
応
用
研
究
部
門
　
人
間
・
科
学
・
宗
教
オ
ー
プ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

―
―
悲
し
み
と
共
に
生
き
る

鍋　

島　

直　

樹

序

　

大
切
な
人
と
の
別
れ
は
、
身
を
切
ら
れ
る
よ
う
に
つ
ら
い
。
悲
し
み
は
時
間
が
癒
し
て
く
れ
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
時
を
経
て
も

悲
し
み
は
ま
す
ま
す
深
ま
る
ば
か
り
で
、
ど
う
か
あ
の
時
ま
で
時
間
が
戻
っ
て
ほ
し
い
と
心
の
中
で
叫
ぶ
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
死
別
に
よ
る
悲
し
み
を
人
は
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
悲
し
み
の
現
場
か
ら
た
ち
あ
が
っ
て
く
る
二
つ
の
課
題
に
向
き
合
い
、
自
ら
の
過
去
の
論
文
を
反
省
し
（
（
（

、
親
鸞

に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
に
つ
い
て
、『
口
伝
鈔
』『
親
鸞
聖
人
真
筆
消
息
』『
浄
土
和
讃
』
等
を
典
拠
に
し
て
再
考
察
し
た
い
。
第
一
の
課
題
は
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

は
、
喪
失
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
の
課
題
は
、
グ
リ
ー
フ
は
喪
失
だ
け
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
に
関
す
る
先
行
研
究
は
少
な
い
（
（
（

。
そ
こ
で
、
現
実
世
界
に
お
け
る
実
際
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
や
悲
歎
の
意
義
に
つ
い
て
明
か
し
た

先
行
研
究
に
学
び
、
本
論
の
考
察
を
進
め
た
い
。

　

上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
髙
木
慶
子
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
母
親
た
ち
に
寄
り
添
い
、
こ
う
記
し
て
い
る
（
（
（

。

　

悲
歎
反
応
と
は
、
…
…
人
が
親
し
い
人
や
大
事
な
も
の
を
喪
失
し
た
時
に
体
験
す
る
複
雑
な
心
理
的
、
身
体
的
、
社
会
的
反
応
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
対
人
関
係

や
当
人
の
生
き
方
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
…
…
こ
れ
は
正
常
な
反
応
で
あ
り
、
ご
く
当
然
な
人
間
の
感
性
で
も
あ
る
。
…
…
悲
歎

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
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は
文
化
に
よ
っ
て
そ
の
表
現
は
異
な
る
。

　

日
本
グ
リ
ー
フ
＆
ビ
リ
ー
ブ
メ
ン
ト
学
会
の
設
置
趣
旨
に
は
（
（
（

、

　

グ
リ
ー
フ
（grief

（
と
は
、
喪
失
に
対
す
る
感
情
的
、
認
知
的
、
行
動
的
、
身
体
的
反
応
の
総
称
で
あ
り
、
最
も
深
刻
な
喪
失
体
験
の
一
つ
が
ビ
リ
ー
ブ
メ
ン

ト
（bereavem

ent

（、
す
な
わ
ち
死
に
よ
っ
て
重
要
な
他
者
を
亡
く
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
死
別
体
験
で
あ
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
よ
り
愛
す
る
人
や
大
切
な
も
の
を
喪
失
し
た
悲
し
み
は
、
自
然
な
感
情
の
表
れ
で
あ
り
、
心
だ
け
で
な
く
身
に
も
社
会
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
悲

歎
反
応
が
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
死
別
を
意
味
す
る
ビ
リ
ー
ブ
メ
ン
ト
（bereavem

ent

（
に
は
「
奪
い
去
っ
て
連
れ
て
い
く
」
と
い
う
原
意
が
あ
る
（
（
（

。
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
と
は
、
大
事
な
人
や
も
の
を
喪
失
す
る
悲
し
み
を
理
解
し
、
悲
し
み
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
「
喪
失
の
悲
し
み
を

乗
り
越
え
る
」
た
め
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
悲
し
み
は
、
時
を
経
て
も
心
の
蓋
を
開
け
れ
ば
、
あ
の
時
の
悲
し
い
記
憶
が
蘇
え
る
。
死
別
の
悲
し
み
を
超
え
る
と
い
う
表

現
に
は
、
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
元
気
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
願
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
死
別
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
明
る
く
生
き

る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

　

は
じ
め
に
、
世
界
に
視
野
を
広
げ
て
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
優
れ
た
成
果
を
確
認
し
た
い
。
ア
ー
ル
・
Ａ
・
グ
ロ
ル
マ
ン
著
『
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
時
―
原
題
訳　

私

の
愛
し
い
人
を
亡
く
し
た
時
に
、
何
が
私
を
助
け
て
く
れ
た
か
―
』（Earl A

. Grollm
an, W

hat H
elped M

e W
hen M

y Loved O
ne D

ied, Boston: Beacon 

Press, 1981

（
に
は
、
愛
別
離
苦
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。

　
　

子
ど
も
を
失
う
と
、
親
は
人
生
の
希
望
を
失
う
。

　
　

配
偶
者
を
失
う
と
、
共
に
生
き
て
い
く
べ
き
現
在
を
失
う
。

　
　

親
を
失
う
と
、
人
は
過
去
を
失
う
。

　
　

友
を
失
う
と
、
人
は
自
分
の
一
部
を
失
う
。

　

グ
ロ
ル
マ
ン
は
、
一
九
二
五
年
生
ま
れ
の
文
学
者
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
職
者
ラ
バ
イ
（
ラ
ビ
：

Rabbi

（
と
し
て
三
十
六
年
間
勤
め
た
。
死
別
は
大
切
な
人
を
喪
失
す
る
体
験
で
あ
り
、
悲
し
み
を
伴
う
。
人
間
は
時
間
存
在
で
あ
る
。
自
己
を
支
え
て
い
る
基
盤
に
、

昔
か
ら
支
え
て
く
れ
る
人
、
現
在
を
支
え
て
く
れ
る
人
、
未
来
の
支
え
と
な
る
人
が
い
る
。
そ
し
て
人
間
は
関
係
存
在
で
あ
る
。
ひ
と
は
独
り
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
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い
。
他
の
誰
か
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
慰
め
あ
っ
て
生
き
て
い
る
。
死
別
は
、
そ
う
し
た
自
己
を
支
え
て
い
る
大
切
な
基
盤
を
失
う
悲
し
み
で
あ
る
。
自
分
の
よ
き
理
解

者
を
失
う
こ
と
は
今
寂
し
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
愛
す
る
者
と
の
死
別
は
た
だ
失
く
す
ば
か
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ー
ル
・
グ
ロ
ル
マ
ン
は
、
そ
の
書
に
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
の
言
葉
を
紹
介
し

た
。

　

第
十
六
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン
（A

braham
 Lincoln

（
は
、
三
人
の
愛
息
、
エ
ド
ワ
ー
ド
（
四
歳
（、
ウ
ィ
リ
ア
ム
（
十
一
歳
（、
ト
ー
マ
ス
（
十

八
歳
（
を
亡
く
し
た
。
次
の
言
葉
は
、
そ
の
悲
し
み
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
、
家
族
を
亡
く
し
た
人
々
に
向
け
て
語
り
か
け
た
言
葉
で
あ
る
。

　

私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
、
こ
の
悲
し
み
に
満
ち
た
世
界
に
あ
っ
て
は
、
悲
し
ま
な
い
人
な
ど
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
悲
し
い
時
に
は
、
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
な
苦
し

