の
よ
う
な
大

き
な
心
に
だ
ん
だ
ん
と
近
づ
け
て
い
く
。
あ
る
面
で
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
の
は
人
類
を
発
展

さ
せ
て
き
た
側
面
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
の
は
滅
び
に
つ
な
が
る
一

つ
の
所
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
地
球
の
状
況
か
ら
み
て
も
、
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　
坐
禅
、
あ
る
い
は
無
心
に
食
事
を
作
る
と
き
は
無
心
に
食
事
を
作
る
。
拭
き
掃
除
す
る
と
き
は

無
心
に
拭
き
掃
除
す
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
大
き
な
心
を
、
良
寛
さ
ん
は
身
に
着

け
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　
良
寛
さ
ん
が
修
行
を
始
め
て
十
年
ぐ
ら
い
し
た
時
に
、
お
師
匠
さ
ん
の
国
仙
和
尚
が
良
寛
さ
ん

に
与
え
た
印
可
の
偈げ

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
確
か
に
悟
っ
た
と
い
う

こ
と
を
証
明
す
る
詩
で
あ
り
ま
す
。
な
か
な
か
難
し
い
漢
詩
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を

良
寛
さ
ん
は
、
亡
く
な
る
と
き
ま
で
大
事
に
持
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
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曹
洞
宗
で
は
仏
の
教
え
を
、
お
師
匠
さ
ん
か
ら
お
弟
子
さ
ん
へ
、
水
を
移
す
よ
う
に
弟
子
に
つ

な
げ
て
い
く
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
仏
の
教
え
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
、
こ
れ
を
鉄
則
に
し
て
お

り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
お
師
匠
さ
ん
か
ら
水
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
よ
う
に
、
そ
れ
を

正
し
く
証
明
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
が
こ
の
印
可
の
偈
だ
と
い
う
こ
と
で
、
大
事
に
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。

　
最
初
の
一
行
に
は
、「
良
や
愚
の
如
く
道
転う

た

た
寛ひ

ろ

し
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
訳
し
て

み
ま
す
と
、「
良
寛
よ
、
お
ま
え
は
一
見
す
る
と
本
当
に
愚
か
者
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ほ
ど
小
さ
な
我
・
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
の
を
捨
て
去
っ
て
、
大
き
な
仏
道
の
道
を
体
得
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
広
い
心
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　「
転
た
寛
し
」
と
い
う
の
は
、「
ど
こ
ま
で
も
広
い
」
と
い
う
こ
と
。
さ
き
ほ
ど
、
心
が
宇
宙
の

よ
う
に
広
い
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
オ
ー
バ
ー
な
表
現
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
、
自
分

だ
け
よ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
そ
れ
が
本
当
に
無
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
で
も
こ
れ
は
、
例
え
ば
あ
る
時
レ
ジ
に
二
人
同
時
に
並
ん
だ
時
に
「
ど
う
ぞ
お
先
に
」
と
、
多

く
の
日
本
人
は
さ
っ
と
そ
う
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
あ
る
い
は
何
か
成
功
し

て
う
ま
く
い
っ
た
と
き
「
皆
さ
ん
の
お
か
げ
様
で
す
」
と
、
こ
れ
は
多
く
の
方
が
お
っ
し
ゃ
る
言

葉
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
こ
の
「
寛
し
」
と
い
う
も
の
の
、
普
遍
的
な
、
長
い
間
、
仏
教
あ
る

い
は
東
洋
思
想
に
支
え
ら
れ
た
大
事
な
思
想
が
、
何
気
な
い
形
で
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

　
そ
う
い
う
点
で
は
、
無
心
に
と
言
っ
て
も
つ
い
雑
念
が
起
き
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
を

ま
た
一
か
ら
元
に
戻
っ
て
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
、そ
う
い
う
修
行
を
重
ね
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　
道
元
禅
師
が『
正し

ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

法
眼
蔵
』と
い
う
本
の
中
に
、「
身し

ん
じ
ん心

脱
落
」と
い
う
言
葉
を
述
べ
て
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
身
も
心
も
自
分
か
ら
剥
が
れ
落
ち
て
い
く
よ
う
な
世
界
、
そ
う
す
る
と
、
な
ん
と
す
ご

い
大
き
な
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ど
う
し
た
ら
こ
の
悟
り
の
世
界
と
い
う
も
の
を
、
現
代
の
大
学
生
に
分
か
っ
て
も
ら
え
る
か
と

思
っ
て
、
自
分
な
り
に
考
え
て
み
ま
し
た
。
宮
沢
賢
治
の
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
』
と
い
う
詩
は
、
皆

様
方
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
「
ジ
ブ
ン
ヲ
カ
ン
ジ
ョ
ウ
ニ
入
レ
ズ
ニ
」
と

い
う
一
文
が
出
て
き
ま
す
。
で
く
の
坊
と
思
わ
れ
た
っ
て
そ
れ
で
い
い
と
、
苦
に
も
さ
れ
な
い
で

生
き
て
い
く
、
と
。
本
当
に
宮
沢
賢
治
と
い
う
人
は
、
特
に
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど

も
、
近
代
に
お
い
て
、
良
寛
さ
ん
の
精
神
と
最
も
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
思
う
人
で
す
け
れ
ど
も
、

自
分
の
こ
と
を
勘
定
に
入
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
さ
き
ほ
ど
言
い
ま
し
た
が
、
宇
宙
大
の
心
、
そ

の
よ
う
な
心
で
人
々
の
幸
せ
を
祈
る
と
い
う
方
向
へ
と
、
初
め
て
慈
悲
と
い
う
も
の
に
転
化
さ
れ

て
い
く
の
で
す
。
宮
沢
賢
治
も
農
家
の
人
々
が
幸
せ
に
な
る
よ
う
に
、
肥
料
の
研
究
を
さ
れ
て
、

つ
い
に
体
を
壊
し
て
若
く
し
て
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は
大
き
な
我
に
気
づ
き
、

そ
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
我
に
気
づ
く
。
印
可
の
偈
の
二
行
目
に
は
「
騰と

う
と
う々

任に
ん

運う
ん

」
と
い
う
言
葉

が
出
て
き
ま
す
。
や
は
り
、
大
き
な
仏
様
の
意
思
に
任
せ
て
い
く
と
言
い
ま
す
か
、
偉
大
な
大
き

な
宇
宙
の
意
思
に
任
せ
て
生
き
る
、
そ
の
よ
う
な
心
と
い
う
の
が
、
広
い
心
か
ら
、
今
度
は
い
き

い
き
と
生
き
て
く
る
と
、
悠
々
た
る
生
き
方
と
い
う
の
が
出
て
来
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　
そ
し
て
国
仙
和
尚
は
、
山
か
ら
藤
の
木
を
伐
っ
て
、
悟
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
杖
を
作
っ
て
き

て
、「
お
前
に
あ
げ
る
よ
」
と
い
う
こ
と
で
、
円
通
寺
の
銅
像
の
良
寛
さ
ん
が
持
っ
て
い
る
杖
は
、

国
仙
和
尚
が
良
寛
さ
ん
に
、
悟
っ
た
証
明
に
お
あ
げ
し
た
杖
な
の
で
す
。
お
前
は
こ
れ
か
ら
も
、

こ
の
杖
を
つ
い
て
自
由
自
在
に
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
、
眠
っ
て
い
る
と
き
も
お
そ
ら
く
「
閑の

ど
か」、

心

は
空
っ
ぽ
で
、
の
び
や
か
で
の
ど
か
な
心
持
ち
で
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
「
閑
」
と
い
う
の
は
、「
静
か
」
と
か
「
の
ど
か
」
と
か
、
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
「
空
っ

ぽ
」。
空
っ
ぽ
と
い
う
の
は
悪
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
鏡
の
よ
う

な
心
に
な
り
ま
す
と
、
す
べ
て
の
も
の
を
写
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分
の
小
さ
な
悩
み
と
か
に

苦
し
ん
で
い
る
と
、
周
り
の
も
の
も
す
っ
と
入
っ
て
こ
な
い
。
素
晴
ら
し
い
人
と
出
会
っ
て
も
、

素
晴
ら
し
さ
に
気
づ
か
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
気
持
ち
を
、
こ
の
円
通
寺
時
代
に
や
は
り
体
得
し
て
い
か
れ
た
わ
け
で
す
。

　
印
可
の
偈
を
見
ま
す
と
「
良
寛
庵
主
に
附
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
印
可
の
偈
を
書
か

れ
た
こ
の
頃
、
良
寛
さ
ん
は
寺
の
住
職
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
思
表
明
を
し
て
い
た
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
も
、
国
仙
和
尚
は
、
そ
う
か
、
そ
れ
な
ら
自
由
に
任
せ
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、

