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序
論 ﹁

信
心
﹂
は
︑
親
鸞
が
説
い
た
浄
土
真
宗
に
お
い
て
︑
要
と
さ
れ
て
お
り
︑
浄
土
真
宗
の
教
義
で
は
﹁
信
心
正
因
﹂
と
い
わ
れ
て

い
る
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
浄
土
真
宗
に
お
い
て
重
要
な
︑
信
心
の
獲
得
や
仏
法
の
出
遇
い
を
語
る
際
︑
親
鸞
で
は

﹁
宿
縁
﹂︑
蓮
如
で
は
﹁
宿
善
﹂
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
︒
親
鸞
は
自
身
の
主
著
で
あ
る
﹃
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
﹄︵
以
下

﹃
教
行
信
証
﹄︶
の
全
体
の
序
で
あ
る
総
序
に
お
い
て
︑﹁
あ
あ
弘
誓
の
強
縁
︑
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
︑
真
実
の
浄
信
︑
億
劫
に

も
獲
が
た
し
︒
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
︑
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
一
二
三
頁
︶
と
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
真
実
の
行

と
真
実
の
信
を
え
た
な
ら
ば
︑
遠
い
過
去
か
ら
の
因
縁
を
よ
ろ
こ
べ
と
示
し
て
お
り
︑
信
心
の
獲
得
と
宿
縁
の
関
係
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
蓮
如
は
︑﹃
御
文
章
﹄
に
お
い
て
﹁
さ
れ
ば
弥
陀
に
帰
命
す
と
い
ふ
も
︑
信
心
獲
得
す
と
い
ふ
も
︑
宿
善
に
あ

ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
六
二
頁
︶
と
︑
弥
陀
へ
の
帰
命
と
信
心
獲
得
は
︑
宿
善
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
︒
ま

た
︑﹁
一
つ
に
は
宿
善
︑
二
つ
に
は
善
知
識
︑
三
つ
に
は
光
明
︑
四
つ
に
は
信
心
︑
五
つ
に
は
名
号
︒
こ
の
五
重
の
義
︑
成
就
せ
ず

は
往
生
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
み
え
た
り
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
二
六
～
一
一
二
七
頁
︶
と
示
し
て
お
り
︑
浄
土
往
生
の
た
め
の

﹁
五
重
の
義
﹂
で
は
︑
一
つ
目
は
宿
善
︑
二
つ
目
は
善
知
識
︑
三
つ
目
は
光
明
︑
四
つ
目
は
信
心
︑
五
つ
目
は
名
号
と
示
し
て
い

る
︒
こ
れ
ら
は
︑
信
心
と
宿
善
の
関
係
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 
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一
般
的
に
﹁
宿
縁
﹂
と
い
え
ば
︑
前
世
か
ら
の
因
縁
︑﹁
宿
善
﹂
と
い
え
ば
︑
前
世
で
の
善
根
と
︑
ど
ち
ら
も
過
去
世
に
お
け
る

行
い
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
見
方
か
ら
す
る
と
︑﹁
宿
縁
・
宿
善
﹂
は
過
去
世
の
行
動
︑
善
悪
の
有
無
が
問
題
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
︒
過
去
世
で
︑
善
の
行
為
を
行
な
っ
た
も
の
は
救
わ
れ
︑
悪
を
行
な
っ
た
も
の
は
︑
今
世
で
は
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑

人
生
が
虚
し
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
親
鸞
や
蓮
如
は
︑
こ
の
一
般
的
な
﹁
宿
縁
・
宿
善
﹂
の
意
味

と
は
異
な
っ
た
意
味
で
示
し
て
い
る
︒ 

 

私
が
本
論
で
問
題
提
起
す
る
の
は
︑
親
鸞
の
示
し
た
﹁
宿
縁
﹂
と
︑
蓮
如
の
示
し
た
﹁
宿
善
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
親
鸞
の
示
し
た
﹁
宿
縁
﹂
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
か
を
︑﹃
歎
異
抄
﹄
の
第
十
三
章

で
示
さ
れ
る
﹁
宿
業
﹂
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
察
す
る
︒
そ
し
て
︑
蓮
如
の
示
し
た
﹁
宿
善
﹂
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
か

を
︑﹃
御
文
章
﹄
か
ら
考
察
し
︑
親
鸞
と
蓮
如
の
﹁
宿
縁
・
宿
善
﹂
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒ 

   

本
論 

 

第
一
章 

親
鸞
に
お
け
る
﹁
宿
縁
﹂ 

 
 

第
一
節 

﹃
教
行
信
証
﹄
総
序
の
﹁
宿
縁
﹂ 

親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑﹁
あ
あ
弘
誓
の
強
縁
︑
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
︑
真
実
の
浄
信
︑
億
劫
に
も
獲
が
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た
し
︒
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
︑
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
一
二
三
頁
︶
と
い
う
一
文
を
詳
し
く
見
て
い
く
︒ 

﹁
あ
あ
弘
誓
の
強
縁
︑
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
︑
真
実
の
浄
信
︑
億
劫
に
も
獲
が
た
し
﹂︒
こ
の
一
文
に
つ
い
て
︑
本
多
氏
は
︑ 

弘
誓
を
縁
と
い
う
場
合
は
教
と
行
を
意
味
し
ま
す
︒
教
が
発
遣
し
︑
行
が
喚
ぶ
︒
内
な
る
因
は
信
心
で
す
が
︑
教
・
行
︑
つ
ま

り
発
遣
と
招
喚
は
︑
我
ら
に
と
っ
て
は
縁
な
の
で
す
︒
そ
う
い
う
意
味
で
︑
弘
誓
が
強
縁
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
︒
１ 

ま
た
︑ 

 
 

弘
誓
の
強
縁
が
流
転
と
共
に
歩
ん
で
下
さ
っ
て
い
て
も
︑
そ
れ
に
出
遇
え
な
い
︒
出
遇
っ
て
み
れ
ば
︑
出
遇
う
べ
く
歩
ん
で
い

た
の
に
出
遇
え
な
か
っ
た
の
だ
と
頷
か
れ
る
わ
け
で
す
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
流
転
の
命
の
中
に
あ
っ
て
ど
う
し
て
も
出
遇
え
な

い
の
だ
け
れ
ど
も
︑
絶
対
に
出
遇
え
な
い
よ
う
な
も
の
に
出
遇
っ
て
み
れ
ば
︑
出
遇
う
こ
と
が
本
当
に
不
思
議
だ
と
い
う
感
覚

が
生
じ
る
の
で
す
︒
だ
か
ら
﹁
遇
い
難
い
﹂
と
い
う
の
は
︑
遇
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
意
味
な
の
で
す
︒﹁
多
生
に
も
遇

い
が
た
い
﹂
と
い
う
の
が
不
可
能
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
何
回
生
ま
れ
変
わ
っ
て
み
て
も
出
遇
え
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
意
味
で
す
︒
２ 

と
述
べ
て
い
る
︒
続
い
て
︑ 

 
 

本
願
成
就
の
信
心
は
︑
曠
劫
流
転
の
身
に
は
発
る
は
ず
が
な
い
︒
信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
位
の
感
動
な
の
で
す
︒

自
分
の
努
力
で
獲
た
と
か
︑
自
分
が
特
殊
な
体
験
を
し
て
獲
た
と
か
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
自
分
に
は
発
る
は
ず
が
な
い
も
の

な
の
で
す
︒
流
転
の
命
を
生
き
て
い
る
自
分
と
は
質
の
違
う
も
の
︑
自
己
の
無
始
己
来
の
経
験
と
は
質
の
違
う
も
の
が
こ
こ
に

発
る
︒
そ
れ
を
浄
信
と
い
う
の
で
す
︒
３ 
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と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
外
か
ら
催
す
﹁
弘
誓
の
強
縁
﹂︑
内
な
る
因
で
あ
る
﹁
真
実
の
浄
信
﹂
は
︑
本
当
は
遇
え
る
は
ず
︑

獲
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
出
遇
っ
て
み
れ
ば
︑
出
遇
う
べ
く
歩
ん
で
い
た
の
だ
と
気
付
か
さ
れ
︑
出
遇
う
こ

と
が
本
当
に
不
思
議
だ
と
い
う
感
覚
が
生
じ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

﹁
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
︑
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
﹂︒
こ
の
一
文
に
つ
い
て
︑
安
富
氏
は
︑ 

 
 

﹁
遇
行
信
を
獲
ば
﹂
と
は
︑
信
心
の
獲
得
が
ま
っ
た
く
偶
然
性
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
︑
万
劫
億
劫