み
を
味
わ
い
ま
す
。
そ
の
苦
し
み
は
、
時
を
待
た
ね
ば
、
完
全
に
は
消
え
去
り
ま
せ
ん
。
や
が
て
い
つ
の
日
か
心
の
晴
れ
る
と
き
が
こ
よ
う
と
は
、
今
は
夢
に
も
思

え
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
あ
な
た
は
き
っ
と
ま
た
、
幸
せ
に
な
れ
ま
す
。
こ
の
確
か
な
真
実
を
心
に
と
め
る
こ
と
で
、
今
の
み
じ

め
な
気
持
が
少
し
は
和
ら
ぐ
は
ず
で
す
。
自
分
自
身
の
体
験
か
ら
、
そ
れ
は
確
か
だ
と
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
（
（
（

。

　

リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
は
、
愛
す
る
子
ど
も
を
亡
く
し
た
悲
し
み
の
経
験
か
ら
、
戦
争
で
家
族
を
失
っ
た
人
々
を
慰
め
た
。
死
別
の
悲
し
み
が
耐
え
が
た
い
苦
し
み
で
あ

る
と
と
も
に
、
悲
し
み
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
幸
せ
に
な
れ
る
こ
と
を
彼
は
国
民
に
伝
え
た
。
こ
の
よ
う
に
死
別
は
大
切
な
人
の
喪
失
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
喪
失
だ

け
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
愛
別
離
苦
を
通
し
て
、
初
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
大
切
な
こ
と
に
つ
い
て
親
鸞
教
義
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

親
鸞
に
み
る
死
別
悲
歎
の
受
容
―
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
を
中
心
に

1　
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
『
親
鸞
聖
人
真
筆
消
息
』『
浄
土
和
讃
』
等
に
み
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

　

人
生
に
お
け
る
愛
別
離
苦
に
は
、
生
き
別
れ
の
苦
し
み
、
死
に
直
面
し
た
人
の
愛
別
の
悲
し
み
、
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
遺
族
の
悲
し
み
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。
覚
如

の
『
口
伝
鈔
（
（
（

』
第
十
七
章
と
第
十
八
章
に
は
、
愛
別
離
苦
に
あ
っ
て
悲
し
み
に
沈
む
人
々
を
ど
の
よ
う
に
支
え
て
ゆ
け
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
語
っ
た
と
さ
れ
る

記
録
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
に
は
、
死
別
悲
歎
に
対
す
る
親
鸞
の
宗
教
的
姿
勢
が
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
親
鸞
に
み
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
、
次
の
三
点

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
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に
整
理
し
て
考
察
す
る
。

　

第
一
に
、
浄
土
往
生
を
疑
心
な
く
信
じ
、
浄
土
で
の
再
会
を
心
に
期
し
て
い
て
も
、
惑
え
る
凡
夫
に
は
、
死
別
の
悲
し
み
は
と
め
ど
な
く
あ
ふ
れ
て
く
る
。
し
か
し
す

で
に
本
願
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
悲
し
み
を
こ
ら
え
ず
に
あ
り
の
ま
ま
に
泣
い
て
い
い
と
親
鸞
が
伝
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
口
伝

鈔
』
第
十
七
章
の
以
下
の
文
章
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。　

と
も
に
浄
土
の
再
会
を
う
た
が
ひ
な
し
と
期
す
と
も
、
を
く
れ
さ
き
だ
つ
一
旦
の
か
な
し
み
、
ま
ど
へ
る
凡
夫
と
し
て
、
な
ん
ぞ
こ
れ
な
か
ら
む
。 

 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
七
頁
（

を
ろ
か
に
つ
た
な
げ
に
し
て
な
げ
き
か
な
し
ま
む
こ
と
、
他
力
往
生
の
機
に
相
応
た
る
べ
し
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
七
頁
（

な
か
な
か
愚
か
に
つ
た
な
げ
な
る
煩
悩
成
就
の
凡
夫
に
て
、
た
ゞ
あ
り
に
か
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
す
が
た
に
て
は
む
べ
ら
ん
こ
そ
、
浄
土
真
宗
の
本
願
の
正
機
た
る
べ

け
れ
と
、
ま
さ
し
く
お
ほ
せ
あ
り
き
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
七
頁
（

浄
土
往
生
の
信
心
成
就
し
た
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
こ
の
た
び
が
輪
廻
生
死
の
は
て
な
れ
ば
、
な
げ
き
か
な
し
み
も
も
と
も
ふ
か
ゝ
る
べ
き
に
つ
い
て
、
あ
と
ま
く
ら

に
な
ら
び
ゐ
て
悲
歎
鳴
咽
し
、
ひ
だ
り
み
ぎ
に
群
集
し
て
恋
慕
涕
泣
す
と
も
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
る
べ
か
ら
ず
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
八
頁
（

さ
れ
ば
み
た
か
ら
む
境
界
を
も
は
ゞ
か
る
べ
か
ら
ず
、
な
げ
き
か
な
し
ま
む
を
も
い
さ
む
べ
か
ら
ず
と
云
云
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
八
頁
（

　

他
力
本
願
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ
る
正
機
は
、
煩
悩
を
か
か
え
た
凡
夫
で
あ
る
か
ら
、
無
理
に
平
静
を
装
い
、
悲
し
み
を
押
し
と
ど
め
る
必
要
は
な
い
。
信
心
を
成
就
し

て
浄
土
往
生
が
定
ま
っ
て
い
て
も
、
今
生
最
期
の
別
れ
の
悲
し
み
は
深
い
。
た
と
え
亡
き
人
の
枕
元
や
足
下
で
、
恋
慕
し
て
泣
き
叫
ん
で
も
、
そ
の
涙
に
よ
っ
て
、
往
生

が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
親
鸞
が
門
弟
の
覚
信
が
自
分
の
そ
ば
で
往
生
し
た
こ
と
を
想
い
、
涙
を
流
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
蓮
位
が
親
鸞
に
確
認
し
て
記
し
た
手
紙
に
は
、
こ
う

記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
覚
信
坊
の
事
、
こ
と
に
あ
わ
れ
に
お
ぼ
え
、
ま
た
た
ふ
と
く
も
お
ぼ
へ
候
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
信
心
た
が
は
ず
し
て
お
は
ら
れ
て
候
。
ま
た
、
た
び
た

び
信
心
ぞ
ん
ぢ
の
や
う
、
い
か
や
う
に
か
と
た
び
た
び
ま
ふ
し
候
し
か
ば
、
当
時
ま
で
は
た
が
ふ
べ
く
も
候
は
ず
。
い
よ
い
よ
信
心
の
や
う
は
つ
よ
く
ぞ
ん
ず
る
よ

し
候
き
。
の
ぼ
り
候
し
に
、
く
に
を
た
ち
て
、
ひ
と
い
ち
と
ま
ふ
し
し
と
き
、
や
み
い
だ
し
て
候
し
か
ど
も
、
同
行
た
ち
は
か
へ
れ
な
む
ど
ま
ふ
し
候
し
か
ど
も
、

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
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死
す
る
ほ
ど
の
こ
と
な
ら
ば
、
か
へ
る
と
も
死
し
、
と
ゞ
ま
る
と
も
死
し
候
は
む
ず
。
ま
た
や
ま
ひ
は
や
み
候
ば
、
か
へ
る
と
も
や
み
、
と
ゞ
ま
る
と
も
や
み
候
は