本
当
は
自
分
の
隠
居
所
で
あ
っ
た
覚
樹
庵
、
悟
り
を
開
い
た
お
釈
迦
様
に
ち
な
ん
だ
覚
樹
庵
と
い

う
名
前
の
隠
居
所
を
与
え
ま
す
。
住
職
さ
ん
し
か
こ
こ
に
入
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
の
に
、
国
仙
和
尚

は
新
た
に
水
月
庵
と
い
う
庵
を
作
っ
て
、
良
寛
さ
ん
は
住
職
も
し
て
い
な
い
の
に
、
庵
を
お
貸
し
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に
な
っ
た
の
で
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
、
そ
れ
を
あ
り
が
た
く
お
借
り
し
て
、
諸
国
行
脚
の
旅
に
出
ま
す
。
あ
る
面
で
は
、

お
寺
の
生
活
と
い
う
の
は
現
実
か
ら
か
け
は
な
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
当
の
娑し

ゃ
ば婆

で
人
々
は
ど

ん
な
ふ
う
に
生
き
て
い
る
の
か
、そ
の
中
に
全
く
一
人
で
、独
り
立
ち
し
て
現
実
社
会
の
中
に
入
っ

て
い
か
れ
ま
す
。

　
こ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
国
仙
和
尚
が
示
さ
れ
た
道
元
禅
師
の
著
述
で
し
た
。
そ
の
中

の
、『
行ぎ

ょ
う
じ持

』
と
い
う
章
の
中
に
は
、
中
国
の
多
く
の
高
僧
た
ち
の
生
き
方
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

あ
あ
、
高
僧
た
ち
は
こ
う
い
う
生
き
方
を
さ
れ
て
い
て
、
独
立
独
歩
を
自
分
も
や
っ
て
み
よ
う
。

今
ま
で
ち
ょ
っ
と
、
肩
の
力
が
入
り
す
ぎ
て
い
た
か
な
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
反
省
し
て
、
諸

国
行
脚
の
旅
に
出
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
、
托
鉢
で
得
た
お
米
・
銭
を
糧
と
し
て
命
を
つ
な
ぐ
旅

で
す
。
命
が
け
の
旅
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
最
初
に
選
ん
だ
の
が
四
国
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
土
佐
の
高
知
で
、

近
藤
万
丈
と
い
う
方
が
、
た
ま
た
ま
雨
宿
り
を
し
た
と
こ
ろ
に
、
宿
を
貸
し
て
く
れ
た
越
後
出
身

の
「
了
寛
」
さ
ん
と
出
会
っ
た
こ
と
を
記
述
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
国
仙
和
尚
が
亡
く
な
っ

て
か
ら
、
紀
伊
半
島
を
回
ら
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
い
ろ
ん
な
和
歌
・
俳
句
・
漢
詩
が
残
っ

て
お
り
ま
す
。
吉
野
山
、
高
野
山
、
そ
し
て
伊
勢
、
和
歌
の
浦
。
そ
の
当
時
に
は
、
須
磨
、
明
石
、

あ
る
い
は
大
阪
で
言
い
ま
す
と
弘
川
寺
と
い
う
、
西
行
法
師
の
墓
が
あ
る
お
寺
に
も
お
参
り
し
て

い
ま
す
。
後
半
の
旅
は
か
な
り
和
歌
・
俳
句
・
漢
詩
が
入
っ
て
き
ま
し
て
、
余
裕
が
出
て
い
る
感

じ
が
い
た
し
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
も
訪
れ
た
高
野
山
は
、
弘
法
大
師
空
海
が
開
い
た
お
寺
で
、
奥
の
院
に
は
大
き
な
杉

の
木
、
そ
し
て
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
上
杉
謙
信
公
な
ど
と
い
っ
た
お
墓
が
い
っ
ぱ
い
あ
り

ま
す
。
こ
こ
に
も
行
っ
て
詩
を
作
っ
て
い
ま
す
。「
も
う
衣
が
ボ
ロ
ボ
ロ
で
、
霞
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
衣
を
買
う
お
金
が
な
い
」
と
い
う
詩
で
す
。

　
吉
野
山
で
は
、
な
か
な
か
泊
め
て
く
れ
る
方
が
い
な
い
の
で
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
お
じ

い
さ
ん
が
、
泊
め
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
た
の
で
泊
ま
っ
た
ら
、
夜
な
べ
仕
事
を

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
で
す
か
、
と
見
る
と
、
竹
細
工
で
か
ご
を
作
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
は
蔵
王
権
現
の
お
祭
り
の
時
に
、
こ
れ
を
お
土
産
と
し
て
売
っ
て
、
そ
し
て
稲
の
も
み
殻
と

か
い
ろ
ん
な
植
物
の
種
を
こ
こ
に
入
れ
て
下
げ
て
お
く
と
実
り
が
い
い
と
い
わ
れ
て
い
る
縁
起
物

の
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。
で
は
私
に
も
譲
っ
て
く
だ
さ
い
。
土
産
に
し
ま
す
か
ら
、
と
い
っ
て
、

良
寛
さ
ん
は
俳
句
を
一
句
作
っ
て
い
ま
す
。「
苞つ

と

に
せ
む
　
よ
し
の
の
里
の
　
花
が
た
み
」〝
苞
〞

は
お
土
産
と
い
う
意
味
で
す
。
竹
籠
を
土
産
に
、
一
宿
一
飯
の
宿
賃
代
わ
り
に
、
お
そ
ら
く
一
文

を
お
払
い
し
て
、
小
さ
な
小
さ
な
竹
籠
を
土
産
に
買
っ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
松

尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
の
よ
う
な
旅
日
記
が
、わ
ず
か
で
す
け
れ
ど
も
肉
筆
で
残
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
、
の
ち
に
越
後
に
帰
っ
て
五
合
庵
で
一
人
住
ま
い
を
す
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
原
型
と
い
う
の
が
も
う
こ
の
円
通
寺
時
代
後
期
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
い
っ

て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
七
年
く
ら
い
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
円
通
寺
修
行
時
代
に
お
母
さ
ん
は
も
う
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
別
れ
て
か
ら
五
年
後
ぐ
ら
い

の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
悲
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
仏
の
道
に
導
い
て
く
れ
た
と
も
言
っ
て
い
い

母
は
早
く
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
三
十
八
歳
の
時
に
、
良
寛
さ
ん
に
大
き
な
出
来
事
が

起
こ
り
ま
す
。
三
十
八
歳
の
と
き
、
良
寛
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
京
都
の
桂
川
に
投
身
自
殺
を
し
て

い
る
の
で
す
。

　
以
南
は
、
京
都
に
出
て
俳
句
で
一
旗
揚
げ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。
俳
句
を
高
く
評
価
し
、
書
を
買
っ
て
く
れ
る
人

も
、
恐
ら
く
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
越
後
だ
け
に
、
以
南
が
京
都
で
書
い
た
作
品
が
残
っ
て
い

ま
す
。
越
後
に
作
品
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
謝
礼
と
言
い
ま
す
か
、
代
金
を
送
っ
て
も
ら
っ
て
、

京
都
で
の
生
活
を
何
と
か
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、脚
気
に
な
ら
れ
て
、

以
南
は
ふ
る
さ
と
に
も
う
歩
い
て
帰
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
桂
川
に
身
を

投
げ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
南
が
亡
く
な
っ
た
時
、
兄
弟
や
親
戚
が
全
部
越
後
か
ら
京
都
に
集
ま
り
ま
す
。
良
寛
さ
ん
も

呼
び
出
さ
れ
、
法
要
を
や
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
、
何
十
年
ぶ
り
に
良
寛
さ
ん
は
家
族
と
再
会
す

る
わ
け
で
す
。
故
郷
が
懐
か
し
い
と
い
う
思
い
が
、
こ
の
と
き
非
常
に
強
く
な
り
ま
し
て
、
良
寛

さ
ん
は
、
三
十
九
歳
の
春
に
越
後
に
帰
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
住
庵
し
た
の
が
、
五
合
庵

と
い
う
小
さ
な
小
さ
な
庵
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
五
合
庵
は
、
真
言
宗
国こ

く
じ
ょ
う
じ

上
寺
と
い
う
お
寺
の
、
住
職
さ
ん
の
隠
居
所
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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国
上
山
と
い
う
、
標
高
三
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
山
の
中
腹
、
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に

こ
の
五
合
庵
は
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
周
り
は
自
然
の
真
っ
只
中
で
す
。

　
今
、
山
の
中
に
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
て
、
火
を
つ
け
て
水
を
汲
ん
で
き
て
、
食
べ
物
を
焼
い
て
食

べ
る
。
自
然
と
い
う
の
は
何
と
素
晴
ら
し
い
の
だ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
キ
ャ
ン
プ
ブ
ー
ム
と
い
う

も
の
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
良
寛
さ
ん
は
こ
の
自
然
の
中
に
、
二
十
年
近
く
こ
の
五
合