を
経
て
き
た
者
に
︑
忽
然
と
し
て
時
期
到
来
し
︑
本
願
に
遇
い
︑
信
心
を
獲
得
す
る
な
ら
ば
︑
と
い
う
値
遇
の
有
難
さ
が
窺
わ

れ
て
い
る
︒
４ 

と
述
べ
︑
続
け
て
﹁
宿
縁
と
は
偶
然
と
み
え
る
値
遇
の
奥
に
内
感
さ
れ
る
必
然
で
あ
ろ
う
︒﹂
５
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
多
氏
は
︑ 

 
 

出
遇
い
は
偶
然
の
如
く
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
偶
然
の
如
く
に
出
遇
う
内
面
に
は
︑
出
遇
う
の
を
待
っ
て
い
た
よ
う
な
本
願
の
必

然
が
あ
る
︒
６ 

と
述
べ
て
い
る
︒
行
信
へ
の
出
遇
い
は
︑
偶
然
性
の
な
か
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
偶
然
の
中
に
は
︑
本
願
の
必
然
が
あ
る
︒
本
願

の
必
然
に
よ
っ
て
我
々
は
︑﹁
弘
誓
の
強
縁
﹂
や
﹁
真
実
の
浄
信
﹂︑﹁
行
信
﹂
に
た
ま
た
ま
出
遇
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

続
い
て
︑ 

 
 

宿
縁
と
い
う
と
き
の
﹁
宿
﹂
と
い
う
字
は
︑
一
応
過
去
を
表
し
ま
す
︒
し
か
し
︑
現
在
と
切
り
離
さ
れ
た
過
去
で
は
な
く
︑
現

在
の
事
実
と
し
て
熟
し
て
い
る
よ
う
な
無
限
の
過
去
な
の
で
す
︒
流
転
の
歴
史
︑
つ
ま
り
無
明
の
人
生
を
も
包
ん
で
歩
ん
で
き

た
よ
う
な
背
景
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒︵
中
略
︶
そ
の
遥
か
に
遠
い
流
転
の
歴
史
と
共
に
︑
本
願
に
出
遇
う
べ
き
縁
が
恵
ま
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れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
感
動
︑
そ
れ
が
﹁
遠
く
宿
縁
を
慶
ぶ
﹂
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
︒
だ
か
ら
︑
行
信
を
獲
た
こ
と
に
お
い

て
宿
縁
を
慶
ぶ
と
い
う
こ
と
は
︑
過
去
の
全
て
の
熏
習
︑
全
て
の
経
験
が
︑
こ
こ
に
来
る
べ
く
歩
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
よ
う

に
見
直
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
７ 

と
示
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
運
命
や
奇
跡
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
運
命
や
奇
跡
で
は
︑
縁
が
恵
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
遥
か
に
遠
い
流
転

の
歴
史
と
共
に
︑
本
願
に
出
遇
う
べ
き
縁
が
恵
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
︑
親
鸞
は
﹁
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
﹂
と
い
う
感
動
を
示
し
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
宿
﹂
と
い
う
字
は
︑
過
去
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
︑
単
な
る
過
去
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
る
︒
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
︑ 

 
 

現
在
に
お
け
る
本
願
力
と
の
出
会
い
は
︑
限
り
な
く
深
い
過
去
と
つ
な
が
り
︑
又
限
り
な
く
は
る
か
な
未
来
と
も
つ
な
が
っ
て

い
る
︒
今
の
こ
の
よ
ろ
こ
び
は
︑
決
し
て
今
は
じ
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
確
信
が
﹁
宿
縁
﹂
と
い
う
表
現
を
見
出
す
の

で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
じ
め
て
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
る
広
い
視
野
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
と
言
え
よ
う
︒
８ 

と
い
う
指
摘
や
︑ 

 
 

こ
の
総
序
の
﹁
噫
︑
弘
誓
の
強
縁
は
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
﹂
と
い
う
一
句
の
な
か
に
︑
宿
業
の
凡
夫
が
願
力
に
支
え
ら
れ
て
︑

生
死
を
超
え
る
と
い
う
不
可
思
議
に
出
会
っ
た
そ
の
感
激
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
私
は
思
い
ま
す
︒
９ 

と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
宿
縁
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
︑
単
な
る
過
去
で
は
な
い
︑
過
去
か
ら
の
因
縁
に
つ
い

て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
第
二
節
で
は
︑
親
鸞
の
示
す
﹁
宿
業
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒ 
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第
二
節 

親
鸞
の
示
す
﹁
宿
業
﹂
に
つ
い
て 

 

﹁
宿
業
﹂
は
言
葉
の
意
味
で
言
え
ば
︑﹁
過
去
か
ら
の
業
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
一
般
的
に
︑﹁
宿
業
﹂
は
︑
過
去
世

の
行
い
の
良
し
悪
し
に
よ
っ
て
︑
現
在
の
良
し
悪
し
が
決
ま
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
親
鸞
は
そ
の
よ

う
な
認
識
と
は
異
な
る
︑
独
自
の
宿
業
観
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
親
鸞
の
宿
業
観
は
︑﹃
歎
異
抄
﹄
第
一
三
条
の
﹁
本
願
ぼ
こ
り
﹂
に

対
す
る
異
義
を
述
べ
る
際
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑ 

 
 

こ
の
条
︑
本
願
を
う
た
が
う
︑
善
悪
の
宿
業
を
こ
こ
ろ
え
ざ
る
な
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
八
四
二
頁
︶ 

と
﹁
宿
業
﹂
の
語
が
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
本
願
ぼ
こ
り
﹂
が
起
こ
る
の
は
︑
本
願
を
疑
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
善
悪

の
一
切
が
宿
業
の
因
縁
の
催
し
で
あ
る
事
実
を
心
得
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
︑
こ
の
一
文
で
は
示
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
︑ 

 
 

よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
︑
宿
善
の
も
よ
ほ
す
ゆ
ゑ
な
り
︒
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
も
︑
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
ゑ
な
り
︒︵﹃
註

釈
版
﹄
八
四
二
頁
︶ 

と
続
く
︒
こ
こ
で
は
︑
善
い
心
も
悪
い
心
も
起
こ
っ
て
く
る
の
は
す
べ
て
︑﹁
宿
業
﹂
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
藤
元
氏
は
こ
の
一
文
に
つ
い
て
︑
源
空
︑
聖
覚
︑
隆
寛
の
示
し
た
﹁
宿
業
﹂
の
課
題
と
比
べ
て
︑ 

 
 

そ
れ
に
対
し
﹃
歎
異
抄
﹄
が
課
題
と
す
る
の
は
︑﹁
善
悪
の
宿
業
﹂
つ
ま
り
人
間
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
﹁
善
悪
﹂
も
﹁
宿
業
﹂

に
よ
る
と
い
う
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
１
０ 

と
述
べ
て
い
る
︒
次
の
一
文
で
は
︑
こ
の
人
間
存
在
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
い
き
た
い
︒ 

 
 

故
聖
人
︵
親
鸞
︶
の
仰
せ
に
は
︑﹁
卯
毛
・
羊
毛
の
さ
き
に
ゐ
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
る
罪
の
︑
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
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し
と
し
る
べ
し
﹂
と
候
ひ
き
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
八
四
二
頁
︶ 

こ
こ
で
は
︑
親
鸞
が
︑
う
さ
ぎ
や
羊
の
毛
の
先
に
つ
い
て
い
る
ち
り
ほ
ど
の
こ
と
で
も
︑
す
べ
て
自
分
の
つ
く
る
罪
の
宿
業
因
縁
に

よ
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
︑
深
く
自
覚
す
る
べ
き
だ
と
教
え
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
藤
元
氏
は 

 
 

先
述
し
た
よ
う
に
﹃
歎
異
抄
﹄
に
お
け
る
宿
業
理
解
の
特
徴
は
︑
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
所
に

あ
る
が
︑
そ
れ
は
個
々
の
人
間
の
現
実(

卯
毛
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
︑
つ
く
る
つ
み)

を
徹
底
し
て
見
つ
め
て
い

く
中
に
︑﹁
宿
業
存
在
﹂(

宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し)

と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
普
遍
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

る
︒
１
１ 

と
述
べ
て
お
り
︑
こ
の
一
文
は
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
普
遍
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
だ
と
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
源
氏
は
︑ 

 
 

善
と
感
ず
る
こ
と
も
悪
と
信
ず
る
こ
と
も
︑
み
な
相
対
的
な
意
味
に
お
い
て
な
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お