む
ず
。
お
な
じ
く
は
、
み
も
と
に
て
こ
そ
お
は
り
候
は
ゞ
、
お
わ
り
候
は
め
と
ぞ
ん
じ
て
ま
い
り
て
候
也
と
、
御
も
の
が
た
り
候
し
也
。
こ
の
御
信
心
ま
こ
と
に
め

で
た
く
お
ぼ
へ
候
。
善
導
和
尚
の
釈
（
散
善
義
（
の
二
河
の
譬
喩
に
お
も
ひ
あ
は
せ
ら
れ
て
、
よ
に
め
で
た
く
ぞ
ん
じ
、
う
ら
や
ま
し
く
候
也
。
お
は
り
の
と
き
、

南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
無
碍
光
如
来
、
南
無
不
可
思
議
光
如
来
と
と
な
え
ら
れ
て
、
て
を
く
み
て
し
づ
か
に
お
わ
ら
れ
て
候
し
な
り
。
ま
た
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め

し
は
、
あ
は
れ
に
な
げ
か
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
と
も
、
さ
き
だ
ち
て
滅
度
に
い
た
り
候
ぬ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
最
初
引
接
の
ち
か
ひ
を
お
こ
し
て
、
結
縁
・
眷
属
・

朋
友
を
み
ち
び
く
こ
と
に
て
候
な
れ
ば
、
し
か
る
べ
く
お
な
じ
法
文
の
門
に
い
り
て
候
へ
ば
、
蓮
位
も
た
の
も
し
く
お
ぼ
へ
候
。
ま
た
、
お
や
と
な
り
、
こ
と
な
る

も
、
先
世
の
ち
ぎ
り
と
ま
ふ
し
候
へ
ば
、
た
の
も
し
く
お
ぼ
し
め
さ
る
べ
く
候
也
。
こ
の
あ
わ
れ
さ
た
ふ
と
さ
、
ま
ふ
し
つ
く
し
が
た
く
候
へ
ば
、
と
ゞ
め
候
ぬ
。

い
か
に
し
て
か
、
み
づ
か
ら
こ
の
こ
と
を
ま
ふ
し
候
べ
き
や
。
く
は
し
く
は
な
ほ
な
ほ
ま
ふ
し
候
べ
く
候
。
こ
の
ふ
み
の
や
う
を
御
ま
へ
に
て
あ
し
く
も
や
候
と
て
、

よ
み
あ
げ
て
候
へ
ば
、
こ
れ
に
す
ぐ
べ
く
も
候
は
ず
、
め
で
た
く
候
ふ
と
お
ほ
せ
を
か
ぶ
り
て
候
也
。
こ
と
に
覚
信
坊
の
と
こ
ろ
に
、
御
な
み
だ
を
な
が
さ
せ
た
ま

ひ
て
候
也
。
よ
に
あ
は
れ
に
お
も
は
せ
た
ま
ひ
て
候
也
。　

十
月
二
十
九
日
、
蓮
位　

慶
信
御
坊
へ 

 

（『
親
鸞
聖
人
真
筆
消
息
』
四 『
聖
典
全
書
』
二
巻
七
五
三
～
七
五
四
頁
、『
御
消
息
集
（
善
性
本
（』
三 『
聖
典
全
書
』
二
巻
八
六
一
～
八
六
二
頁
（

　

こ
の
よ
う
に
覚
信
は
、
病
気
を
お
し
て
親
鸞
の
住
む
京
都
を
訪
ね
、
や
が
て
病
の
床
に
伏
し
な
が
ら
も
、
如
来
回
向
の
信
心
を
大
事
に
し
て
、
念
仏
を
称
え
つ
つ
、
静

か
に
往
生
し
た
。
親
鸞
は
こ
の
事
実
を
覚
信
の
息
子
、
慶
信
に
手
紙
で
伝
え
る
際
、
覚
信
の
往
生
が
哀
れ
に
し
て
尊
い
死
で
あ
っ
た
と
思
い
起
こ
し
て
涙
し
た
。
こ
の
手

紙
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
自
然
に
あ
ふ
れ
て
く
る
悲
歎
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
。
残
さ
れ
た
人
々
は
こ
れ
か
ら
も
亡
き
人
に
導
か
れ
て
生
き
て
い
け
る
だ
ろ
う
と

親
鸞
は
伝
え
た
。

　

親
鸞
は
『
浄
土
和
讃
』
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
に
、
還
相
回
向
の
教
え
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と　

五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は　

釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て　

利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し 

 

（『
浄
土
和
讃
』（
二
〇
（『
聖
典
全
書
』
二
巻
三
四
五
頁
（

　

こ
の
和
讃
が
示
す
よ
う
に
、
安
楽
浄
土
に
到
達
し
た
人
は
、
五
濁
の
こ
の
世
界
に
還
っ
て
き
て
、
釈
尊
の
よ
う
に
人
々
を
仏
法
に
導
き
、
恵
み
を
も
た
ら
す
と
親
鸞
は

説
い
た
。

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
二
七



　

こ
こ
よ
り
親
鸞
が
、
還
相
回
向
の
教
え
に
基
づ
き
、
亡
き
人
と
遺
さ
れ
た
人
た
ち
と
の
生
死
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
実
感
し
、
死
は
悲
し
い
が
、
極
楽
に
往
生
す
る
か

ら
尊
く
、
亡
き
人
は
浄
土
か
ら
還
っ
て
仏
の
よ
う
に
家
族
縁
者
を
導
い
て
く
れ
る
と
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
二
に
は
、
他
力
浄
土
門
の
、
悲
し
み
を
受
容
し
、
臨
終
行
儀
に
と
ら
わ
れ
な
い
態
度
と
は
対
照
的
に
、
当
時
の
仏
教
界
の
臨
終
行
儀
で
は
、
妻
子
や
愛
着
の
深
い

人
々
を
、
死
に
直
面
し
て
い
る
人
の
そ
ば
に
近
づ
け
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
の
次
の
文
章
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

つ
ね
の
ひ
と
は
、
妻
子
眷
属
の
愛
執
ふ
か
き
を
ば
、
臨
終
の
き
は
に
は
ち
か
づ
け
じ
、
み
せ
じ
と
ひ
き
さ
く
る
な
ら
ひ
也
。
そ
れ
と
い
ふ
は
、
着
想
に
ひ
か
れ
て

悪
道
に
堕
せ
し
め
ざ
ら
む
が
た
め
な
り
。
こ
の
条
、
自
力
聖
道
の
つ
ね
の
こ
ゝ
ろ
也
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
七
～
二
七
八
頁
（

　

臨
終
正
念
を
自
ら
の
修
練
で
整
え
よ
う
と
す
る
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
臨
終
行
儀
は
重
要
で
あ
り
、
死
に
ゆ
く
人
が
世
俗
へ
の
愛
執
や
名
残
を
捨
て
て
、
善
知
識
に
導
か

れ
、
心
安
ら
か
に
涅
槃
に
入
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
愛
執
の
深
い
妻
子
な
ど
が
病
人
の
そ
ば
に
い
れ
ば
、
病
人
は
こ
の
世
に
執
着
し
て
、
悪
道
に
堕

ち
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　

そ
こ
で
日
本
中
世
の
臨
終
行
儀
の
先
行
研
究
（
（
（

を
吟
味
し
、
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
臨
終
行
儀
の
あ
り
方
を
明
示
し
た
も
の
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