庵
で
暮
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

　
の
ち
に
良
寛
さ
ん
は
乙お

と
こ子

神
社
草
庵
で
も
十
年
く
ら
い
暮
ら
し
ま
す
か
ら
、
こ
ん
な
山
奥
で

三
十
年
近
く
も
草
庵
暮
ら
し
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
お
寺
の
住
職
に
な
ら
な
い
で
、
こ
の

よ
う
な
道
を
歩
ま
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
良
寛
さ
ん
は
四
国
や
紀
伊
半
島
、
西
国
三
十
三

札
所
、
そ
の
よ
う
な
現
実
社
会
で
歩
か
れ
て
、
本
当
に
仏
の
道
を
教
え
る
に
は
、
一
対
一
で
民
衆

に
対
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
で
仏
の
道
を
伝
え
て
い
く
道
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
う

い
う
思
い
を
強
く
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
え
て
托
鉢
と
い
う
手
段

を
取
り
ま
し
た
。

　
托
鉢
す
る
際
の
鉢
、
鉢は

ち

の
子
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
毎
日
こ
の
鉢
の
子
を
持
っ
て
、
里
へ
下

り
て
行
っ
て
托
鉢
を
し
ま
し
た
。
良
寛
さ
ん
は
全
部
ひ
と
り
で
衣
食
も
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

朝
ま
ず
は
薪
を
伐
っ
て
持
っ
て
き
た
り
、
谷
川
か
ら
水
を
汲
ん
で
く
る
。
そ
し
て
、
昨
日
い
た
だ

い
た
お
米
を
お
か
ゆ
に
し
て
食
べ
る
、
あ
る
い
は
雑
炊
に
し
て
食
べ
る
。
畑
を
作
っ
て
い
て
、
大

根
の
菜
っ
葉
を
お
つ
ゆ
の
中
に
入
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
朝
ご
は
ん
が
終
わ
っ
た
ら
、
里
へ
降
り
て

い
っ
た
わ
け
で
す
。

　
家
を
一
軒
一
軒
回
り
ま
し
て
、
簡
単
な
お
経
を
唱
え
る
と
、
こ
の
鉢
の
子
の
中
に
チ
ャ
リ
ー
ン

と
、一
文
を
お
布
施
し
て
く
だ
さ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
し
、一
握
り
の
お
米
を
く
だ
さ
っ

た
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
こ
れ
を
命
の
糧
と
し
て
生
活
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
あ
る
面
で
は
、
一
番
厳
し
い
道
を
選
択
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
布
施
と
い
う
の
は
、
道
元
禅
師
が
『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
で
、
四
つ
の
人
々
を
救
う
方
法
と
い

う
の
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
つ
に
布
施
が
出
て
い
ま
す
。

　
貰
っ
て
ば
か
り
で
、
一
方
的
に
人
の
ご
厄
介
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
お
思
い
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
良
寛
さ
ん
は
言
葉
の
布
施
と
い
う
の
を

逆
に
お
返
し
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
だ
ん
だ
ん
親
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
良
寛
さ
ん
に
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
相
談
す
る
人
も
出
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
相
談
に
乗
っ
て

あ
げ
た
り
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
、
ま
た
あ
と
で
話
し
ま
す
け
れ
ど
も
、「
戒
語
」
と
い
う
の
を
よ

く
人
々
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　「
戒
語
」、
こ
と
ば
を
戒
め
る
。
さ
さ
や
か
で
す
け
れ
ど
も
、
人
々
の
仲
を
取
り
持
ち
、
人
の
関

係
を
悪
く
も
し
、
良
く
も
す
る
言
葉
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
の
中
を
平
和
な
良
い
世

の
中
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
い
つ
も
出
て
く
る
の
が
自
慢
話
、
長
話
。
こ
れ
は
必

ず
出
て
き
ま
す
。
そ
の
人
に
と
っ
て
は
気
持
ち
が
良
く
て
、
う
ち
の
息
子
は
こ
の
度
ど
う
し
た
と

か
こ
う
し
た
と
か
言
っ
て
、と
う
と
う
と
語
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

自
慢
話
を
聞
い
て
い
る
人
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
嫌
な
も
の
で
す
。
自
慢
話
、
自
己
顕
示
欲
。
先
ほ

ど
言
い
ま
し
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
言
わ
な
け
れ
ば
、
人
も
静

か
に
い
ろ
ん
な
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
い
る
の
に
、「
ま
た
始
ま
っ
た
」
な
ん
て
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
せ
っ
か
く
の
い
い
人
だ
っ
た
の
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

　
そ
ん
な
こ
と
で
、
良
寛
さ
ん
は
托
鉢
を
し
て
言
葉
の
布
施
を
し
て
、
何
と
か
命
を
つ
な
い
で
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
物
は
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。「
清
貧
」
の
生
活
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
る
時
、

町
の
市
場
あ
た
り
に
托
鉢
に
出
か
け
ま
し
た
ら
、
あ
る
女
性
の
方
が
子
供
を
連
れ
て
い
て
、「
お

坊
様
、
う
ち
の
主
人
は
昨
年
の
暮
れ
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
帰
っ
て
こ
な
い
ん
で

す
。
子
ど
も
も
小
さ
く
て
困
っ
て
い
ま
す
。
何
か
恵
ん
で
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
頼
み
ま
す
。

良
寛
さ
ん
は
「
私
は
こ
の
通
り
何
も
持
っ
て
な
い
身
で
あ
り
ま
す
の
で
、
私
の
友
人
に
頼
ん
で
み

ま
し
ょ
う
」
と
友
人
に
手
紙
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
解け

良ら

叔し
ゅ
く

問も
ん

さ
ん
と
い
う
良
寛
さ
ん
の
友

人
の
方
が
い
ま
し
て
、
良
寛
さ
ん
が
そ
の
方
に
あ
て
た
手
紙
を
見
ま
す
と
、「
こ
の
人
に
何
か
恵

ん
で
く
だ
さ
い
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
し
て
良
寛
さ
ん
が
叔
問
さ
ん
に
宛

て
た
「
こ
の
度
は
お
餅
を
与
え
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
い
う
礼
状
が
あ
り

ま
す
。
解
良
叔
問
さ
ん
は
良
寛
さ
ん
の
依
頼
を
受
け
、
こ
の
女
性
に
餅
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
よ

う
で
す
。

　
そ
ん
な
ふ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
人
々
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
は
心
の
中
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を
救
う
こ
と
も
救
う
こ
と
で
す
し
、
そ
し
て
、
本
当
に
飢
餓
に
苦
し
ん
で
い
る
人
も
救
わ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
良
寛
さ
ん
は
現
実
の
中
で
、
非
常
に
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
多
く
て
、
悩
み
苦

し
ん
で
仏
さ
ま
に
救
い
を
求
め
る
と
い
う
歌
も
詠
ん
で
い
ま
す
。
ど
う
か
お
救
い
下
さ
い
、
と
悲

痛
な
叫
び
の
こ
も
っ
た
歌
も
あ
り
ま
す
。
良
寛
さ
ん
は
、
そ
ん
な
中
で
生
き
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
越
後
平
野
を
托
鉢
し
て
歩
か
れ
て
、
夕
暮
れ
時
に
、
鉢
の
子
を
も
っ
て
、
と
ぼ
と

ぼ
と
帰
っ
て
い
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
こ
に
あ
る
の
が
国
上
山
で
す
。
こ
こ
に
帰
ら
れ
ま
し

た
。

　
な
か
に
は
、
一
粒
の
米
も
銭
も
入
っ
て
い
な
い
日
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
詩
が
残
っ
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
は
厳
し
い
生
活
で
あ
り
ま
し
た
。
俳
句
に
こ
ん
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。「
鉄
鉢
に
　
明
日
の
米
あ
り
　
夕
涼
み
」。「
鉢
の
子
に
今
日
は
お
米
を
い
た
だ
い
て
、
明
日

お
か
ゆ
が
食
べ
ら
れ
そ
う
だ
、
あ
あ
な
ん
と
ち
ょ
っ
と
ほ
っ
と
し
た
な
、
今
日
は
夕
方
夕
涼
み
を

し
て
、
ち
ょ
っ
と
ら
っ
く
り
と
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
俳
句
で
す
。
良
寛
さ
ん
は
、
そ
ん
な
中
に

生
き
て
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
五
合
庵
に
泥
棒
が
入
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
越
後
平
野
は
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
有
名
な
美

田
地
帯
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
央
に
日
本
一
の
大
河
、
信
濃
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
信
濃
川
は

大
き
な
利
益
も
も
た
ら
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
数
年
に
一
回
洪
水
が
起
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
洪

水
で
米
が
取
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
年
が
四
、五
年
に
一
回
あ
っ
た
の
で
す
。
食
べ
る
も
の
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
洪
水
の
年
は
盗
人
が
よ
く
出
ま
し
た
。
五
合
庵
に
ま
で
盗
人
が
来
て
、
見
た