い
た
善
で
あ
り
悪
で
あ
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
︒
か
か
る
相
対
界
の
善
悪
は
常
に
因
果
の
制
約
を
蒙
る
︒
善
な
り
と
感
じ
た
こ
と

も
因
縁
に
よ
っ
て
悪
と
な
り
︑
悪
と
考
え
た
こ
と
も
因
縁
に
よ
っ
て
善
と
な
る
場
合
が
あ
る
︒
人
間
の
心
情
や
行
為
は
善
悪
と

も
周
囲
の
事
情
や
位
置
の
制
約
を
受
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
ま
た
同
じ
事
情
の
も
と
に
あ
っ
て
も
︑
善
を
ね
が
い
つ
つ

い
つ
し
か
悪
に
陥
り
︑
悪
を
恐
れ
つ
つ
い
つ
し
か
善
を
破
壊
す
る
︒
人
間
の
内
面
生
活
の
過
程
を
外
界
の
事
実
の
上
に
投
射
し

て
こ
れ
を
客
観
視
す
る
と
き
︑
お
そ
ら
く
だ
れ
で
も
か
か
る
宿
業
感
を
催
さ
ぬ
も
の
は
あ
る
ま
い
︒
１
２ 

と
述
べ
て
い
る
︒
人
間
が
考
え
る
善
悪
は
︑
因
縁
に
よ
っ
て
常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
︑
心
情
や
行
為
は
周
囲
の
事
情
や
位
置
に

大
き
く
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
人
間
存
在
を
見
つ
め
る
時
に
︑
親
鸞
の
示
す
﹁
宿
業
観
﹂
が
起
こ
る
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の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
み
る
と
︑
人
間
の
考
え
る
善
悪
が
起
こ
る
の
は
︑
過
去
・
現
在
・
未
来
︑
全
て
に
お
い
て
︑

﹁
宿
業
﹂
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
善
悪
で
さ
え
も
︑
す
べ
て
因
縁
に
よ
っ
て
︑
常
に
変
化

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑ 

 
 

願
に
ほ
こ
り
て
つ
く
ら
ん
罪
も
︑
宿
業
の
も
よ
ほ
す
ゆ
ゑ
な
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
八
四
四
頁
︶ 

と
あ
る
よ
う
に
︑
第
一
三
章
で
問
題
に
し
て
い
る
﹁
本
願
ぼ
こ
り
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
す
べ
て
﹁
宿
業
﹂
に
よ
る
も
の
だ
と
示
さ
れ
て

い
る
︒
続
い
て
︑ 

 
 

さ
れ
ば
よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
︑
ひ
と
へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ゐ
ら
す
れ
ば
こ
そ
︑
他
力
に
て
は

候
へ
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
八
四
四
頁
︶ 

と
︑
善
悪
す
べ
て
を
宿
業
因
縁
に
ま
か
せ
︑
本
願
に
帰
依
す
る
こ
と
が
他
力
の
信
心
だ
と
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
藤
元

氏
は
︑ こ

の
こ
と
は
︑
本
願
の
教
え
に
ふ
れ
て
い
る
者
も
︑
は
か
り
知
れ
な
い
時
を
重
ね
て
生
死
・
迷
い
の
苦
を
う
み
だ
し
続
け
て
き

た
惑
・
業
の
は
た
ら
き
の
中
に
生
き
る
宿
業
存
在
な
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
一
切
の
例
外
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
そ
の

上
で
︑
宿
業
存
在
で
あ
る
わ
れ
ら
が
︑
こ
の
身
に
お
け
る
﹁
善
悪
﹂
と
そ
の
業
報
へ
の
執
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
︑
そ
の
こ
と
を

通
し
て
宿
業
の
身
を
引
き
受
け
つ
つ
︑
ひ
と
え
に
本
願
を
み
ず
か
ら
の
よ
り
所
と
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
他
力
の
仏
道
で
あ
る

と
教
示
す
る
の
で
あ
る
︒
１
３ 

と
述
べ
て
い
る
︒
第
一
三
条
を
通
し
て
︑
親
鸞
の
﹁
宿
業
観
﹂
は
運
命
論
的
な
諦
め
を
感
じ
る
︒
し
か
し
こ
れ
を
み
る
と
︑
宿
業
存
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在
で
あ
る
人
間
は
︑
こ
の
普
遍
的
な
﹁
宿
業
﹂
と
い
う
人
間
存
在
を
引
き
受
け
な
が
ら
︑
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
︑

そ
れ
が
他
力
の
仏
道
で
あ
り
︑
決
し
て
運
命
論
的
な
諦
め
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 
親
鸞
の
示
し
た
﹁
宿
業
﹂
は
︑
因
縁
に
よ
っ
て
善
に
も
悪
に
も
変
化
す
る
人
間
の
普
遍
的
な
存
在
を
表
す
言
葉
で
あ
る
︒
ま
た
︑

卯
の
毛
︑
羊
の
毛
の
先
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
る
罪
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
人
間
は
罪
の
身

を
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
て
も
︑
諦
め
を
持
つ
の
で
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
宿
業
﹂
の
身
と

い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
︑
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
任
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

  
 

第
三
節 

﹁
宿
縁
﹂
に
つ
い
て 

 

第
一
節
︑
第
二
節
か
ら
︑
親
鸞
の
示
し
た
﹁
宿
縁
﹂
は
感
動
を
表
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
感
動
は
﹁
宿
業
﹂

を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒ 

﹁
あ
あ
弘
誓
の
強
縁
︑
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
︑
真
実
の
浄
信
︑
億
劫
に
も
獲
が
た
し
︒
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
︑
遠
く
宿
縁
を

慶
べ
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
一
二
三
頁
︶
と
い
う
一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
弘
誓
の
強
縁
﹂︑﹁
真
実
の
浄
信
﹂︑﹁
行
信
﹂
の
ど
れ

も
が
︑﹁
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
﹂︑﹁
億
劫
に
も
獲
が
た
し
﹂︑﹁
た
ま
た
ま
﹂
と
︑
人
間
に
は
本
当
は
遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
と
︑
何
度
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
は
︑
本
願
の
必
然
に
よ
っ
て
出
遇
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
出

遇
っ
て
み
れ
ば
︑
出
遇
う
べ
く
歩
ん
で
い
た
の
だ
と
気
付
か
さ
れ
︑
出
遇
う
こ
と
が
本
当
に
不
思
議
だ
と
い
う
感
覚
が
生
じ
る
の
で

あ
る
︒
そ
の
後
︑﹁
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
﹂
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
親
鸞
か
ら
す
れ
ば
︑
出
遇
う
背
景
は
本
当
に
遠
い
過
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去
か
ら
の
因
縁
で
あ
る
︒
遥
か
に
遠
い
流
転
の
歴
史
と
共
に
︑
本
願
に
出
遇
う
べ
き
縁
が
恵
ま
れ
た
と
い
う
感
動
を
示
す
言
葉
と
し

て
︑﹁
宿
縁
﹂
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
出
遇
い
は
︑﹁
宿
業
﹂
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
多
氏
は
︑ 

 
 

妄
念
が
破
ら
れ
れ
ば
︑
宿
縁
を
本
当
に
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︒︵
中
略
︶
つ
ま
り
︑
単
に
妄
念
の
命
を
い
き
て
き
た
だ
け
で
は
な

く
︑
迷
っ
て
い
る
命
の
中
に
︑
い
つ
も
そ
ば
に
寄
り
添
っ
て
呼
び
か
け
︑
立
ち
上
が
る
ま
で
待
っ
て
用
い
て
︑
今
こ
こ
に
信
心

に
な
っ
て
い
る
法
蔵
願
心
︑
こ
の
法
蔵
願
心
の
歩
み
が
遠
く
歩
ん
で
き
て
下
さ
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に
現
在
の
自
分
の
背
景
を
本

当
に
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︒
１
４ 

と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た 

 
 

思
い
起
こ
せ
ば
ど
う
に
も
と
り
返
し
の
つ
か
な
い
罪
業
深
重
の
闇
の
命
︑
深
い
愚
痴
の
命
︑
そ
う
い
う
命
の
歴
史
を
背
景
と
し

て
︑
現
在
に
本
願
と
値
遇
を
い
た
だ
け
ば
︑
そ
こ
に
人
生
が
見
直
さ
れ
︑
存
在
の
意
味
が
見
直
さ
れ
る
の
で
す
︒︵
中
略
︶
生
ま