　

五　

病
者
の
あ
た
り
に
人
を
あ
つ
め
て
を
く
べ
か
ら
ず
。
其
故
は
一
人
は
心
を
す
ま
し
て
念
仏
を
は
げ
め
ど
も
、
傍
ら
に
は
ひ
た
ひ
（
額
（
を
合
わ
せ
て
物
語
を

は
じ
む
れ
ば
、
音
々
思
々
に
な
り
て
、
或
い
は
立
居
立
入
に
物
の
さ
は
が
し
き
こ
と
限
り
な
し
。
故
に
志
を
三
業
に
等
し
く
せ
よ
と
い
い
て
、
善
知
識
は
さ
だ
め
て

五
人
に
は
す
ぐ
べ
か
ら
ず
。
三
人
は
善
き
仏
な
り
。
一
人
は
枕
に
居
て
、
念
仏
を
す
す
め
、
一
人
は
か
た
が
た
に
居
て
、
其
心
に
随
へ
し
。
一
人
は
は
し
近
く
に
居

て
雑
事
を
い
ひ
つ
く
べ
し
。
此
外
に
人
更
に
な
に
の
用
あ
ら
ん
や
。
ゆ
め
ゆ
め
余
事
を
耳
の
ほ
と
り
に
き
か
す
べ
か
ら
ず
。
悪
縁
門
の
内
に
い
れ
べ
か
ざ
る
な
り
。 

 

（
伝
恵
心
僧
都
源
信
『
臨
終
行
儀
』
第
五
条
（
11
（

『
恵
心
僧
都
全
集
』
一
巻
五
九
四
頁
（

　

臨
終
行
儀
と
申
す
は
一
期
の
大
事
是
に
過
ぎ
た
る
無
き
な
り
。
世
の
中
の
人
の
往
生
し
た
る
ぞ
、
悪
道
に
堕
た
る
ぞ
と
申
す
事
は
、
此
の
臨
終
に
て
知
る
な
り
。

臨
終
の
吉
き
人
に
往
生
し
た
る
と
知
る
、
臨
終
の
悪
し
き
を
ば
悪
道
に
落
ち
た
り
と
知
る
な
り
。
…
…
善
知
識
を
か
た
は
ら
に
す
え
て
、
一
一
に
善
知
識
の
教
え
に

た
が
え
ぬ
な
り
。
魚
鳥
に
ら
き
酒
、
加
様
の
く
さ
き
物
を
ば
病
人
の
ほ
と
り
に
近
づ
け
ず
、
日
ご
ろ
を
し
か
る
妻
子
、
若
し
は
夫
、
若
く
は
孫
、
加
様
の
愛
執
の
深

き
物
を
ば
、
そ
の
貌
形
を
だ
に
見
せ
ず
、
音
を
も
聞
か
せ
ず
、
善
知
識
小
音
に
念
仏
を
申
し
て
声
を
静
な
ら
し
め
、
鐘
打
ち
て
事
静
か
に
持
ち
成
し
て
、
た
だ
浄
土

の
法
門
貴
く
目
出
た
か
ら
ん
を
説
き
聞
か
す
べ
し
。
世
間
の
田
畠
の
中
の
吉
き
事
を
ば
露
塵
計
り
も
病
人
に
聞
か
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
病
人
此
の
世
間
の
事
を
聞
き

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
二
八



つ
れ
ば
、
心
留
り
て
永
く
往
生
の
心
を
失
ひ
て
、
生
死
に
留
り
、
悪
道
に
堕
る
な
り
。
故
に
臨
終
行
儀
と
い
ふ
な
り
。 

 

（
弁
長
『
念
仏
名
義
集
』
巻
下
『
浄
土
宗
全
書
』
十
巻
三
八
〇
頁
（

　

こ
の
他
、『
臨
終
正
念
訣
』、
弁
長
『
臨
終
用
心
鈔
』、
良
忠
『
看
病
用
心
鈔
』
の
文
献
に
も
同
様
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
臨
終
行
儀
は
、
源
信
の

『
往
生
要
集
』
臨
終
行
儀
・
勧
念
に
説
か
れ
て
い
る
「
臨
終
の
一
念
は
百
年
の
業
に
勝
る
と
い
う
。
若
し
此
の
刹
那
を
過
ぎ
な
ば
、
生
處
ま
さ
に
一
定
す
べ
し
（
11
（

」
と
い
う

教
学
に
基
づ
い
て
い
る
。
弁
長
は
、
臨
終
の
迎
え
方
が
自
ら
の
人
生
を
集
約
す
る
最
も
重
大
な
事
で
あ
り
、
こ
の
世
に
執
着
し
た
臨
終
は
悪
道
に
堕
ち
、
心
を
専
ら
極
楽

に
向
け
た
吉
き
臨
終
は
往
生
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
き
臨
終
を
迎
え
て
往
生
す
る
た
め
に
、
善
知
識
を
枕
辺
に
お
い
て
、
そ
れ
に
導
か
れ
、
世
事
を
交
え
ず
、
妻

子
な
ど
の
愛
着
の
深
い
人
々
と
も
離
れ
て
、
鐘
を
打
ち
小
音
に
念
仏
し
て
、
心
を
落
ち
着
け
、
臨
終
正
念
に
し
て
、
た
だ
往
生
す
る
こ
と
に
心
を
傾
注
す
る
こ
と
が
理
想

と
さ
れ
て
い
る
。「
妻
子
、
若
し
は
夫
、
若
く
は
孫
、
加
様
の
愛
執
の
深
き
物
を
ば
、
そ
の
貌
形
を
だ
に
見
せ
ず
」
な
ど
の
注
意
事
項
は
、
覚
如
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

日
本
中
世
当
時
の
「
つ
ね
の
ひ
と
」
の
「
な
ら
ひ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

親
鸞
は
、
臨
終
の
善
悪
を
問
わ
な
か
っ
た
。

　

な
に
よ
り
も
、
こ
ぞ
・
こ
と
し
、
老
少
男
女
お
ほ
く
の
ひ
と
び
と
の
、
死
に
あ
ひ
て
候
ふ
ら
ん
こ
と
こ
そ
、
あ
は
れ
に
さ
ふ
ら
へ
。
た
だ
し
生
死
無
常
の
こ
と
は

り
、
く
は
し
く
如
来
の
説
き
を
か
せ
お
は
し
ま
し
て
さ
ふ
ら
ふ
う
へ
は
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ろ
ふ
。
ま
づ
善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば

ま
ふ
さ
ず
、
信
心
決
定
の
ひ
と
は
、
う
た
が
ひ
な
け
れ
ば
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
に
て
候
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も
、
お
は
り
も
め
で
た
く
候
へ
。

如
来
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
往
生
す
る
よ
し
、
ひ
と
び
と
ま
ふ
さ
れ
候
け
る
、
す
こ
し
も
た
が
は
ず
候
な
り
。 

 

（『
末
灯
鈔
』
第
六
通 『
聖
典
全
書
』
二
巻
七
八
六
～
七
八
七
頁
（

　

こ
の
親
鸞
の
乗
信
房
に
あ
て
た
手
紙
に
あ
る
よ
う
に
、
一
二
五
九
年
か
ら
一
二
六
〇
年
に
か
け
て
、
人
々
が
飢
饉
や
疫
病
で
苦
し
ん
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、