ら
何
も
盗
る
も
の
が
な
い
。
し
か
し
、
良
寛
さ
ん
は
、
物
を
あ
ま
り
持
た
な
い
、
が
ら
ん
と
し
た

清
貧
の
生
活
で
す
。
そ
れ
で
良
寛
さ
ん
は
、
泥
棒
も
困
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
布
団

か
ら
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ー
っ
と
転
が
っ
て
、
布
団
を
盗
み
や
す
い
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
の
で
す
。
そ

れ
で
泥
棒
さ
ん
は
、
布
団
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
布
団
を
巻
い
て
山
を
下
り
て
行
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
そ
の
時
詠
ん
だ
俳
句
が
「
盗
人
に
　
取
り
残
さ
れ
し
　
窓
の
月
」。
泥
棒
が
帰
っ
た
後
、
ぽ
つ

ね
ん
と
床
に
座
っ
て
い
た
良
寛
さ
ん
の
目
の
前
に
、お
月
さ
ん
が
煌こ

う
こ
う々

と
光
っ
て
い
ま
し
た
。「
あ

あ
、
泥
棒
は
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
五
合
庵
は
が
ら
ん
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
お
月
さ
ん
と
私
だ

け
が
い
ま
こ
の
朝
方
あ
る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
俳
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
ん
な
生
活
が
何
十
年
も
続
い
て
い
き
ま
す
。
時
に
は
農
家
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
田
ん
ぼ
の
あ

ぜ
道
で
、「
あ
ん
た
も
一
杯
飲
ん
で
、
私
も
一
杯
飲
も
う
」
と
い
う
風
に
、
お
酒
を
酌
み
交
わ
す

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
や
は
り
な
か
な
か
口
の
重
い
人
た
ち
で
す
。
お
互
い
に
飲
ん
で
い

る
う
ち
に
、「
実
は
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
の
う
、
本
当
に
困
っ
て
る
ん
だ
わ
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
、
話
を
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
が
子
供
た
ち
と
よ
く
遊
ん
だ
と
い
う
話
の
中
で
、
手
毬
の
話
は
大
変
有
名
で
、
ま
た

後
で
も
お
話
し
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
良
寛
さ
ん
は
托
鉢
の
道
す
が
ら
、
子
供
ら
と
手
毬
を

つ
い
た
り
、
お
は
じ
き
を
し
た
り
、
草
相
撲
を
し
た
り
し
て
遊
び
ま
し
た
。

　
良
寛
さ
ん
が
行
く
と
こ
ろ
に
は
、
子
供
た
ち
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
群
れ
を
成
し
て
つ
い
て
き
た
と
い
い

ま
す
。
や
っ
ぱ
り
子
供
は
、
純
な
心
を
持
っ
て
い
る
良
寛
さ
ん
は
、「
あ
あ
こ
の
人
は
信
用
し
て

い
い
人
だ
」
と
分
か
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
良
寛
さ
ん
は
よ
く
春
に
山
里
に
連
れ

て
行
っ
て
、
一
緒
に
山
桜
を
見
た
り
、
す
み
れ
の
花
を
見
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

自
然
の
美
し
い
も
の
を
一
緒
に
見
よ
う
、
と
。
あ
る
面
で
は
こ
の
子
た
ち
は
小
さ
い
と
き
か
ら
美

意
識
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
に
も
思
い
ま
す
。

　
私
が
、良
寛
さ
ん
と
子
供
た
ち
と
の
逸
話
の
中
で
好
き
な
の
が
、か
く
れ
ん
ぼ
の
逸
話
で
す
。朝
、

稲
わ
ら
の
中
に
良
寛
さ
ん
が
か
く
れ
ん
ぼ
し
て
い
ま
す
。
昨
日
の
夕
方
に
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
い

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ず
っ
と
朝
ま
で
隠
れ
て
、
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
っ
た
。
朝
に
な
っ
て
、
お

ば
あ
さ
ん
が
藁
を
取
り
に
来
た
ら
、
良
寛
さ
ん
が
隠
れ
て
い
る
の
で
「
あ
ら
良
寛
さ
ん
ど
う
し
た

ん
で
す
か
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
、「
シ
ー
ッ
、
鬼
に
見
つ
か
る
」
と
言
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
か
く
れ
ん
ぼ
の
鬼
は
自
分
を
見
つ
け
に
来
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
ず
っ
と
信
じ
て
隠

れ
て
い
て
、
朝
方
ま
で
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
子
供
た
ち
は
夕
方
、
お
父

さ
ん
や
お
母
さ
ん
が
呼
び
に
来
て
、
ほ
ら
ご
飯
が
で
き
た
よ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
み
ん
な

帰
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、良
寛
さ
ん
は
ず
っ
と
信
じ
て
待
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
こ
の
逸
話
を
す
ご
く
大
好
き
だ
と
い
う
こ
と
で
詩
を
作
ら
れ
た
の
が
、
大
正
時
代
、
詩
や
短
歌

で
有
名
な
北
原
白
秋
で
し
た
。
こ
の
か
く
れ
ん
ぼ
の
逸
話
に
心
を
打
た
れ
て
、
次
の
よ
う
な
詩
を

作
っ
て
い
ま
す
。「
良
寛
さ
ま
は
お
坊
さ
ま
　
子
ど
も
の
好
き
な
お
坊
さ
ま
　
子
ど
も
み
た
い
な

お
坊
さ
ま
　
な
ん
と
の
ろ
ま
の
お
坊
さ
ま
　
な
ん
と
仏
の
お
坊
さ
ま
」

慈愛の人　良寛入門（小島）
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人
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
良
寛
さ
ん
の
心
は
、
あ
る
面
で
は
非
常
に
子
供
の
よ
う
な
心
を
持
っ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
あ
る
人
が
、
良
寛
さ
ん
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
子
供
が
好
き
な
の
だ
、

と
言
っ
た
ら
、
良
寛
さ
ん
は
、
子
供
は
純
で
偽
り
が
な
い
か
ら
だ
、
と
言
っ
た
と
い
い
ま
す
。
逆

に
言
え
ば
、
そ
ん
な
子
供
た
ち
も
い
つ
の
ま
に
か
大
人
に
な
る
と
、
こ
の
純
真
な
心
を
失
っ
て
し

ま
っ
て
、
人
を
だ
ま
し
た
り
と
い
う
大
人
に
な
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り

良
寛
さ
ん
は
純
な
生
き
方
と
い
う
の
を
大
切
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
良
寛
さ
ん
は
子
供
た
ち
と
だ
け
遊
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
和
歌
な
ど
を
通
し
て
、大
人
に
も
ち
ゃ
ん
と
仏
の
教
え
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
書
で
も
大
変
有
名
な
人
で
、
良
寛
さ
ん
の
作
品
は
、
阿
部
家
に
伝
わ
っ
た
作
品
が

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
良
寛
さ
ん
は
『
秋あ

き
は
ぎ
じ
ょ
う

萩
帖
』
と
い
う
、
万
葉

仮
名
を
使
っ
た
仮
名
を
四
十
代
か
ら
学
ん
で
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
書
も
非
常
に
、
も
み
じ
の
葉
が
風
に
揺
ら
れ
て
散
る
よ
う
な
字
で
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
、

自
分
と
い
う
か
、
我
を
捨
て
去
っ
た
人
だ
け
が
た
ど
り
着
け
る
よ
う
な
、
自
然
に
任
せ
た
趣
が
あ

り
ま
す
。
書
は
読
め
な
く
て
も
良
い
の
で
す
。
抽
象
芸
術
と
し
て
見
て
も
良
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
で
は
、
歌
は
ど
ん
な
内
容
が
書
い
て
あ
る
の
か
と
い
う
と
、「
耳み

み

鬘づ
ら

に
　
秘
め
お
け
る
珠た

ま

の
　

久
に
あ
る
を
　
今
や
贈
ら
む
　
そ
の
時
に
も
が
」
と
い
う
歌
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い
歌
で
す
け
れ
ど

も
、
要
は
、
人
間
の
心
の
中
に
は
仏
様
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
仏
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
、
鏡
の
よ
う
な
心
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、
お

釈
迦
様
が
最
後
に
説
法
を
さ
れ
た
と
い
う
『
法
華
経
』
の
中
で
は
「
一い

っ
か
の
み
ょ
う
じ
ゅ

顆
明
珠
」、
珠
と
い
う
表

現
を
使
っ
て
い
ま
す
。
珠
と
い
う
と
、
真
珠
と
か
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
な
宝
石
を
思
い
出
し
ま

す
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
に
、
本
当
に
澄
み
切
っ
た
鏡
の
よ
う
な
心
は
誰
に
で
も
あ
る
。
そ
れ