れ
た
こ
と
も
︑
苦
労
し
た
こ
と
も
︑
騙
さ
れ
た
こ
と
も
︑
怨
ん
だ
こ
と
も
︑
す
べ
て
が
現
在
の
本
願
の
信
を
育
て
る
た
め
で
あ

っ
た
と
︑
こ
う
い
う
と
き
に
初
め
て
慶
べ
る
の
で
す
︒
１
５ 

と
述
べ
て
い
る
︒
本
当
は
遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
出
遇
え
︑
流
転
の
歴
史
と
共
に
︑
本
願
に
出
遇
う
べ
き
因
縁
︑
法
蔵
願
心

が
遠
く
か
ら
歩
ん
で
き
て
い
る
︒
今
信
心
と
し
て
歩
ん
で
き
て
い
る
︒
そ
こ
に
︑
現
在
の
罪
業
深
重
の
闇
の
命
︑
深
い
愚
痴
の
命
は
︑

実
は
本
願
の
信
を
育
て
る
た
め
で
あ
っ
た
と
慶
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
遥
か
遠
い
流
転
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん
で
き
て
い
る

法
蔵
願
心
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
卯
の
毛
︑
羊
の
毛
の
先
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
っ
て
し
ま
う
︑
普
遍
的
な
﹁
宿
業
﹂
と
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い
う
存
在
で
あ
る
人
間
の
過
去
の
全
て
の
経
験
が
︑我
々
が
出
遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
︑﹁
弘
誓
の
強
縁
﹂︑﹁
真
実
の
浄
信
﹂︑﹁
行
信
﹂

に
出
遇
う
た
め
に
歩
ん
で
い
た
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
宿
業
﹂
の
存
在
で
あ
る
暗
い
命
を
持
ち
︑
あ
き
ら
め
て
し

ま
う
よ
う
な
我
々
で
も
︑﹁
宿
業
﹂を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
へ
と
変
わ
り
︑過
去
が
晴
れ
て
い
く
︒親
鸞
は
︑

以
上
の
よ
う
な
感
動
を
﹁
宿
縁
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

  

第
二
章 

蓮
如
に
お
け
る
﹁
宿
善
﹂ 

 
 

第
一
節 

﹃
御
文
章
﹄
に
お
け
る
﹁
宿
善
﹂ 

 

蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
御
文
章
﹄
や
﹃
御
一
代
記
聞
書
﹄
な
ど
様
々
な
書
物
に
示
さ
れ
る
言
葉
で
あ
り
︑﹁
宿
善
﹂
は
﹁
さ

れ
ば
弥
陀
に
帰
命
す
と
い
ふ
も
︑
信
心
獲
得
す
と
い
ふ
も
︑
宿
善
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
六
二
頁
︶
と
示

さ
れ
る
よ
う
に
︑
信
心
獲
得
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
蓮
如
の
示
す
﹁
宿
善
﹂
を
考
察
す
る
際
に
︑
以
下
で
は
﹁
宿
善
の
機
・
無

宿
善
の
機
﹂
と
﹁
五
重
の
義
﹂
の
二
つ
に
注
目
し
て
い
く
︒ 

 

ま
ず
︑﹁
宿
善
の
機
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
︒
第
二
帖
一
三
通
に 

 
 

し
か
る
に
こ
の
光
明
の
縁
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
︑
宿
善
の
機
あ
り
て
︑
他
力
の
信
心
と
い
ふ
こ
と
を
ば
い
ま
す
で
に
え
た
り
︒
こ

れ
し
か
し
な
が
ら
︑
弥
陀
如
来
の
御
方
よ
り
さ
づ
け
ま
し
ま
し
た
る
信
心
と
は
や
が
て
あ
ら
は
に
し
ら
れ
た
り
︒
か
る
が
ゆ
ゑ

に
︑
行
者
の
お
こ
す
と
こ
ろ
の
信
心
に
あ
ら
ず
︑
弥
陀
如
来
他
力
の
大
信
心
と
い
ふ
こ
と
は
︑
い
ま
こ
そ
あ
き
ら
か
に
し
ら
れ
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た
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
二
九
～
一
一
三
〇
頁
︶ 

と
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
信
心
を
得
る
こ
と
は
︑
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
り
︑
行
者
が
お
こ
す
も
の
で
は
な
い
と
示
し
て

お
り
︑
宿
善
の
機
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
に
あ
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で

い
う
﹁
宿
善
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
一
楽
氏
は
︑
一
般
的
な
﹁
宿
善
﹂
の
意
味
で
あ
る
︑
前
世
で
の
善
根
と
比

べ
︑
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
を
︑ 

 
 

し
か
し
な
が
ら
︑
蓮
如
の
場
合
︑ 

宿
善
が
有
る
か
無
い
か
を
実
体
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
す
な

わ
ち
︑
開
発
す
る
も
の
と
い
う
視
点
か
ら
宿
善
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
︒
１
６ 

と
述
べ
て
い
る
︒
第
二
帖
九
通
に 

こ
れ
に
よ
り
て
︑
そ
の
阿
弥
陀
如
来
を
ば
な
に
と
た
の
み
︑
な
に
と
信
じ
て
︑
か
の
極
楽
往
生
を
と
ぐ
べ
き
ぞ
な
れ
ば
︑
な
に

の
や
う
も
な
く
︑
た
だ
わ
が
身
は
極
悪
深
重
の
あ
さ
ま
し
き
も
の
な
れ
ば
︑
地
獄
な
ら
で
は
お
も
む
く
べ
き
か
た
も
な
き
身
な

る
を
︑
か
た
じ
け
な
く
も
弥
陀
如
来
ひ
と
り
た
す
け
ん
と
い
ふ
誓
願
を
お
こ
し
た
ま
へ
り
と
ふ
か
く
信
じ
て
︑
一
念
帰
命
の
信

心
を
お
こ
せ
ば
︑ま
こ
と
に
宿
善
の
開
発
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
︑仏
智
よ
り
他
力
の
信
心
を
あ
た
へ
た
ま
ふ
が
ゆ
ゑ
に
︑…

…

︵﹃
註

釈
版
﹄
一
一
二
二
～
一
一
二
三
頁
︶ 

と
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
稲
城
氏
は
︑ 

 
 

開
発
は
閉
塞
に
対
す
る
も
の
で
︑
閉
塞
す
る
の
は
自
ら
の
側
に
属
す
︑
こ
の
意
味
に
お
い
て
自
ら
の
救
い
の
法
で
あ
る
名
号
法

は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
与
え
ら
れ
て
い
て
も
︑
自
ら
拒
絶
す
る
か
ら
閉
塞
と
な
る
の
で
あ
る
︒
１
７ 
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と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
高
僧
和
讃
﹄﹁
善
導
讃
﹂
の
﹁
わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を
︑
発
起
せ
し
め
た
ま
ひ
け
り
﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
五

九
一
頁
︶
の
発
起
の
左
訓
に
﹁
ヒ
ラ
キ
オ
コ
ス 

ム
カ
シ
ヨ
リ
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
オ
コ
ス
ヲ
ホ
チ
ト
イ
フ
﹂︵﹃
聖
典
全
書
二 

宗
祖
篇

上
﹄
四
四
二
頁
︑
中
︶
と
記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
開
発
﹂
と
は
︑
閉
塞
の
対
の
言
葉
で
あ
り
︑﹁
発
﹂
は
昔
か
ら
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
表
す
言
葉
だ
と
わ
か
る
︒
稲
城
氏
は
﹁
こ
の
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
拒
絶
し
て
い
る
の
は
︑
自
ら
の
側
に
属
す
る

の
で
あ
る
﹂
１
８
と
述
べ
て
お
り
︑
ま
た
︑﹃
一
期
記
﹄
の 

 
 

諸
行
は
自
力
に
て
た
の
み
て
こ
そ
他
力
も
あ
ら
は
せ
と
立
た
り
︒
此
一
流
は
始
終
ひ
し
と
他
力
な
り
︑
一
心
に
弥
陀
を
た
の
む

も
我
賢
て
た
の
む
に
あ
ら
ず
︒
過
去
の
宿
善
に
よ
り
て
た
の
む
ゆ
へ
に
始
終
み
な
他
力
な
り
︒︵﹃
聖
典
全
書
五 

相
伝
篇
下
﹄

八
六
七
頁
︶ 

の
文
を
引
用
し
︑﹁
こ
の
他
力
の
法
を
自
ら
の
信
罪
福
心
の
自
力
執
心
に
よ
っ
て
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
自
力
心
は
他
力
の