親
鸞
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
悲
し
か
っ
た
。
し
か
し
親
鸞
は
臨
終
が
善
い
か
悪
い
か
に
よ
っ
て
、
人
の
救
い
を
判
断
し
な
か
っ
た
。
信
心
決
定
の
人
は
本
願
を
疑
う
心
が

な
い
か
ら
正
定
聚
に
住
し
て
い
る
。
だ
か
ら
愚
か
で
智
慧
の
な
い
私
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
臨
終
は
尊
い
。
ど
の
よ
う
な
死
を
迎
え
て
も
、
尊
い
浄
土
往
生
で
あ
る
と
親
鸞

は
い
い
き
っ
た
。
さ
ら
に
親
鸞
は
、
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
は
間
違
い
な
い
か
ら
、
決
し
て
学
者
ぶ
っ
た
論
議
を
な
さ
ら
ず
に
浄
土
往
生
し
て
く
だ
さ
い

と
伝
え
た
。
弥
陀
に
ま
か
せ
、
愚
者
と
な
っ
て
往
生
す
る
こ
と
の
尊
さ
を
親
鸞
は
力
強
く
記
し
た
。

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
二
九



　

親
鸞
は
死
後
、
浄
土
に
往
生
し
て
必
ず
会
え
る
と
説
い
た
。
親
鸞
は
、
門
弟
の
覚
念
の
往
生
に
際
し
て
、
手
紙
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
一
つ
と
こ
ろ
へ
、
ま
い
り
あ
ふ
べ
く
候
。 

（『
親
鸞
聖
人
真
筆
消
息
』
五 

親
鸞
八
十
七
歳 『
聖
典
全
書
』
二
巻
七
五
五
頁
（

　

親
鸞
が
「
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
」
と
く
り
か
え
す
表
現
は
同
朋
に
安
心
を
も
た
ら
し
、
死
を
超
え
て
必
ず
浄
土
で
会
え
る
と
い
う
救
い
の
ぬ
く
も
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

覚
如
は
、
親
鸞
の
教
え
を
継
承
し
、
浄
土
真
宗
の
救
い
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。

　

無
始
よ
り
こ
の
か
た
生
死
に
輪
転
し
て
、
出
離
を
悕
求
し
な
ら
ひ
た
る
迷
情
の
自
力
心
、
本
願
の
道
理
を
き
く
と
こ
ろ
に
て
謙
敬
す
れ
ば
、
心
命
の
つ
く
る
と
き

に
て
あ
ら
ざ
る
を
や
。
そ
の
と
き
、
住
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
も
さ
だ
ま
れ
ば
、
こ
れ
を
即
得
往
生
と
い
ふ
べ
し
。
善
悪
の
生
處
を
さ
だ
む
る
こ
と
は
、
心
命
の
つ
く

る
と
き
な
り
。
身
命
の
と
き
に
あ
ら
ず
。 

（『
最
要
鈔
』『
聖
典
全
書
』
四
巻
三
四
五
頁
（

　

善
恵
房
の
体
失
し
て
往
生
す
る
よ
し
の
ぶ
る
は
、
諸
行
往
生
の
機
な
れ
ば
な
り
。
善
信
房
の
体
失
せ
ず
し
て
往
生
す
る
よ
し
申
さ
る
ゝ
は
、
念
仏
往
生
の
機
な
れ

ば
也
。
…
中
略
…
念
仏
往
生
は
仏
の
本
願
な
り
、
諸
行
往
生
は
本
願
に
あ
ら
ず
。
念
仏
往
生
に
は
臨
終
の
善
悪
を
沙
汰
せ
ず
。
至
心
信
楽
の
帰
命
の
一
心
、
他
力
よ

り
さ
だ
ま
る
と
き
、
即
得
往
生
住
不
退
転
の
道
理
を
、
善
知
識
に
あ
ふ
て
聞
持
す
る
平
生
の
き
ざ
み
に
治
定
す
る
あ
ひ
だ
、
こ
の
穢
体
亡
失
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
業

事
成
弁
す
れ
ば
体
失
せ
ず
し
て
往
生
す
と
い
は
る
ゝ
歟
。
本
願
の
文
あ
き
ら
か
な
り
。 

（『
口
伝
鈔
』
第
十
四
章
『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
六
九
～
二
七
〇
頁
（

　

自
力
の
称
名
を
は
げ
み
て
、
臨
終
の
と
き
は
じ
め
て
蓮
台
に
あ
な
う
ら
を
む
す
ば
む
と
期
す
る
と
も
が
ら
、
前
世
の
業
因
し
り
が
た
け
れ
ば
、
い
か
な
る
死
の
縁

か
あ
ら
ん
。
火
に
や
け
、
み
づ
に
お
ぼ
れ
、
刀
剣
に
あ
た
り
、
乃
至
寝
死
ま
で
も
、
み
な
こ
れ
過
去
の
宿
因
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
も
し
か
く
の
ご
と
く
の

死
の
縁
、
身
に
そ
な
へ
た
ら
ば
、
さ
ら
に
の
が
る
ゝ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
怨
敵
の
た
め
に
害
せ
ら
れ
ば
、
そ
の
一
刹
那
に
、
凡
夫
と
し
て
お
も
ふ
と
こ
ろ
、

怨
結
の
ほ
か
な
ん
ぞ
他
念
あ
ら
ん
。
ま
た
寝
死
に
お
い
て
は
、
本
心
、
い
き
の
た
ゆ
る
き
は
を
し
ら
ざ
る
う
へ
は
、
臨
終
を
期
す
る
先
途
、
す
で
に
む
な
し
く
な
り

ぬ
べ
し
。
い
か
ん
し
て
か
念
仏
せ
ん
。
ま
た
さ
き
の
殺
害
の
機
、
怨
念
の
ほ
か
、
他
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
う
へ
は
、
念
仏
す
る
に
い
と
ま
あ
る
べ
か
ら
ず
。
終
焉
を
期

す
る
前
途
、
ま
た
こ
れ
も
む
な
し
。
仮
令
か
く
の
ご
と
き
ら
の
死
の
縁
に
あ
は
む
機
、
日
ご
ろ
の
所
存
に
違
せ
ば
、
往
生
す
べ
か
ら
ず
と
み
な
お
も
へ
り
。
た
と
ひ

本
願
の
正
機
た
り
と
い
ふ
と
も
、
こ
れ
ら
の
失
、
難
治
不
可
得
な
り
。
い
は
む
や
も
と
よ
り
自
力
の
称
名
は
、
臨
終
の
所
期
お
も
ひ
の
ご
と
く
な
ら
ん
定
、
辺
地
の

往
生
な
り
。
…
中
略
…
平
生
に
善
知
識
の
を
し
へ
を
う
け
て
信
心
開
発
す
る
き
ざ
み
、
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
と
た
の
み
な
ん
機
は
、
ふ
た
ゝ
び
臨
終
の
時
分
に

往
益
を
ま
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。 

（『
口
伝
鈔
』
第
十
六
章
『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
五
～
二
七
六
頁
（

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
三
〇



　

如
来
の
大
悲
、
短
命
の
根
機
を
本
と
し
た
ま
へ
り
。
も
し
多
念
を
も
て
本
願
と
せ
ば
、
い
の
ち
一
刹
那
に
つ
ゞ
ま
る
無
常
迅
速
の
機
、
い
か
で
か
本
願
に
乗
ず
べ