に
早
く
あ
な
た
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
な
あ
、
悟
り
を
開
い
て
ほ
し
い
な
あ
、
と
い
う
こ
と
を
友
人

に
書
き
与
え
て
い
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
、
こ
の
人
に
は
難
し
い
話
を
し
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
う
人
に
は
、
こ
ん
な
『
法
華

経
』
の
根
幹
、『
五ご

ひ
ゃ
く
で
し
じ
ゅ
き
ほ
ん

百
弟
子
受
記
品
』
と
い
う
と
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
、「
一
顆
明
珠
」
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
歌
を
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
冬
ご
も
り
に
『
法
華
経
』
を
学
ぶ
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。「
法
華
賛
」「
法
華

転
」
と
い
う
漢
詩
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
ま
た
素
晴
ら
し
い
。
本
当
に
難
し
い

『
法
華
経
』
を
す
べ
て
理
解
し
て
、
あ
る
時
は
そ
れ
に
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け

の
深
い
理
解
を
し
て
い
る
人
は
、
そ
う
世
の
中
に
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
実
践
を
さ
れ
て
い
る
方
だ
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
原
坦

山
さ
ん
が
、
良
寛
さ
ん
は
「
道
元
禅
師
以
来
の
巨
匠
」
だ
と
言
う
の
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら

発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
が
五
十
九
歳
の
時
、五
合
庵
が
老
朽
化
し
て
雨
漏
り
を
し
た
り
し
始
め
ま
し
た
の
で
、

少
し
ふ
も
と
に
下
が
っ
た
乙
子
神
社
草
庵
に
移
り
ま
す
。
今
あ
る
も
の
は
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
五
合
庵
に
比
べ
た
ら
一
間
大
き
く
て
、
二
間
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、

こ
こ
で
大
き
な
書
の
作
品
も
書
こ
う
と
思
え
ば
書
け
た
わ
け
で
す
。

　
こ
の
乙
子
神
社
時
代
、
六
十
を
過
ぎ
て
良
寛
さ
ん
は
、
一
層
円
熟
味
を
増
し
た
仏
教
者
に
成
長

し
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
修
行
と
い
う
の
は
い
よ
い
よ
深
め
れ
ば
終
わ
り
で
は
な
く
て
、
そ
の

先
も
ま
た
深
い
海
の
底
が
あ
り
、
山
の
高
み
が
あ
る
の
で
す
。

　
ど
ん
な
風
に
円
熟
味
を
増
し
た
か
と
い
う
と
、
簡
単
に
言
う
と
光
を
和
ら
げ
て
い
き
ま
し
た
。

立
派
な
方
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
凛り

ん

と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
神
々
し
さ
と
い
う
も
の
は
あ
る
と

思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
人
が
近
づ
い
て
こ
な
い
。
あ
あ
立
派
な
方
で
あ
り
ま
す
、
と
、

立
派
な
方
と
い
う
風
に
一
歩
離
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
か
ら
は
な
か
な
か
、
人
と
人
、
一
対
一
で

伝
わ
る
も
の
が
伝
わ
り
に
く
く
な
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
平
凡
な
人
の
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
と
山

を
下
り
て
、
里
の
巷
の
人
と
同
じ
よ
う
な
姿
へ
と
ま
た
進
む
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
光
を

和
ら
げ
る
と
い
う
の
は
大
事
な
一
歩
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
理
想
的
な
姿
は
布ほ

て
い袋

様
で
す
。
布
袋
様
も
、
頭ず

だ陀
袋
を
担
い
で
腹
を
出
し
て
、
町
の
市
に

出
か
け
て
人
々
と
色
々
話
を
し
て
、
あ
と
は
頭
陀
袋
の
中
に
も
ら
っ
た
も
の
を
担
い
で
ま
た
帰
っ

て
い
く
。
あ
の
姿
は
、
や
は
り
良
寛
さ
ん
の
一
つ
の
理
想
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、『
法
華
経
』に
出
て
い
る
観
音
菩
薩
の
行
い
は
、良
寛
さ
ん
の
手
本
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
観
音
様
と
い
う
の
は
、
苦
し
ん
で
い
る
・
悲
し
ん
で
い
る
人
の
声
を
聴
い
て
、

そ
の
も
と
に
駆
け
付
け
て
救
っ
て
く
だ
さ
る
。
自
分
は
埃
ま
み
れ
に
な
り
、
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て

も
、
人
々
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
一
番
の
喜
び
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

慈愛の人　良寛入門（小島）

（
一
〇
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そ
う
い
う
点
で
は
、
良
寛
さ
ん
の
理
想
像
と
い
う
の
は
、
観
音
様
の
菩ぼ

さ
つ薩

行ぎ
ょ
うで

あ
り
、
そ
し
て
、

布
袋
様
の
あ
の
悠
々
た
る
世
界
、
そ
し
て
、
先
ほ
ど
出
た
子
供
た
ち
の
こ
と
で
言
え
ば
、
お
地
蔵

様
へ
の
敬
意
で
す
。
良
寛
さ
ん
は
お
地
蔵
様
を
持
仏
と
し
て
持
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
も
枕
に
し

て
い
た
の
で
枕
地
蔵
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
地
蔵
さ
ま
は
、
子こ

安や
す

地
蔵
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
子
供
た
ち
が
無
事
に
育
つ
よ
う
に
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
一
番
弱
い

人
を
、
地
蔵
さ
ま
は
救
っ
て
く
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
円
通
寺
に
は
、
金
銅
で
で
き
た
大
き
な
お
地
蔵
さ
ま
が
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
や
は
り
お

地
蔵
さ
ま
と
い
う
と
子
供
に
つ
な
が
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
、
良
寛
さ
ん
は
手
本

と
も
い
う
べ
き
姿
を
ち
ゃ
ん
と
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
こ
の
頃
は
、
書
を
書
き
、
そ
し
て
和
歌
を
詠
み
、
漢
詩
を
詠
み
と
い
う
風
に
、
非
常
に
文
芸
の

方
に
も
力
を
入
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
読
ん
だ
の
が
『
万
葉
集
』
四
千
五
百
首
で
し
た
。
良

寛
さ
ん
は
よ
く
万
葉
調
の
歌
人
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
六
十
二
歳
の
時
に
『
万
葉
集
』
を
全

部
読
ん
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ど
こ
か
『
万
葉
集
』
の
響
き
と
良
寛
さ
ん
の
歌
と
い
う
の
は
通

じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
す
る
と
、「
遊ゆ

げ戯
三ざ

ん
ま
い昧

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ひ
た
す
ら
何
か
を
や
る

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
普
段
の
生
活
の
中
に
自
然
と
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
は
学
ぶ
こ
と

も
、
遊
ぶ
こ
と
も
、
芸
術
を
や
る
こ
と
も
、
文
学
を
や
る
こ
と
も
、
み
ん
な
一
つ
に
混
然
一
体
と

な
っ
て
、
悠
々
と
し
て
行
い
を
や
る
と
い
う
、
そ
ん
な
世
界
に
到
達
し
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま

す
。

　
そ
う
い
う
点
で
は
、
こ
の
乙
子
神
社
時
代
と
い
う
の
は
非
常
に
大
切
な
時
代
で
あ
っ
た
と
、
一

皮
む
け
た
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
こ
の
時
詠
ま
れ
た
の
が
、「
騰と

う
と
う々

と
し
て
天
真
に
任
す
」

と
い
う
、
長
い
詩
で
す
。
や
は
り
私
た
ち
は
、「
自
分
が
生
き
て
い
る
」
と
い
う
意
識
が
、
特
に

若
い
世
代
に
は
大
き
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
生
か
さ
れ
て
い
る
、
大
き
な
宇
宙
の
法
則
の
中
に

生
か
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
面
と
い
う
の
は
、
年
を
取
っ

て
く
る
と
だ
ん
だ
ん
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
大
き
な
も
の
に
任
せ
る
と
い
う
思

い
と
い
う
の
が
、
こ
の
頃
よ
り
一
層
強
く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　
で
は
良
寛
さ
ん
は
、
托
鉢
で
得
た
米
と
か
銭
と
か
だ
け
で
生
き
て
行
け
た
の
か
と
い
う
と
、
や

は
り
そ
れ
は
無
理
で
す
。
そ
う
い
う
良
寛
さ
ん
の
厳
し
い
清
貧
の
生
活
を
助
け
て
く
れ
た
の
は
、

友
人
で
あ
り
、
そ
し
て
漢
学
塾
の
時
の
同
級
生
で
あ
り
、
そ
し
て
兄
弟
で
し
た
。
あ
る
い
は
甥
が

手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
時
も
あ
り
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
の
二
歳
年
下
の
妹
の
、
む
ら
さ
ん
と
い
う
方
が
良
寛
さ
ん
に
物
を
送
っ
た
時
の
礼
状