法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
除
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒﹂
１
９
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
み
る
と
他
力
の
法
を
拒
絶
し
て
い
る
の
は
︑

自
力
心
︑﹁
閉
塞
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
は
︑
他
力
の
法
に
よ
っ
て
の
み
除
く
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑﹁
開
発
﹂
と
は
昔
か
ら
の
自
分

の
行
い
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
︑
他
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ

の
他
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
﹁
開
発
﹂
に
つ
い
て
一
楽
氏
は
︑ 

 
 

こ
の
意
味
で
︑
宿
善
開
発
と
い
う
言
葉
に
は
︑
信
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
感
動
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
同
時

に
︑
む
か
し
よ
り
仏
智
の
は
た
ら
き
の
中
に
あ
り
な
が
ら
︑
そ
れ
に
気
づ
か
ず
過
ご
し
て
き
た
我
が
身
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
懺

悔
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
宿
善
開
発
と
は
︑﹁
宿
善
の
も
よ
お
し
﹂
と
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
信
心
の
獲
得
が
仏
智
の
は
た
ら
き
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に
支
え
ら
え
て
成
り
立
つ
こ
と
を
お
さ
え
る
言
葉
で
あ
る
︒
２
０ 

と
述
べ
て
い
る
︒
過
去
か
ら
阿
弥
陀
仏
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
︑
今
ま
で
自
力
心
に
よ
っ
て
拒
絶
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
阿

弥
陀
仏
は
そ
の
自
力
心
を
除
こ
う
と
い
つ
も
他
力
の
法
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
か
け
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
に
気
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
へ

の
懺
悔
︒
そ
し
て
︑
い
つ
も
信
心
を
獲
得
す
る
た
め
に
過
去
よ
り
は
た
ら
き
か
け
︑
共
に
歩
ん
で
き
て
い
る
阿
弥
陀
仏
へ
の
感
動
を

示
し
た
の
が
﹁
宿
善
開
発
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

次
に
﹁
無
宿
善
の
機
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
︒
第
三
帖
一
二
通
に 

 
 

そ
れ
︑
当
流
の
他
力
信
心
の
ひ
と
と
ほ
り
を
す
す
め
ん
と
お
も
は
ん
に
は
︑
ま
づ
宿
善
・
無
宿
善
の
機
を
沙
汰
す
べ
し
︒
さ
れ

ば
い
か
に
む
か
し
よ
り
当
門
徒
に
そ
の
名
を
か
け
た
る
ひ
と
な
り
と
も
︑
無
宿
善
の
機
は
信
心
を
と
り
が
た
し
︒
ま
こ
と
に
宿

善
開
発
の
機
は
お
の
づ
か
ら
信
を
決
定
す
べ
し
︒
さ
れ
ば
無
宿
善
の
機
の
ま
へ
に
お
い
て
は
︑
正
雑
二
行
の
沙
汰
を
す
る
と
き

は
︑
か
へ
り
て
誹
謗
の
も
と
ゐ
と
な
る
べ
き
な
り
︒
こ
の
宿
善
・
無
宿
善
の
道
理
を
分
別
せ
ず
し
て
︑
手
び
ろ
に
世
間
の
ひ
と

を
も
は
ば
か
ら
ず
勧
化
を
い
た
す
こ
と
︑
も
つ
て
の
ほ
か
の
当
流
の
掟
に
あ
ひ
そ
む
け
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
五
八
～
一
一
五

九
︶ 

と
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
当
流
の
教
え
を
勧
化
す
る
も
の
は
︑
宿
善
・
無
宿
善
の
有
無
を
よ
く
わ
か
っ
た
上
で
勧
化
す
る
よ
う
に

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹃
蓮
如
聖
人
御
一
代
記
聞
書
﹄
本
︑
一
〇
五
条
に 

 
 

時
節
到
来
と
い
ふ
こ
と
︑
用
心
を
も
し
て
そ
の
う
へ
に
事
の
出
で
き
候
ふ
を
︑
時
節
到
来
と
は
い
ふ
べ
し
︒
無
用
心
に
て
出
で

き
候
ふ
を
時
節
到
来
と
は
い
は
ぬ
こ
と
な
り
︒
聴
聞
を
心
が
け
て
の
う
へ
の
宿
善
・
無
宿
善
と
も
い
ふ
こ
と
な
り
︒
た
だ
信
心
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は
き
く
に
き
は
ま
る
こ
と
な
る
よ
し
仰
せ
の
よ
し
候
ふ
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
二
六
五
頁
︶ 

と
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
聴
聞
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
か
い
な
い
か
に
︑
宿
善
・
無
宿
善
の
有
無
を
の
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に

つ
い
て
︑
稲
城
氏
は
︑ 

 
 

あ
た
か
も
水
の
ほ
し
く
な
い
も
の
に
水
を
飲
め
と
言
う
が
如
く
で
あ
る
︒
辛
い
も
の
の
嫌
い
な
人
に
辛
い
も
の
を
強
要
す
る
が

如
く
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
こ
の
よ
う
な
人
に
強
要
す
る
と
︑
争
い
と
な
り
︑
さ
ら
に
仏
法
︑
念
仏
の
方
を
誹
謗
す
る
こ
と
に
な

る
︒
逆
に
相
手
に
謗
法
罪
を
犯
さ
し
め
る
こ
と
に
な
る
︒
２
１ 

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
蓮
如
が
宿
善
・
無
宿
善
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
勧
化
す
る
こ
と
を
進
め
た
の
は
︑
他
者
に
阿

弥
陀
仏
の
教
え
を
強
要
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒強
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑争
い
が
生
ま
れ
︑仏
法
︑

念
仏
を
誹
謗
す
る
も
の
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

ま
た
︑
無
宿
善
の
語
は
︑
宿
善
・
無
宿
善
の
有
無
以
外
に
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
第
四
帖
八
通
に 

 
 

た
だ
し
無
宿
善
の
機
に
い
た
り
て
は
ち
か
ら
お
よ
ば
ず
︒
し
か
り
と
い
へ
ど
も
︑
無
二
の
懺
悔
を
い
た
し
︑
一
心
の
正
念
に
お

も
む
か
ば
︑
い
か
で
か
聖
人
の
御
本
意
に
達
せ
ざ
ら
ん
も
の
を
や
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
七
七
頁
︶ 

と
示
さ
れ
て
い
る
︒
宿
善
・
無
宿
善
の
有
無
と
こ
の
一
文
に
つ
い
て
一
楽
氏
は 

 
 

誰
か
特
定
の
人
を
無
宿
善
の
機
で
あ
る
と
決
め
つ
け
︑
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
︒
ど
こ
ま
で
も
呼
び
か
け
続
け
て
い

く
と
こ
ろ
に
蓮
如
の
姿
勢
が
あ
る
︒ 

教
え
を
聞
き
な
が
ら
教
え
に
遇
え
な
い
︑
弥
陀
の
も
よ
お
し
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
よ
お

し
に
あ
ず
か
れ
な
い
︑
そ
う
い
う
者
に
対
し
て
の
厳
し
い
呼
び
か
け
が
無
宿
善
と
い
う
言
葉
に
は
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
無
宿
善
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と
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
も
教
え
の
中
に
あ
り
な
が
ら
教
え
に
背
い
て
い
た
と
い
う
︑
我
が
身
に
対
す
る
深
い
懺
悔

を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
︒
２
２ 

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
蓮
如
は
宿
善
・
無
宿
善
の
有
無
に
よ
っ
て
誰
か
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
阿
弥

陀
仏
の
も
よ
お
し
の
中
に
あ
り
な
が
ら
︑
あ
ず
か
れ
な
い
者
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で
教
え
に
遇
い
な
が
ら
︑

教
え
に
背
い
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
懺
悔
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

  
 

第
二
節 

﹁
五
重
の
義
﹂
に
つ
い
て 

第
二
帖
十
一
通
の
﹁
五
重
の
義
﹂
と
言
わ
れ
る
一
文
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
︒﹁
五
重
の
義
﹂
と
は
︑ 

こ
れ
に
よ
り
て
五
重
の
義
を
た
て
た
り
︒
一
つ
に
は
宿
善
︑
二
つ
に
は
善
知
識
︑
三
つ
に
は
光
明
︑
四
つ
に
は
信
心
︑
五
つ
に

は
名
号
︒
こ
の
五
重
の
義
︑
成
就
せ
ず
は
往
生
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
み
え
た
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
二
六
～
一
一
二
七
頁
︶ 