き
や
。
さ
れ
ば
真
宗
の
肝
要
、
一
念
往
生
を
も
て
淵
源
と
す
。 

（『
口
伝
鈔
』
第
二
十
一
章
『
聖
典
全
書
』
二
八
二
頁
（

　

こ
の
よ
う
に
覚
如
は
、
死
の
縁
が
無
量
で
あ
り
、
人
は
い
つ
ど
の
よ
う
な
形
で
死
を
迎
え
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
落
ち
つ
い
て
念
仏
す
る
時
間
も
な
く
、
臨
終
に
往
生

の
準
備
を
整
え
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
と
い
い
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
浄
土
真
宗
の
救
い
は
仏
の
本
願
に
乗
じ
て
信
心
開
発
す
る
と
き
、
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
に
つ

き
、
す
で
に
往
生
す
る
こ
と
が
決
定
す
る
と
し
て
い
る
。
覚
如
は
臨
終
で
は
な
く
、
平
生
に
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
救
い
が
成
立
す
る
親
鸞
の
教
説
を
、
さ
ら
に
「
平
生
業

成
」「
不
体
失
往
生
」「
一
念
往
生
」
な
ど
の
印
象
的
な
表
現
を
用
い
て
、
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
臨
終
行
儀
の
理
想
は
願
わ
し
い
も

の
で
あ
る
が
、
突
然
の
死
別
な
ど
の
深
い
慟
哭
の
現
実
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
側
面
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
親
鸞
の
他
力
浄
土
門
で
は
、
離
別
の
悲
し
み
や
生
死
の
迷
い
は
、
他
力
の
仏
法
に
よ
っ
て
出
離
で
き
る
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
の
次

の
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　

い
か
に
境
界
を
絶
離
す
と
い
ふ
と
も
、
た
も
つ
と
こ
ろ
の
他
力
の
仏
法
な
く
は
、
な
に
を
も
て
か
生
死
を
出
離
せ
ん
。
た
と
ひ
妄
愛
の
迷
心
深
重
な
り
と
い
ふ
と

も
、
も
と
よ
り
か
ゝ
る
機
を
む
ね
と
摂
持
せ
む
と
い
で
た
ち
て
、
こ
れ
が
た
め
に
ま
う
け
ら
れ
た
る
本
願
な
る
に
よ
り
て
、
至
極
大
罪
の
五
逆
・
謗
法
等
の
無
間
の

業
因
を
を
も
し
と
し
ま
し
ま
さ
ゞ
れ
ば
、
ま
し
て
愛
別
離
苦
に
た
へ
ざ
る
悲
歎
に
さ
え
ら
る
べ
か
ら
ず
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
八
頁
（

　

す
な
わ
ち
、
本
願
他
力
の
救
い
は
、
つ
ね
に
妄
愛
し
て
迷
い
つ
づ
け
る
人
間
を
仏
が
必
ず
摂
取
す
る
道
で
あ
る
。
人
が
愛
別
離
苦
の
悲
し
み
を
抱
え
た
ま
ま
で
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
力
に
身
を
ま
か
せ
て
、
本
願
に
迎
え
取
ら
れ
、
自
然
に
浄
土
へ
往
生
で
き
る
道
で
あ
る
。

2　
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
と
『
歎
異
抄
』
第
九
章
と
の
関
連
性

　

と
こ
ろ
で
、『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
は
、『
歎
異
抄
』
第
九
章
と
内
容
的
に
共
通
す
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。
も
と
も
と
『
口
伝
鈔
』
と
『
歎
異
抄
』
と
は
、
表
現
も
内
容

も
類
似
点
が
多
い
（
12
（

。

　

そ
こ
で
、
両
者
の
文
章
表
現
を
対
照
し
て
み
た
い
。（
両
者
に
共
通
す
る
表
現
に
傍
線
を
付
記
（

　
　
『
歎
異
抄
』
第
九
章
の
抜
粋

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
三
一



　

よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い
よ
往
生
は
一
定
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
な
り
。
よ
ろ

こ
ぶ
べ
き
こ
ゝ
ろ
を
お
さ
へ
て
よ
ろ
こ
ば
ざ
る
は
、
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ

ば
、
他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご
と
し
、
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
ま
た
浄
土
へ
い
そ
ぎ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ

ろ
の
な
く
て
、
い
さ
ゝ
か
所
労
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
死
な
ん
ず
る
や
ら
ん
と
こ
ゝ
ろ
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も
、
煩
悩
の
所
為
な
り
。
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ゝ
で
流
転

せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く
、
い
ま
だ
む
ま
れ
ざ
る
安
養
浄
土
は
こ
ひ
し
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、
ま
こ
と
に
よ
く
よ
く
煩
悩
の
興
盛
に
さ
ふ
ら
ふ
に
こ
そ
。

な
ご
り
お
し
く
お
も
へ
ど
も
、
娑
婆
の
縁
尽
き
て
、
ち
か
ら
な
く
し
て
お
は
る
と
き
に
、
か
の
土
へ
は
ま
ひ
る
べ
き
な
り
。
い
そ
ぎ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ
ろ
な
き
も
の

を
、
こ
と
に
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
な
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
こ
そ
、
い
よ
い
よ
大
悲
大
願
は
た
の
も
し
く
、
往
生
は
決
定
と
存
じ
さ
ふ
ら
へ
。
踊
躍
歓
喜
の
こ
ゝ
ろ
も
あ

り
、
い
そ
ぎ
浄
土
へ
も
ま
ひ
り
た
く
さ
ふ
ら
は
ん
に
は
、
煩
悩
の
な
き
や
ら
ん
と
、
あ
し
く
さ
ふ
ら
ひ
な
ま
し
と
云
々
。

　
　
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
の
抜
粋

　

愛
執
愛
着
の
か
り
の
や
ど
、
こ
の
人
界
の
火
宅
、
出
離
の
旧
里
た
る
べ
き
あ
ひ
だ
、
依
正
二
報
と
も
に
、
い
か
で
か
な
ご
り
を
し
か
ら
ざ
ら
ん
。
こ
れ
を
お
も
は

ず
む
ば
、
凡
衆
の
摂
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
け
な
り
げ
な
ら
ん
こ
そ
、
あ
や
ま
て
自
力
聖
道
の
機
た
る
歟
、
い
ま
の
浄
土
他
力
の
機
に
あ
ら
ざ
る
歟
と
も
う
た
が
ひ
つ

べ
け
れ
。
を
ろ
か
に
つ
た
な
げ
に
し
て
な
げ
き
か
な
し
ま
む
こ
と
、
他
力
往
生
の
機
に
相
応
た
る
べ
し
。
…
…
こ
れ
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
な
か

な
か
を
ろ
か
に
つ
た
な
げ
な
る
煩
悩
成
就
の
凡
夫
に
て
、
た
ゞ
あ
り
に
か
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
す
が
た
に
て
は
む
べ
ら
ん
こ
そ
、
浄
土
真
宗
の
本
願
の
正
機
た
る
べ
け

れ
と
、
ま
さ
し
く
お
ほ
せ
あ
り
き
。
…
…
た
と
ひ
妄
愛
の
迷
心
深
重
な
り
と
い
ふ
と
も
、
も
と
よ
り
か
ゝ
る
機
を
む
ね
と
摂
持
せ
む
と
い
で
た
ち
て
、
こ
れ
が
た
め

に
ま
う
け
ら
れ
た
る
本
願
な
る
に
よ
り
て

　