が
残
っ
て
い
ま
す
。
宛
先
は
女
性
で
す
か
ら
ひ
ら
が
な
を
使
っ
て
、「
と
や
ま
」
と
あ
り
ま
す
。

外と

山や
ま

さ
ん
と
い
う
お
宅
に
嫁
い
だ
の
で
、
外
山
文
左
衛
門
と
い
う
、
お
酒
を
造
っ
た
り
廻
船
問
屋

を
や
っ
て
い
る
、
ご
主
人
の
名
前
に
手
紙
を
出
し
て
い
ま
す
。
ま
あ
封
建
時
代
で
す
か
ら
、
や
は

り
ご
主
人
を
立
て
て
い
る
の
か
な
あ
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
手
紙
は
、
女
性
で
も
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
易
し
い
ひ
ら
が
な
を
使
う
と
と
も
に
、
す
ご

く
丁
寧
な
表
現
を
し
て
い
ま
す
。
妹
に
宛
て
た
手
紙
と
は
思
え
な
い
く
ら
い
尊
敬
語
を
使
っ
て
い

ま
す
。
す
ご
く
女
性
に
対
し
て
敬
意
を
払
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。
で
、
こ
の
時
は
綿わ

た

子こ

と
い
う
綿
の
入
っ
た
着
物
、
そ
れ
か
ら
足
袋
。
こ
う
い
う
衣
服
は
、
む
ら
さ
ん
は
、
お
兄
さ
ん

は
自
分
で
は
縫
え
な
い
か
ら
私
が
作
る
と
言
っ
て
、
あ
げ
て
い
た
の
で
す
ね
。
洗
濯
も
し
て
や
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
冬
で
す
の
で
食
べ
物
も
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
山
芋
と
海の

り苔
と
干か

ん

瓢ぴ
ょ
うを

送
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、
妹
だ
け
が
知
っ
て
い
る
良
寛
さ
ん
の
好
物
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
良
寛
さ
ん
は
海
苔
が
好
き
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
雪
海
苔
と

い
う
も
の
で
し
て
、
日
本
海
、
春
に
な
り
ま
す
と
岩
場
に
付
い
た
海
苔
を
取
っ
て
、
乾
燥
さ
せ
て

平
た
い
海
苔
に
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
海
苔
が
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
ん
な
風

に
兄
弟
が
支
え
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
む
ら
さ
ん
の
良
寛
さ
ん
へ
の
思
い
と
い
う
の
は
、
お
母
さ

ん
が
長
男
で
あ
る
良
寛
さ
ん
を
大
切
に
し
て
育
て
た
、
そ
の
母
の
思
い
を
一
番
よ
く
わ
か
っ
て
い

た
兄
弟
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
ま
た
良
寛
さ
ん
と
子
供
の
話
に
な
り
ま
す
。
特
に
乙
子
神
社
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
三

条
に
出
か
け
て
托
鉢
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
三
条
は
本
当
に
友
人
が
多
い
と
こ
ろ
で
し

た
。
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
私
も
最
後
に
お
勤
め
し
た
の
が
三
条
の
高
等
学
校
で
し
た
。

　
よ
く
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
、
燕
三
条
の
金
属
製
品
な
ん
て
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
こ

こ
は
金
属
製
品
の
す
ご
く
有
名
な
会
社
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
用
品

の
ス
ノ
ー
ピ
ー
ク
な
ん
か
も
、
こ
の
三
条
で
す
。
あ
る
い
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
晩
餐
会
に
使
わ
れ
た

慈愛の人　良寛入門（小島）

（
一
一
）
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ナ
イ
フ
・
フ
ォ
ー
ク
は
、
燕
の
山
崎
金
属
工
業
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
地
域
は
、
世
界
に
通
用
す
る
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
は
洪
水
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
江

戸
時
代
か
ら
和
釘
を
作
っ
て
い
て
、
洪
水
に
な
っ
て
米
が
取
れ
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
に

と
い
う
こ
と
で
、
金
属
製
品
が
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
托
鉢
に
行
き
ま
す
と
、
良
寛
さ
ん
は
、
托
鉢
が
終
わ
っ
た
午
後
、
八
幡
さ
ま
と
い
う
神

社
に
行
っ
て
、
子
供
た
ち
と
遊
ぶ
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　
八
幡
神
社
の
隣
の
槻つ

き

田た

神
社
の
神
官
を
し
て
い
た
、
五い

か
ら
し

十
嵐
華か

亭て
い

と
い
う
画
家
が
、
良
寛
さ
ん

を
間
近
で
見
て
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
頭
巾
を
か
ぶ
り
頭
陀
袋
を
持
っ
た
良
寛
さ
ん

と
、
二
人
の
子
供
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
頭
巾
は
友
達
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
頭
陀

袋
に
は
大
事
な
も
の
を
い
っ
ぱ
い
入
れ
て
お
く
と
と
も
に
、
も
ら
っ
た
も
の
を
入
れ
ま
す
。

　
二
人
の
子
供
が
駆
け
寄
っ
て
い
ま
す
。
一
人
は
手
毬
を
持
っ
て
い
て
、
良
寛
さ
ん
、
手
毬
し
よ

う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
良
寛
さ
ん
は
手
毬
が
大
好
き
で
す
か
ら
、
大
き
い
も
の
で
野
球
の

硬
式
ボ
ー
ル
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
膝
を
つ
い
て
手
毬
つ
き
を
し
ま
し
た
。
小
さ
い
も
の
は
テ
ニ
ス

ボ
ー
ル
く
ら
い
で
す
。

　
な
ぜ
小
さ
い
も
の
も
使
っ
て
遊
ん
で
い
た
か
と
い
う
と
、
良
寛
さ
ん
は
袖
の
中
に
手
毬
を
入
れ

て
い
ま
し
た
。
手
毬
を
持
っ
て
い
な
い
子
も
い
ま
す
か
ら
、
そ
し
た
ら
、
じ
ゃ
あ
私
の
持
っ
て
い

る
手
毬
で
遊
ぼ
う
か
、
と
言
っ
て
、
こ
こ
か
ら
出
し
て
手
毬
つ
き
を
し
た
の
で
す
。

　
手
毬
つ
き
を
し
よ
う
と
駆
け
寄
っ
た
子
に
対
し
て
、
も
う
一
人
の
子
は
梅
の
花
の
つ
い
た
枝
を

持
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
春
で
す
の
で
、
山
か
ら
雪
が
解
け
て
、
下
り
て
き
た
ば
か
り
の
良
寛
さ
ん

に
、
良
寛
さ
ん
、
梅
の
花
が
咲
い
た
よ
、
一
緒
に
梅
の
花
を
見
よ
う
、
と
。
良
寛
さ
ん
が
一
番
好

き
だ
っ
た
花
は
梅
で
し
た
。
こ
れ
は
道
元
禅
師
も
、
梅
の
花
が
大
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。『
万

葉
集
』
の
中
で
も
、
梅
の
花
を
詠
ん
だ
歌
が
非
常
に
多
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
良
寛
さ
ん
に
は
そ

の
影
響
を
受
け
て
い
る
歌
も
非
常
に
多
く
あ
り
ま
す
。

　
絵
の
上
に
は
良
寛
さ
ん
の
和
歌
が
色
紙
に
書
か
れ
た
も
の
が
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
宮
の

　
森
の
木
下
に
　
子
ど
も
ら
と
　
遊
ぶ
春
日
は
　
暮
れ
ず
と
も
よ
し
」。「
こ
の
神
社
の
森
で
子
供

ら
と
遊
ん
で
い
る
春
の
日
、
こ
ん
な
に
の
ど
か
で
楽
し
い
日
は
暮
れ
な
い
で
ほ
し
い
な
あ
、
暮
れ

な
く
て
も
い
い
よ
」、
と
い
う
歌
で
す
。
で
も
ま
た
子
供
た
ち
は
夕
方
に
な
る
と
み
ん
な
帰
っ
て

い
き
ま
す
。
ま
た
一
人
ぽ
つ
ね
ん
と
残
さ
れ
て
、
良
寛
さ
ん
は
と
ぼ
と
ぼ
と
、
宿
と
な
っ
て
い
る

お
寺
に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
生
活
は
六
十
代
に
な
っ
て
も
続
き
ま
し
た
。

　
次
に
あ
げ
る
作
品
は
、
今
度
は
良
寛
さ
ん
の
書
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
も
、
良
寛
さ

ん
の
書
と
い
う
の
は
、
重
要
文
化
財
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
。
や
は
り
良
寛

さ
ん
の
書
は
、
す
ご
く
清
純
で
清
ら
か
な
の
で
す
。
力
み
が
な
い
。
力
が
入
っ
て
い
な
い
。
も
み

じ
が
風
に
揺
ら
れ
て
散
る
よ
う
に
、
本
当
に
自
然
・
天
然
で
す
。
天
真
に
任
す
と
い
う
言
葉
を
先

ほ
ど
申
し
述
べ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
乙
子
神
社
草
庵
に
詩
碑
に
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
、