と
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
︒
こ
こ
で
は
︑
宿
善
︑
善
知
識
︑
光
明
︑
信
心
︑
名
号
の
一
つ
で
も
か
け
れ
ば
往
生
は
で
き
な
い
と
言

わ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
一
文
は
﹁
十
劫
安
心
﹂
と
﹁
善
知
識
だ
の
み
﹂
の
異
義
に
も
触
れ
て
い
る
︒
十
劫
安
心
に
つ
い
て
は
︑ 

 
 

こ
れ
さ
ら
に
︑
弥
陀
に
帰
命
し
て
他
力
の
信
心
を
え
た
る
分
は
な
し
︒
さ
れ
ば
い
か
に
十
劫
正
覚
の
は
じ
め
よ
り
わ
れ
ら
が
往

生
を
定
め
た
ま
へ
る
こ
と
を
し
り
た
り
と
い
ふ
と
も
︑
わ
れ
ら
が
往
生
す
べ
き
他
力
の
信
心
の
い
は
れ
を
よ
く
し
ら
ず
は
︑
極

楽
に
は
往
生
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
二
六
頁
︶ 

と
あ
り
︑
善
知
識
だ
の
み
に
対
し
て
は
︑ 
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そ
も
そ
も
︑善
知
識
の
能
と
い
ふ
は
︑一
心
一
向
に
弥
陀
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
︑ひ
と
を
す
す
む
べ
き
ば
か
り
な
り
︒

︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
二
六
︶ 

 
 

帰
す
る
と
こ
ろ
の
弥
陀
を
す
て
て
︑
た
だ
善
知
識
ば
か
り
を
本
と
す
べ
き
こ
と
︑
お
ほ
き
な
る
あ
や
ま
り
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ

き
も
の
な
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
二
七
頁
︶ 

と
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
﹁
五
重
の
義
﹂
は
︑
こ
れ
ら
の
異
義
に
対
し
説
か
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

﹁
五
重
の
義
﹂
で
は
第
一
に
︑﹁
宿
善
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹁
宿
善
﹂
に
つ
い
て
稲
城
氏
は 

 
 

宿
善
の
善
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
︒︵
中
略
︶
そ
れ
故
︑
宿
善
は
獲
信
の
上
か
ら
過
去
に
向
か

っ
て
の
法
に
導
く
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
括
す
る
の
で
あ
る
︒
否
定
媒
介
の
否
定
す
る
も
の
は
否
定
さ
れ
る
も
の
を
離
れ
て
は
成

立
し
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
宿
善
は
因
で
は
な
く
縁
で
あ
る
︒
２
３ 

と
述
べ
て
い
る
︒
宿
善
は
法
に
出
遇
う
︑
信
を
獲
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
過
去
か
ら
の
縁
で
あ
る
︒
そ
し
て
宿
善
は
信
心
獲
得
の

因
で
は
な
く
縁
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

第
二
に
善
知
識
が
あ
げ
ら
れ
る
︒﹁
五
重
の
義
﹂
の
文
に 

 
 

さ
れ
ば
善
知
識
と
い
ふ
は
︑
阿
弥
陀
仏
に
帰
命
せ
よ
と
い
へ
る
つ
か
ひ
な
り
︒
宿
善
開
発
し
て
善
知
識
に
あ
は
ず
は
︑
往
生
は

か
な
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
二
七
頁
︶ 

と
善
知
識
の
正
し
い
う
け
と
り
か
た
を
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
稲
城
氏
は 

 
 

こ
の
善
知
識
も
宿
善
と
同
じ
よ
う
に
縁
で
あ
っ
て
因
で
は
な
い
︒
こ
の
獲
信
へ
の
因
と
縁
の
混
同
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
五
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重
の
義
を
た
て
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
２
４ 

と
述
べ
て
お
り
︑﹁
五
重
の
義
﹂
が
︑﹁
善
知
識
だ
の
み
﹂
な
ど
の
異
義
に
対
し
て
説
か
れ
た
も
の
だ
と
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 
第
三
に
光
明
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
光
明
は
摂
取
と
照
育
と
破
闇
に
分
別
さ
れ
る
︒
鎌
田
氏
は
こ
こ
で
示
さ
れ
る
光
明
に
つ
い
て
︑ 

 
 

蓮
如
上
人
の
光
明
の
見
方
に
は
照
育
の
光
明
す
な
わ
ち
信
前
の
光
明
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
︑
す
べ
て
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
摂

取
の
光
明
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
２
５ 

と
述
べ
て
お
り
︑
摂
取
の
光
明
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

第
四
に
信
心
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
信
心
は
﹁
信
心
正
因
﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
往
生
で
き
る
た
だ
一
つ
の
正
因
で
あ
る
︒﹁
十
劫
安

心
﹂
な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
︑
信
心
が
正
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒ 

 

第
五
に
名
号
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
の
名
号
は
称
名
で
あ
る
︒
信
心
の
後
に
名
号
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
称
名
は
報
恩

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

﹁
五
重
の
義
﹂
の
関
係
は
︑
宿
善
・
善
知
識
・
光
明
は
信
心
を
獲
る
た
め
の
縁
で
あ
り
︑
信
心
は
正
因
︑
名
号
は
称
名
で
あ
り
報

恩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
稲
城
氏
は
︑ 

 
 

過
去
の
宿
善
な
く
し
て
善
知
識
に
遇
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
善
知
識
に
遇
っ
て
信
心
歓
喜
の
身
と
な
る
こ
と
は
光
明
の
縁

に
よ
る
の
で
あ
る
︒
光
明
の
妙
用
に
よ
っ
て
信
心
獲
得
の
身
と
な
る
︒
信
心
獲
得
か
ら
必
具
名
号
の
称
名
と
な
る
の
で
あ
る
︒

２
６ 

と
述
べ
て
お
り
︑
前
後
の
関
係
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹁
十
劫
安
心
﹂
や
﹁
善
知
識
だ
の
み
﹂
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の
異
義
に
対
し
て
︑
信
心
の
み
が
因
で
あ
り
︑
他
は
縁
で
あ
り
報
恩
で
あ
る
と
示
し
た
の
が
﹁
五
重
の
義
﹂
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま

た
︑﹁
宿
善
﹂
は
獲
信
の
上
か
ら
︑
過
去
か
ら
法
に
導
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

  
 

第
三
節 

蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
に
つ
い
て 

 

第
一
節
︑
第
二
節
か
ら
︑
蓮
如
の
示
し
た
﹁
宿
善
﹂
は
反
省
︑
そ
し
て
感
動
を
表
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
考
え
る
︒﹁
宿

善
開
発
﹂﹁
無
宿
善
﹂
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
過
去
か
ら
阿
弥
陀
仏
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
︑
今
ま
で
自
力
心
に
よ
っ
て
拒
絶

し
て
き
た
こ
と
︑
阿
弥
陀
仏
の
も
よ
お
し
の
中
に
あ
り
な
が
ら
︑
教
え
に
背
い
て
き
た
︒
し
か
し
︑
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
自
力
心
を
除

こ
う
と
い
つ
も
他
力
の
法
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
か
け
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
に
気
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
懺
悔
︒
そ
し
て
︑
い
つ
も

信
心
を
獲
得
す
る
た
め
に
過
去
よ
り
は
た
ら
き
か
け
︑共
に
歩
ん
で
き
て
い
る
阿
弥
陀
仏
へ
の
感
動
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

稲
城
氏
の
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
宿
善
﹂
は
過
去
に
行
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
は
︑
法
に
導
か
れ
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
包
括
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
慶
び
で
あ
り
感
動
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
親
鸞
の
示
し
た
﹁
宿
縁
﹂
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
れ

ま
で
の
行
い
︑
我
々
の
命
は
全
て
︑
本
願
の
信
を
育
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
慶
び
が
あ
る
︒﹁
宿
業
﹂
と
い
う
存
在
で
あ

る
人
間
の
過
去
の
全
て
の
経
験
が
︑我
々
が
出
遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
出
遇
う
た
め
に
歩
ん
で
い
た
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
宿
業
﹂
の
存
在
で
も
過
去
が
晴
れ
て
い
く
と
い
う
感
動
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
宿
善
﹂
も
同
じ
よ
う
に
︑
過
去
に
行

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
は
本
願
の
信
を
育
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
気
づ
く
こ
と
の
慶
び
で
あ
り
︑
感
動
を
表
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒ 
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ま
た
︑
桐
溪
氏
は
﹁
宿
善
﹂
の
語
の
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
︑ 

 
 