こ
の
よ
う
に
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
に
、『
歎
異
抄
』
第
九
章
と
類
似
す
る
言
い
回
し
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
覚
如
が
『
歎
異
抄
』
第
九
章
を
尊
重
し

な
が
ら
、『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
の
前
半
を
作
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
痕
跡
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
両
者
の
教
学
的
な
関
連
性
も
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。

　
『
歎
異
抄
』
第
九
章
に
お
い
て
は
、「
念
仏
を
申
し
て
も
躍
り
上
が
っ
て
喜
べ
ず
、
急
い
で
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
い
う
心
も
な
い
」
と
告
白
を
し
た
唯
円
に
対
し
て
、

親
鸞
は
「
私
も
あ
な
た
と
同
じ
気
持
ち
で
あ
る
」
と
全
面
的
に
唯
円
の
心
を
受
け
入
れ
た
。
親
鸞
は
「
私
も
死
ぬ
の
が
怖
く
て
、
浄
土
往
生
を
素
直
に
喜
べ
な
い
。
そ
の

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
三
二



よ
う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
を
救
う
た
め
に
こ
そ
、
弥
陀
の
本
願
が
あ
る
。
こ
の
世
に
愛
着
を
も
ち
、
急
い
で
浄
土
に
行
き
た
い
と
思
わ
な
い
も
の
を
こ
そ
仏
が
憐
れ
ん
で

く
だ
さ
る
」
と
明
か
し
た
。
覚
如
は
そ
れ
を
承
け
て
、『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
に
お
い
て
、「
愛
着
の
仮
の
宿
を
名
残
惜
し
く
思
う
の
が
凡
夫
で
あ
る
。
愚
か
で
、
あ
り
の

ま
ま
で
飾
る
こ
と
な
く
嘆
き
悲
し
む
凡
夫
こ
そ
が
本
願
の
救
い
の
め
あ
て
で
あ
る
と
親
鸞
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
」
と
明
か
し
て
い
る
。

　

特
に
、『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
に
み
ら
れ
る
覚
如
教
学
の
特
色
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

（
一
（
自
力
聖
道
門
と
他
力
浄
土
門
を
峻
別
し
、
他
力
浄
土
門
で
は
、
死
別
の
悲
し
み
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
、
悲
歎
し
て
も
弥
陀
の
本
願
に
よ
り
て
往
生
で
き
る

と
明
か
し
た
。

（
二
（
臨
終
に
人
が
自
ら
の
心
を
平
安
に
統
御
す
る
に
よ
っ
て
往
生
が
定
ま
る
の
で
は
な
く
、
他
力
の
仏
法
に
よ
っ
て
、
人
間
の
迷
い
を
断
ち
切
ら
れ
、
平
生
に
往

生
す
る
こ
と
が
確
定
す
る
。

（
三
（『
歎
異
抄
』
第
九
章
で
は
、
唯
円
の
告
白
し
た
気
持
ち
を
親
鸞
が
同
感
し
て
仏
の
救
い
が
説
か
れ
、
二
人
の
対
話
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
口

伝
鈔
』
第
十
七
章
で
は
、
唯
円
と
親
鸞
の
対
話
は
登
場
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
愛
別
離
苦
に
苦
し
む
家
族
や
仲
間
に
む
け
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
『
歎
異
抄
』
第
九
章
と
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
で
は
と
も
に
、
死
の
悲
し
み
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
、
妄
愛
の
深
い
人
間
の
た
め
に
こ
そ
、
他
力
往
生
の
道

が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
親
鸞
の
基
本
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
凡
夫
は
阿
弥
陀
仏
や
恩
師
親
鸞
の
前
だ
か
ら
こ
そ
、
自
己
を
偽
ら
ず
に
不
安
を
あ
る
が

ま
ま
吐
露
し
、
自
ら
の
愚
か
さ
を
自
覚
で
き
る
。
凡
夫
に
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
が
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
る
。
両
者
に
は
そ
れ
が
共
通
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
見

て
き
た
よ
う
に
、『
歎
異
抄
』
第
九
章
と
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
と
の
状
況
設
定
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
覚
如
は
親
鸞
の
教
義
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、

『
歎
異
抄
』
第
九
章
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
、『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
を
作
成
し
た
。
覚
如
は
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
確
か
に
浄
土
往
生
で
き
る
の
だ
か
ら
、
悲
し
ん
で
い
い
と

人
々
の
心
情
を
理
解
し
た
と
こ
ろ
は
、
親
鸞
が
唯
円
の
悩
み
を
共
感
し
た
と
こ
ろ
に
相
通
じ
て
い
る
。
愛
別
の
悲
し
み
を
抱
え
る
人
々
へ
の
共
感
は
、
弥
陀
の
他
力
に
支

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
心
強
さ
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
て
く
る
寛
容
さ
で
あ
る
。
他
力
の
悲
願
に
し
っ
か
り
と
い
だ
か
れ
て
い
る
か
ら
、
自
ら
の
愚
か
さ
を
告
白
し
、
安
心

し
て
悲
し
み
、
安
心
し
て
不
安
を
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
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二　

親
鸞
に
見
る
死
別
悲
歎
の
緩
和
―
『
口
伝
鈔
』
第
十
八
章
を
中
心
に

1　
『
口
伝
鈔
』
第
十
八
章
に
み
ら
れ
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

　
『
口
伝
鈔
』
第
十
八
章
で
も
、
愛
す
る
人
を
失
っ
た
遺
族
を
弔
い
、
慰
め
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
を
次

の
二
点
に
整
理
し
た
い
。

　

第
一
に
は
、
愛
別
離
苦
に
悲
し
む
人
々
に
対
し
て
、
憂
い
の
な
い
浄
土
に
導
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
悲
歎
が
和
ら
い
で
い
く
と
教
え
て
い
る
。『
口
伝
鈔
』
第
十
八

章
に
こ
う
説
か
れ
て
い
る
。

一　

別
離
等
の
苦
に
あ
ふ
て
悲
歎
せ
む
や
か
ら
を
ば
、
仏
法
の
く
す
り
を
す
ゝ
め
て
、
そ
の
お
も
ひ
を
教
誘
す
べ
き
事
。

　

人
間
の
八
苦
の
な
か
に
、
さ
き
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
愛
別
離
苦
、
こ
れ
も
と
も
切
な
り
。
ま
づ
生
死
界
の
す
み
は
つ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
り
を
の
べ
て
、
つ
ぎ
に
安

養
界
の
常
住
な
る
あ
り
さ
ま
を
と
き
て
、
う
れ
へ
な
げ
く
ば
か
り
に
て
、
う
れ
へ
な
げ
か
ぬ
浄
土
を
ね
が
は
ず
ん
ば
、
未
来
も
ま
た
か
ゝ
る
悲
歎
に
あ
ふ
べ
し
。
し

か
じ
、「
唯
聞
愁
歎
声
」（
定
善
義
（
の
六
道
に
わ
か
れ
て
、「
入
彼
涅
槃
城
」（
定
善
義
（
の
弥
陀
の
浄
土
に
ま
う
で
ん
に
は
と
、
こ
し
ら
へ
お
も
む
け
ば
、
闇
冥
の

悲
歎
や
う
や
く
に
は
れ
て
、
摂
取
の
光
益
に
な
ど
か
帰
せ
ざ
ら
ん
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
八
～
二
七
九
頁
（

　