本
当
に
書
も
美
し
い
。
中
身
を
見
る
と
ま
た
こ
れ
が
面
白
い
の
で
す
。

　
出
雲
崎
の
廻
船
問
屋
の
主
人
、
関
東
屋
平
明
（
平
田
弥
平
）
と
い
う
方
が
、
良
寛
さ
ん
に
字
を

書
い
て
く
れ
と
言
っ
て
も
、
良
寛
さ
ん
に
　「
ま
た
ね
、
も
っ
と
上
手
に
な
っ
た
ら
ね
」
と
、
よ

く
こ
う
や
っ
て
断
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
あ
ん
ま
り
書
い
て
く
れ
な
い
の
で
、
良
寛
さ
ん
に
ち
ょ
っ

と
策
略
を
練
っ
て
、
な
に
か
書
い
て
も
ら
え
る
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
怒
ら
す
よ
う
な
内
容
を
書
き

ま
し
た
。「
良
寛
さ
ん
は
仏
様
の
よ
う
な
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
私
に
書
を
書
い
て
く

れ
な
い
の
は
、
せ
っ
か
く
の
宝
を
持
っ
て
い
な
い
の
と
同
じ
よ
う
だ
よ
」
と
い
う
風
な
、
ち
ょ
っ

と
挑
戦
的
な
歌
を
詠
ん
だ
の
で
す
。
そ
し
た
ら
良
寛
さ
ん
は
、「
か
れ
こ
れ
と
　
な
に
あ
げ
つ
ら

む
　
よ
の
な
か
は
　
ひ
と
つ
み
た
ま
の
　
か
げ
と
し
ら
ず
て
」
と
い
う
風
に
、
ま
た
珠た

ま

が
出
て
き

ま
し
た
が
、「
何
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
い
る
ん
だ
い
。
あ
ん
た
は
ま
だ
、
こ
の
世
の
中
は
仏
の
光

に
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
の
に
、
仏
の
道
の
こ
と
を
語
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」

と
、
ち
ょ
っ
と
叱
っ
た
よ
う
な
歌
を
、
こ
こ
で
返
歌
と
し
て
返
す
わ
け
で
す
。
こ
の
平
明
さ
ん
は

し
め
た
と
ば
か
り
に
、
こ
の
書
を
も
ら
っ
て
表
具
し
て
、
そ
し
て
こ
れ
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
出
雲
崎
の
方
の
問
答
歌
、
そ
の
人
が
吹
っ
掛
け
た
和
歌
に
対
し
て
の
答
え
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
の
ど
こ
が
す
ご
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
き
、
私
が
い
つ
も
思
う
の
は
、
月
の
兎
の
逸

話
で
す
。
こ
の
月
の
兎
の
逸
話
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
逸
話
で
し
た
。

　
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
日
本
に
わ
た
る
う
ち
に
、
ず
い
ぶ
ん
登
場
の
動
物
も
変
わ
っ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
兎
と
猿
と
狐
が
昔
仲
良
く
住
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』

慈愛の人　良寛入門（小島）
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に
出
て
い
ま
す
。

　
天
の
神
様
が
、
人
間
で
も
種
類
が
同
じ
な
の
に
う
ま
く
仲
良
く
い
か
な
い
の
に
、
違
う
種
類
の

三
匹
が
仲
良
く
、優
し
く
親
切
に
暮
ら
し
て
い
る
と
聞
き
、本
当
か
い
。
試
し
て
や
ろ
う
、と
思
っ

て
、
地
球
に
降
り
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
子
た
ち
に
「
私
は
も
う
ず
っ
と
長
く
食
べ

物
を
食
べ
て
い
な
い
ん
だ
。
何
か
私
に
食
べ
る
も
の
を
持
っ
て
き
て
お
く
れ
」
と
、
こ
う
言
う
わ

け
で
す
。
み
ん
な
親
切
な
者
達
で
す
か
ら
、
猿
は
猿
で
木
の
実
を
持
っ
て
き
た
り
、
狐
は
狐
で
食

べ
物
を
す
ぐ
に
見
つ
け
て
き
て
、「
お
じ
い
さ
ん
、
こ
れ
を
食
べ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、
お

じ
い
さ
ん
は
「
ほ
ぉ
、
親
切
だ
の
う
。
本
当
に
君
た
ち
は
優
し
い
者
た
ち
だ
ね
え
」
と
い
う
こ
と

で
、
と
こ
ろ
が
兎
は
、「
何
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
っ
て
と
ぼ
と
ぼ
帰
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
で
兎
さ
ん
は
、「
狐
さ
ん
、
猿
さ
ん
、
薪
を
拾
っ
て
き
て
お
い
で
」
と
言
い
ま
し
た
。
何
だ

ろ
う
と
思
っ
て
、
薪
を
積
む
と
、
兎
さ
ん
は
そ
こ
に
火
を
つ
け
さ
せ
ま
す
。
兎
さ
ん
は
「
お
じ
い

さ
ん
、
私
は
何
も
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
の
火
の
中
に
入
り
ま
す
か
ら
、
私

を
食
べ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、
火
の
中
に
入
っ
て
真
っ
黒
こ
げ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
お
じ
い
さ
ん
は
「
あ
あ
、な
ん
と
悪
い
こ
と
を
し
た
。
み
ん
な
親
切
な
も
の
た
ち
だ
け
れ
ど
も
、

兎
の
こ
の
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
人
を
救
お
う
と
い
う
心
は
、本
当
に
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
」と
い
っ

て
、
兎
の
亡
骸
を
抱
い
て
、
月
の
国
に
帰
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
お
月
さ
ん
に
は
黒

い
兎
の
姿
が
今
も
見
え
る
と
い
う
お
話
で
す
。
こ
れ
が
、
も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
説
話
で
す
け
れ

ど
も
、『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
る
説
話
で
す
。
こ
の
説
話
を
読
む
と
良
寛
さ
ん
は
涙
が
出
て
、
本

当
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
長
歌
を
読
ん
で
、
三
条
の
三
浦
屋
幸
助
と
い

う
菓
子
屋
さ
ん
に
書
き
与
え
て
い
ま
す
。

　
六
十
九
歳
の
と
き
良
寛
さ
ん
は
、
山
で
の
一
人
暮
ら
し
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
里
へ
下
り
て
き

ま
す
。
島
崎
村
の
木
村
家
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
母
屋
の
奥
の
薪
小
屋
を
ち
ょ
っ
と
改
造
し
て
、
小

さ
な
庵
に
し
て
も
ら
っ
て
、
こ
こ
で
四
、五
年
住
み
ま
す
。
六
十
九
歳
の
時
に
移
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
も
体
力
的
に
も
か
な
り
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
六
十
九
歳
か
ら

七
十
四
歳
ま
で
の
最
晩
年
が
、
書
な
ん
か
も
最
も
素
晴
ら
し
い
も
の
に
進
ん
で
い
ま
す
。
よ
く
生

涯
学
習
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
良
寛
さ
ん
は
ま
さ
に
生
涯
学
習
の
神
様
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う

な
精
進
の
仕
方
で
す
。
も
う
こ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
努
力
し
て
い

か
れ
た
の
で
す
。

　
良
寛
さ
ん
が
里
に
下
り
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
す
ご
く
多
く
の
方
が
訪
ね
て
き
て
教
え
を
乞

う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
弟
の
由ゆ

う

之し

さ
ん
も
、
兄
で
あ
る
良
寛
さ
ん
が
出
家
し
た
の
で
跡
を
継
ぐ
の

で
す
け
れ
ど
も
、
家
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
日
本
中
を
放
浪
し
て
歩
い
て
く
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
晩
年
こ
の
島
崎
の
近
く
の
与
板
町
に
住
み
ま
し
て
、
そ
し
て
二
人
は
親
し
く
交
流

し
ま
す
。
や
は
り
兄
弟
で
す
。
こ
れ
も
晩
年
の
支
え
に
な
り
ま
し
た
。

　
も
う
一
人
晩
年
の
支
え
と
な
っ
た
の
が
、
貞て

い
し
ん心

尼に

で
し
た
。
貞
心
尼
は
そ
の
と
き
三
十
歳
。
尼

さ
ん
で
し
た
。
浄
土
宗
の
尼
僧
で
し
た
。
和
歌
を
や
り
ま
し
て
、
和
歌
の
女
流
歌
人
と
言
っ
て
も

い
い
方
で
し
た
。

　
そ
の
方
が
訪
ね
て
き
て
、
や
は
り
和
歌
の
ご
指
導
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た

と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
や
は
り
仏
教
者
と
し
て
一
人
前
の
尼
僧
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
思
い
も
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
良
寛
さ
ん
は
禅
の
修
行
を
勧
め
る
わ
け
で
す
。
浄
土
宗