こ
こ
で
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
︑
宿
の
字
が
示
す
如
く
︑
た
だ
獲
信
に
因
縁
が
あ
る
善
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
獲
信
の
立

場
か
ら
反
省
し
た
時
の
獲
信
の
因
縁
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
獲
信
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
る
立
場
で
の
善
根
と

い
う
意
味
で
は
な
く
︑
獲
信
者
が
自
己
の
今
の
獲
信
に
因
縁
の
あ
っ
た
良
縁
を
反
省
し
て
そ
れ
を
宿
善
と
い
う
の
で
あ
る
︒
２
７ 

と
述
べ
て
い
る
︒
反
省
︑
感
動
を
表
し
て
い
る
﹁
宿
善
﹂
は
︑
獲
信
者
の
立
場
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
五
重
の
義
﹂
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹁
宿
善
﹂
は
信
心
獲
得
の
た
め
の
縁
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
︒
一
つ
で
も
か
け
て
し
ま
う
と
往
生
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
﹁
五
重
の
義
﹂
で
あ
る
た
め
︑
宿
善
︑
善
知
識
︑
光
明
︑
信

心
︑
名
号
の
全
て
が
往
生
の
因
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
往
生
の
正
因
は
﹁
信
心
﹂
の
み
で
あ
る
︒
こ
こ
で
示
さ
れ
る
﹁
宿
善
﹂

も
桐
溪
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
︑
獲
信
者
の
立
場
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
以
上
の
よ
う
に
︑﹁
宿
善
﹂
は
獲
信
者
の
立
場
か

ら
示
さ
れ
て
い
る
︑
反
省
で
あ
り
︑
感
動
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

   

第
三
章 

 

親
鸞
と
蓮
如
の
﹁
宿
縁
﹂﹁
宿
善
﹂ 

 
 

第
一
節 

親
鸞
の
﹁
宿
善
﹂
と
蓮
如
の
﹁
宿
縁
﹂ 

 

親
鸞
は
﹁
宿
善
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
と
は
な
い
が
︑﹃
歎
異
抄
﹄
に
﹁
宿
善
﹂
が
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
よ
き
こ
こ
ろ
お
こ
る

も
︑
宿
善
の
も
よ
ほ
す
ゆ
ゑ
な
り
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
八
四
二
頁
︶
こ
こ
で
い
う
宿
善
は
﹁
宿
業
﹂
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
よ
い
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お
こ
な
い
を
し
よ
う
と
思
う
こ
と
は
︑
宿
善
と
い
う
縁
に
よ
る
も
の
だ
と
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
宿
善
が
示
さ
れ
た

後
に
︑﹁
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
る
も
︑
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
ゑ
な
り
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
八
四
二
頁
︶
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

﹁
悪
業
﹂
の
対
照
的
な
言
葉
と
し
て
﹁
宿
善
﹂
が
述
べ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
親
鸞
の
﹁
宿
善
﹂
は
︑
蓮
如
の

示
し
た
﹁
宿
善
﹂
の
よ
う
な
意
味
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

蓮
如
は
﹁
宿
縁
﹂
と
い
う
言
葉
を
﹃
御
文
章
﹄
や
﹃
御
一
代
記
聞
書
﹄
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
で
は
﹃
御
文
章
﹄
に
示
さ

れ
る
﹁
宿
縁
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
︒ 

 
 

︵
１
︶
か
か
る
不
思
議
の
宿
縁
に
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
︑…

…

︵﹃
註
釈
版
﹄
一
〇
九
四
頁
︶ 

 
 

︵
２
︶
ま
こ
と
に
先
世
の
宿
縁
あ
さ
か
ら
ぬ
ふ
ゑ
と
お
も
ひ
は
ん
べ
る
べ
き
な
り
︒︵
一
〇
九
八
頁
︶ 

 
 

︵
３
︶
宿
縁
あ
ら
ん
ひ
と
は
︑
こ
れ
を
き
き
て
す
み
や
か
に
今
度
の
極
楽
往
生
を
と
ぐ
べ
し
︵
一
一
三
八
頁
︶ 

 
 

︵
４
︶
ま
こ
と
に
も
つ
て
不
可
思
議
の
宿
縁
︑
よ
ろ
こ
び
て
も
な
ほ
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
も
の
か
︒︵
一
一
五
六
頁
︶ 

︵
５
︶ま
た
き
く
ひ
と
も
宿
縁
あ
ら
ば
︑な
ど
や
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
な
ら
ざ
ら
ん
と
お
も
ひ
は
ん
べ
り
し
な
り
︒︵
一
一
六
八
頁
︶ 

 
 

︵
６
︶
こ
れ
す
な
は
ち
往
昔
の
宿
縁
あ
さ
か
ら
ざ
る
因
縁
な
り
と
お
ぼ
え
は
ん
べ
り
ぬ
︒︵
一
一
八
七
頁
︶ 

こ
の
よ
う
に
︑﹁
宿
縁
﹂
と
い
う
言
葉
を
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
見
る
と
︑
一
般
的
な
前
世
か
ら
の
因
縁
と
い
う
意
味
合

い
や
蓮
如
の
示
す
﹁
宿
善
﹂︑
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
の
意
味
合
い
で
も
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒︵
２
︶︵
６
︶
は
一
般
的
な
意
味

合
い
で
あ
り
︑︵
３
︶︵
５
︶
は
﹁
宿
善
﹂
の
意
味
合
い
で
あ
り
︑︵
１
︶︵
４
︶
は
﹁
宿
縁
﹂
の
意
味
合
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
般

的
な
意
味
合
い
で
示
さ
れ
る
﹁
宿
縁
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
他
力
に
よ
る
因
縁
で
あ
る
︒
ま
た
︑
固
定
的
な
意
味
合
い
で
は
使
わ
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れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
世
の
宿
縁
を
述
べ
た
後
︑﹁
そ
れ
も
後
生
を
一
大
事
と
お
も
ひ
︑
信
心
も
決
定
し
た
ら
ん
身
に
と
り

て
の
う
へ
の
こ
と
な
り
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄一
〇
九
八
頁
︶と
示
さ
れ
て
お
り
︑獲
信
者
の
立
場
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

つ
ま
り
︑
蓮
如
の
﹁
宿
縁
﹂
に
は
自
力
に
よ
る
因
縁
で
は
な
く
︑
阿
弥
陀
仏
よ
る
は
た
ら
き
︑
他
力
の
法
に
よ
る
因
縁
が
示
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂︑
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
の
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
の
よ

う
に
︑
蓮
如
は
﹁
宿
縁
﹂
と
い
う
こ
と
ば
を
様
々
な
意
味
で
使
用
し
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
ど
れ
も
が
︑
他
力
の
は
た
ら
き
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

  
 

第
二
節 

親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
と
蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
の
違
い 

 

第
一
章
︑
第
二
章
で
は
︑
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
と
蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
︒
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
は
感
動
で
あ
る
︒
我
々
が
出
遇
う
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
を
︑
不
思
議
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
︒

遥
か
に
遠
い
流
転
の
歴
史
と
共
に
︑
本
願
に
出
遇
う
べ
き
縁
が
恵
ま
れ
て
い
る
︒
遥
か
遠
い
流
転
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん
で
き
て
い

る
法
蔵
願
心
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
宿
業
﹂
と
い
う
存
在
で
あ
る
人
間
の
過
去
の
全
て
の
経
験
が
︑
我
々
が
出
遇
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
に
出
遇
う
た
め
に
歩
ん
で
い
た
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
宿
業
﹂
の
存
在
で
あ
る
暗
い
命
を
持
ち
︑
あ

き
ら
め
て
し
ま
う
よ
う
な
我
々
で
も
︑
法
蔵
願
心
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
宿
業
﹂
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る

存
在
へ
と
変
わ
り
︑
過
去
が
晴
れ
て
い
く
︒
そ
の
よ
う
な
感
動
を
﹁
宿
縁
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
︒
蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
も
慶

び
で
あ
り
感
動
で
あ
る
︒
信
心
を
獲
得
す
る
た
め
に
阿
弥
陀
仏
が
過
去
よ
り
は
た
ら
き
か
け
︑
共
に
歩
ん
で
き
て
い
る
︒
過
去
に
行
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っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
は
本
願
の
信
を
育
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
気
づ
く
こ
と
の
慶
び
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
宿
縁
﹂﹁
宿

善
﹂
は
︑
今
信
心
を
獲
得
す
る
た
め
︑
阿
弥
陀
仏
が
遥
か
遠
い
流
転
の
歴
史
と
と
も
に
歩
み
︑
は
た
ら
き
か
け
る
他
力
へ
の
同
じ
慶

び
︑
感
動
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
宿
業
﹂
と
い
う
人
間
存
在
で
あ
る
我
々
が
︑
他
力
に
あ
ず
か
る
こ
と
で
︑
過
去
に
行
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
事
柄
は
本
願
の
信
を
育
て
る
た
め
で
あ
っ
た
と
︑暗
い
過
去
が
晴
れ
る
と
い
う
同
じ
慶
び
︑感
動
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

親
鸞
は
﹁
宿
縁
﹂
を
﹁
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
﹂
と
い
う
よ
う
に
一
度
し
か
使
用
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
比
べ
蓮
如
は
﹁
宿
善
﹂
を
多

く
使
用
し
て
い
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
宿
縁
﹂
と
﹁
宿
善
﹂
は
同
じ
慶
び
で
あ
り
感
動
で
あ
る
︒
し
か
し
蓮
如
は
﹁
宿
善
﹂
を

慶
び
や
感
動
以
外
の
意
味
合
い
で
使
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒﹁
五
重
の
義
﹂
で
の
﹁
宿
善
﹂
は
慶
び
や
感
動
が
あ
ま
り
く
み
取
れ

な
い
︒﹁
十
劫
安
心
﹂
や
﹁
善
知
識
だ
の
み
﹂
の
異
義
に
対
す
る
も
の
と
し
て
﹁
宿
善
﹂
を
示
し
た
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 

蓮
如
は
真
宗
教
団
の
宗
主
と
い
う
立
場
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
異
義
に
対
し
て
真
宗
の
正
し
い
教
義
を
示
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
ま
た
︑
伝
道
も
行
っ
て
い
る
︒
伝
道
で
は
︑
真
宗
の
教
え
を
広
め
︑
真
宗
門
徒
を
増
や
す
と
と
も
に
︑
他
宗
派
と
の
軋
轢

が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
軋
轢
に
よ
っ
て
他
宗
派
と
争
は
な
い
︑
そ
し
て
︑
仏
法
︑
念
仏
を
誹
謗
す
る
も
の
が
生
ま
れ
な
い
た
め

に
︑﹁
こ
の
宿
善
・
無
宿
善
の
道
理
を
分
別
せ
ず
し
て
︑
手
び
ろ
に
世
間
の
ひ
と
を
も
は
ば
か
ら
ず
勧
化
を
い
た
す
こ
と
︑
も
つ
て
の

ほ
か
の
当
流
の
掟
に
あ
ひ
そ
む
け
り
︒﹂︵﹃
註
釈
版
﹄
一
一
五
八
～
一
一
五
九
︶
と
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
蓮
如
は
︑

真
宗
教
団
の
宗
主
と
い
う
立
場
か
ら
︑
様
々
な
場
面
で
﹁
宿
善
﹂
と
い
う
言
葉
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
五
重
の
義
﹂
や
﹁
無
宿

善
﹂
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
︑
ど
れ
も
︑
真
宗
の
正
し
い
教
え
︑
本
願
の
教
え
を
よ
り
多
く
の
人
に
広
め
た
い
と
い
う
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
仏
法
︑
念
仏
を
誹
謗
す
る
人
が
生
ま
れ
な
い
た
め
に
争
い
を
避
け
︑
阿
弥
陀
仏
の
も
よ
お
し
の
中
に
あ
り
な
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が
ら
︑
あ
ず
か
れ
な
い
者
へ
の
呼
び
か
け
︑
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で
教
え
に
遇
い
な
が
ら
︑
教
え
に
背
い
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
懺
悔

を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
獲
信
者
の
立
場
か
ら
の
伝
道
で
あ
っ
て
︑
根
本
に
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
出
遇
え
た
こ
と
へ
の
慶
び
︑

感
動
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

以
上
の
よ
う
に
︑
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
は
慶
び
︑
感
動
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
宿
縁
﹂
は
他
の
意
味
合
い
で
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
は
慶
び
︑
感
動
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
宿
善
﹂
は
︑
慶
び
と
感
動
以
外
の
意
味
合
い
で
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
し
か
し
そ
れ
ら
は
︑
真
宗
教
団
の
宗
主
と
い
う
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
︑
根
本
に
は
︑
慶
び
︑
感
動
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒ 

   

結
論 

 

序
論
で
は
︑
親
鸞
の
示
し
た
﹁
宿
縁
﹂
と
︑
蓮
如
の
示
し
た
﹁
宿
善
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
課
題

と
し
た
︒
第
一
章
で
は
︑
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
第
一
節
の
﹃
教
行
信
証
﹄
の
序
文
に
示
さ
れ
る
﹁
宿
縁
﹂
と
第

二
節
の
﹃
歎
異
抄
﹄
に
示
さ
れ
る
﹁
宿
業
﹂
か
ら
︑
親
鸞
の
示
し
た
﹁
宿
縁
﹂
は
︑﹁
宿
業
﹂
と
い
う
存
在
で
あ
る
人
間
の
過
去
の
全

て
の
経
験
が
︑
我
々
が
出
遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
︑﹁
弘
誓
の
強
縁
﹂︑﹁
真
実
の
浄
信
﹂︑﹁
行
信
﹂
に
出
遇
う
た
め
に
歩
ん
で
い
た
の

だ
と
気
づ
か
さ
れ
︑
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
宿
業
﹂
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
へ
と
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変
わ
り
︑
過
去
が
晴
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
感
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
︒ 

第
二
章
で
は
︑
蓮
如
の
示
し
た
﹁
宿
善
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
第
一
節
の
﹁
宿
善
の
機
・
無
宿
善
の
機
﹂
と
第
二
節
の
﹁
五
重

の
義
﹂
か
ら
︑
蓮
如
の
示
し
た
﹁
宿
善
﹂
は
反
省
で
あ
り
感
動
で
あ
る
︒
阿
弥
陀
仏
の
も
よ
お
し
の
中
に
あ
り
な
が
ら
︑
今
ま
で
自

力
心
に
よ
っ
て
拒
絶
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
自
力
心
を
除
こ
う
と
い
つ
も
他
力
の
法
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
か
け
て

い
た
︒
そ
の
こ
と
に
気
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
懺
悔
で
あ
り
︑
信
心
を
獲
得
す
る
た
め
に
劫
々
の
昔
よ
り
は
た
ら
き
か
け
︑
共
に

歩
ん
で
き
て
い
る
阿
弥
陀
仏
へ
の
感
動
で
あ
る
︒
ま
た
︑
過
去
に
行
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
は
本
願
の
信
を
育
て
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
気
づ
く
こ
と
の
慶
び
で
あ
り
︑
感
動
を
表
し
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
は
︑
獲
信
者
の
立
場
か
ら
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
宿
善
﹂
は
往
生
の
因
で
は
な
く
︑
縁
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

第
三
章
で
は
︑
親
鸞
と
蓮
如
の
﹁
宿
縁
﹂
と
﹁
宿
善
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
考
察
し
た
︒
第
一
節
で
は
︑
親
鸞
の

示
し
た
﹁
宿
善
﹂
と
蓮
如
の
示
し
た
﹁
宿
縁
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
親
鸞
の
﹁
宿
善
﹂
は
﹃
歎
異
抄
﹄
に
の
み
示
さ
れ
て
お
り
︑

﹁
悪
業
﹂
の
対
照
的
な
言
葉
と
し
て
﹁
宿
善
﹂
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
蓮
如
の
﹁
宿
縁
﹂
は
多
く
見
ら
れ
︑
一
般
的
な
﹁
宿
縁
﹂︑
蓮

如
の
示
す
﹁
宿
善
﹂︑
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
の
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
ど
れ
も
が
︑
他
力
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
察
し
た
︒
第
二
節
で
は
︑
親
鸞
の
﹁
宿
縁
﹂
と
蓮
如
の
﹁
宿
善
﹂
の
違
い
に
つ
い
て
考
察

し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
慶
び
と
感
動
を
示
し
た
言
葉
だ
が
︑
蓮
如
は
他
の
意
味
合
い
で
も
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
︒
し
か
し

そ
れ
ら
は
︑
真
宗
教
団
の
宗
主
と
い
う
立
場
か
ら
﹁
十
劫
安
心
﹂
や
﹁
善
知
識
だ
の
み
﹂
な
ど
の
異
義
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
︑
根

本
に
は
︑
慶
び
︑
感
動
が
含
ま
れ
て
い
る
︒ 
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以
上
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