の
尼
僧
に
、
禅
的
な
も
の
を
教
え
る
と
い
う
の
は
大
変
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
半
年

ぐ
ら
い
、
よ
く
貞
心
尼
も
頑
張
っ
て
、
良
寛
さ
ん
は
禅ぜ

ん

尼に

と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
禅
尼
に
後
に
な
ら
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
良
寛
さ
ん
の
す
ば
ら
し
さ
を
、
良
寛
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
『
は
ち
す
の
露
』
と
い

う
歌
集
を
作
っ
た
り
、
あ
る
い
は
「
戒
語
」
も
そ
の
中
に
九
十
か
条
書
い
て
あ
り
ま
す
。
良
寛
さ

ん
の
す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
て
い
く
の
で
す
。

　
出
会
っ
た
と
き
良
寛
さ
ん
は
七
十
歳
、
貞
心
尼
は
三
十
歳
で
し
た
。
長
岡
か
ら
教
え
を
受
け
に

訪
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
貞
心
尼
と
良
寛
さ
ん
の
詠
ん
だ
唱
和
の
歌
、
や
り
取
り
を
し
た
歌

が
『
は
ち
す
の
露
』
の
中
に
書
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
歌
が
多
く
あ
り

ま
す
。

　
や
は
り
、
良
寛
さ
ん
も
こ
の
貞
心
尼
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
は
強
く
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
最
後
の
お
弟
子
さ
ん
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
最
晩
年
に
良
寛
さ
ん
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
大
災
害
が
起
き
ま
す
。
そ
れ
は

三
条
地
震
で
す
。

　
文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
の
十
一
月
十
二
日
朝
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
．
九
。
震
度
は
三
条

慈愛の人　良寛入門（小島）
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周
辺
は
七
で
あ
り
ま
し
た
。
死
者
千
六
百
人
、
負
傷
者
も
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
で
す
。
震
源
地
が

現
在
の
三
条
市
で
あ
っ
た
た
め
に
、
三
条
は
大
被
害
を
受
け
た
わ
け
で
す
。

　
三
条
と
言
え
ば
先
ほ
ど
子
供
た
ち
と
遊
ん
で
い
た
の
も
三
条
。
そ
し
て
、
月
の
兎
を
書
き
与
え

た
の
も
、
三
条
の
菓
子
商
三
浦
屋
幸
助
。
親
し
い
人
が
多
く
い
ま
し
た
。
本
当
に
切
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
良
寛
さ
ん
は
市
日
に
三
条
に
出
か
け
て
、
そ
の
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
て
号
泣
す

る
わ
け
で
す
。

　
悟
っ
た
人
な
ら
悲
し
み
な
ん
か
な
い
、で
は
な
い
の
で
す
。
本
当
に
切
な
い
と
き
は
涙
を
流
し
、

で
も
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
な
い
。
良
寛
さ
ん
は
地
震
の
後
、ダ
ル
マ
さ
ん
、「
起
き
上
が
り
こ
ぼ
し
」

を
詠
ん
だ
漢
詩
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
ダ
ル
マ
さ
ん
は
転
ん
で
も
ま
た
起
き
ま
す
。
起
き
上
が
り
こ

ぼ
し
の
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
ま
た
起
き
上
が
ろ
う
、
そ
ん
な
詩
を
読
ん
で
い
ま

す
。

　
そ
の
三
条
地
震
の
時
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
歌
が
書
か
れ
て
い
る
扇
子
が
あ
り
ま
す
。「
我

が
袖
は
　
涙
に
朽
ち
ぬ
　
小
夜
更
け
て
　
う
き
よ
の
な
か
の
　
人
を
思
ふ
に
」
こ
れ
は
「
夜
中
目

が
覚
め
た
ら
、涙
が
流
れ
て
な
ら
な
い
。
袖
で
拭
っ
て
い
る
う
ち
に
、涙
に
よ
っ
て
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
風
に
涙
で
ぬ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
苦
し
ん
で
い
る
浮
世
の

人
の
こ
と
を
想
っ
て
い
る
と
涙
が
出
て
眠
れ
な
い
」
と
い
う
歌
で
す
。

　
こ
れ
は
や
は
り
慈
悲
の
人
・
慈
愛
の
人
良
寛
さ
ん
の
真
骨
頂
の
歌
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
ど

う
し
て
も
私
た
ち
は
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
と
言
っ
て
は
あ
れ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
多

い
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
い
っ
た
ん
大
き
な
宇
宙
大
の
大
き
な
我
と
い
う
も
の
に
気
づ
い
た
良
寛
さ

ん
は
、
人
の
こ
と
、
利り

た
ぎ
ょ
う

他
行
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
を
利
す
る
、
人
を
良
く
す
る
た
め
に
い

つ
も
生
き
て
い
た
人
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
の
が
こ
の
歌
で
す
。

　
良
寛
さ
ん
は
七
十
四
歳
の
時
、
腹
痛
と
か
下
痢
が
続
き
ま
し
て
、
そ
れ
が
半
年
ぐ
ら
い
続
い
て

亡
く
な
り
ま
す
。
亡
く
な
る
直
前
に
貞
心
尼
が
駆
け
付
け
ま
す
。
そ
の
時
詠
ん
だ
の
が
「
い
つ
い

つ
と
　
待
ち
に
し
人
は
　
来
た
り
け
り
　
い
ま
は
あ
ひ
見
て
　
何
か
思
は
む
」で
あ
り
ま
す
。「
い

つ
貞
心
尼
は
来
る
か
来
る
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
今
日
来
て
く
だ
さ
っ
た
。
も
う
お
顔
を
見
た
ら

こ
の
世
に
思
い
残
す
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
歌
で
す
。
亡
く
な
る
直
前
ま
で
こ
の
よ
う
な
み
ず
み

ず
し
い
感
性
に
満
ち
た
歌
を
詠
ま
れ
た
良
寛
さ
ん
は
、
本
当
に
大
き
な
心
を
持
っ
た
人
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　
川
端
康
成
は
一
九
六
八
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
講
演
で
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
こ
の
「
い
つ

い
つ
と
　
待
ち
に
し
人
は
　
来
た
り
け
り
　
い
ま
は
あ
ひ
見
て
の
ち
は
　
何
か
思
は
む
」
の
歌
を

引
用
し
て
、
日
本
の
自
然
の
美
し
さ
と
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
美
し
さ
を
世
界
に
紹
介
し
て
い

ま
す
。
世
界
の
良
寛
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
ま
た
、
良
寛
さ
ん
が
亡
く
な
る
直
前
に
詠
ま
れ
た
辞
世
の
句
と
い
う
の
が
、
貞
心
尼
は
「
裏
を

見
せ
　
表
を
見
せ
て
　
散
る
も
み
じ
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
、
人
間
と

い
う
の
は
と
か
く
〝
表
を
見
せ
　
表
を
見
せ
て
　
散
る
も
み
じ
〞
が
往
々
に
し
て
あ
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
純
と
い
う
こ
と
は
、
画
策
し
た
り
策
略
を
練
っ
た
り
う
ま
く
立
ち
回
っ
た
り
で
な
く

て
、
表
も
裏
も
ま
る
ま
る
そ
の
ま
ま
に
、
そ
ん
な
生
き
方
を
通
し
て
や
っ
て
き
た
の
が
良
寛
さ
ん

な
の
で
は
な
か
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
良
寛
さ
ん
が
生
き
ら
れ
た
の
は
今
か
ら
二
百
年
も
前
の
こ
と
で
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、
現
代
に

生
き
る
我
々
に
も
、
い
ろ
ん
な
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　
今
日
は
多
く
の
人
に
ご
視
聴
い
た
だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
今
日
の

お
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
こ
じ
ま
　
ま
さ
よ
し
　
全
国
良
寛
会
会
長
）

（
編
集
部
謝
辞
）
本
稿
は
令
和
三
年
度
企
画
展
「
書
で
た
ど
る
良
寛
の
書
」（
会
期
令
和
三
年

一
〇
月
四
日
〜
一
一
月
二
〇
日
）
の
関
連
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
、
第
四
〇
回
禅
文
化
歴
史
博
物

館
セ
ミ
ナ
ー
（
令
和
三
年
〇
月
一
三
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
に
よ
る
実
施
）
に
お
け
る
御
講
演
を

も
と
に
、
講
演
者
が
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
を
収
録
し
ま
し
た
。
小
島
先
生
に
は
、
企
画
展
の

準
備
段
階
か
ら
企
画
・
監
修
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
、
多
く
の
御
指
導
・
御
助
言
を
賜
り
ま
し

た
。
献
身
的
な
御
支
援
に
対
し
ま
し
て
、
改
め
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

慈愛の人　良寛入門（小島）

（
一
四
）
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