こ
の
世
界
に
は
永
遠
な
も
の
は
な
く
、
心
も
形
も
つ
ね
に
移
り
変
わ
り
、
い
つ
か
は
死
を
迎
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
無
常
の
教
説
は
、
一
つ
の
死
が
い
か
に
特

別
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
も
、
死
が
す
べ
て
の
衆
生
に
等
し
く
訪
れ
る
現
実
で
あ
る
と
気
づ
か
せ
る
。
善
導
の
「
唯
聞
愁
嘆
声
」
の
文
を
引
用
し
て
、
こ
の
世
が
憂
い
に

満
ち
た
暗
愁
の
世
界
で
あ
る
と
伝
え
る
こ
と
は
、
自
分
だ
け
な
く
、
誰
も
が
同
じ
よ
う
に
憂
愁
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
善
導
の
「
入
彼
涅

槃
城
」
の
文
を
紹
介
し
、
死
の
彼
方
の
浄
土
の
ぬ
く
も
り
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
白
に
な
っ
た
遺
族
の
心
が
、
弥
陀
の
摂
取
の
光
明
に
照
ら
し
護
ら
れ
る
。
死
別
悲

歎
と
い
う
寂
し
さ
を
弥
陀
の
慈
光
が
つ
つ
み
、
そ
の
人
の
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
が
育
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
は
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
遺
族
を
弔
う
際
に
は
、
悲
し
み
が
さ
ら
に
加
わ
る
よ
う
に
は
弔
っ
て
は
な
ら
な
い
。『
口
伝
鈔
』
第
十
八
章
に
こ
う
説
か
れ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
か
ゝ
る
や
か
ら
に
は
、
か
な
し
み
に
か
な
し
み
を
そ
ふ
る
や
う
に
は
、
ゆ
め
ゆ
め
と
ぶ
ら
ふ
べ
か
ら
ず
。
も
し
し
か
ら
ば
、
と
ぶ
ら
ひ
た
る
に
は
あ
ら
で
、

い
よ
い
よ
わ
び
し
め
た
る
に
て
あ
る
べ
し
。
酒
は
こ
れ
忘
憂
の
名
あ
り
、
こ
れ
を
す
ゝ
め
て
わ
ら
ふ
ほ
ど
に
な
ぐ
さ
め
て
さ
る
べ
し
。
さ
て
こ
そ
と
ぶ
ら
ひ
た
る
に

親
鸞
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て
あ
れ
と
お
ほ
せ
あ
り
き
。
し
る
べ
し
。 

（『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
九
頁
（

　

過
剰
に
涙
を
そ
そ
る
よ
う
な
慰
め
は
、
か
え
っ
て
遺
族
を
悲
し
み
の
深
淵
に
沈
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。「
憂
い
を
忘
れ
る
」
と
呼
ば
れ
る
忘
憂
の
酒
を
す
す
め
て
、
相

手
に
微
笑
み
が
生
ま
れ
て
く
る
ほ
ど
に
慰
め
る
の
が
、
相
手
を
弔
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
親
鸞
は
教
え
た
。「
悲
し
み
が
増
幅
し
な
い
よ
う
に
、
忘
憂
と
い
う

酒
を
す
す
め
た
」
と
さ
れ
る
親
鸞
の
姿
勢
に
は
、
言
う
に
言
え
な
い
悲
し
み
を
少
し
で
も
和
ら
げ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。「
悲
し
む
心
を
少
し
休
め

る
」
と
い
う
親
鸞
の
あ
た
た
か
い
姿
勢
を
こ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

三　

総
合
的
考
察　

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
の
姿
勢
―
仏
と
共
に

1　

悲
歎
の
意
義
―
先
行
研
究
に
学
ぶ

　

本
当
に
つ
ら
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
つ
ら
さ
は
体
験
し
た
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
領
域
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
言
葉
を
尽

く
し
て
み
て
も
、
表
現
し
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
つ
ら
い
こ
と
を
誰
か
に
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
話
す
こ
と
で
も
う
一
度
、
自
分
自
身
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
者
同
志
で
体
験
を
語
り
合
い
、
一
緒
に
過
ご
す
と
、
言
葉
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
安
ら

ぐ
こ
と
が
あ
る
。
悲
し
み
は
亡
く
な
っ
た
人
と
の
関
わ
り
に
応
じ
て
、
一
人
ひ
と
り
異
な
っ
て
く
る
。
心
の
ケ
ア
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な

語
り
得
な
い
そ
の
人
の
悲
し
み
の
そ
ば
に
本
気
で
佇
め
る
か
ど
う
か
、
限
界
を
知
り
つ
つ
も
、
な
お
も
相
手
を
思
う
心
が
も
て
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
継
続
的
に
そ
の
人

に
関
わ
り
つ
づ
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
葬
儀
、
法
事
（Buddhist m

em
orial service

（
な
ど
の
宗
教
儀
礼
が
、
遺
族
の
思
い
を
表
出
し
、

十
分
に
悲
し
む
こ
と
の
で
き
る
場
所
と
時
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
（
11
（

。
葬
儀
と
法
事
は
、
時
間
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
悲
歎
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
し
、
初
七
日
か
ら

四
十
九
日
、
さ
ら
に
は
一
周
忌
、
三
回
忌
、
七
回
忌
な
ど
継
続
的
に
行
わ
れ
る
。
月
参
り
や
法
事
は
、
四
季
折
々
に
あ
ふ
れ
る
悲
し
み
や
記
憶
を
確
か
め
、
遺
族
の
気
持

ち
を
大
切
に
す
る
場
と
な
る
。
法
事
は
、
亡
き
人
を
追
慕
し
、
悲
し
き
も
の
を
必
ず
救
う
仏
徳
を
讃
嘆
し
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
歩
め
る
よ
う
に
支
援
す
る
機
会
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
心
の
ケ
ア
を
受
け
る
側
の
人
々
は
、
い
つ
ま
で
も
援
助
さ
れ
る
側
で
あ
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
遺
族
が
主
役
に
な
っ

て
、
何
か
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
雰
囲
気
づ
く
り
が
必
要
だ
ろ
う
。
宗
教
者
や
援
助
者
が
、
亡
き
人
や
そ
の
遺
族
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に
学
び
あ
う
関
係
が

う
ま
れ
る
だ
ろ
う
。親

鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
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こ
こ
で
、
悲
歎
の
積
極
的
な
意
義
に
つ
い
て
明
か
し
て
い
る
先
人
の
知
見
を
紹
介
し
た
い
。

　

英
国
の
医
師
、D

r. Colin M
urray Parkes

は
、「
悲
し
み
は
愛
の
代
価
で
あ
る
。Grief is the price to pay for love.

」
と
言
い
、
心
か
ら
終
末
期
の
看
取

り
を
し
た
者
は
、
死
を
迎
え
た
人
の
深
い
心
の
交
流
の
結
果
と
し
て
、
死
別
後
に
悲
し
み
を
味
わ
う
と
述
べ
て
い
る
。
看
護
婦
も
そ
の
気
持
ち
を
素
直
に
表
現
し
、

ま
た
家
族
の
悲
し
み
に
共
感
し
、
死
を
迎
え
た
人
の
思
い
出
話
を
し
た
り
、
と
き
に
は
家
族
の
気
持
ち
の
中
に
残
っ
て
い
る
あ
る
種
の
罪
悪
感
に
つ
い
て
話
し
合
っ

た
り
し
て
、
死
別
後
の
悲
し
み
の
支
え
あ
い
が
必
要
で
あ
る
。 

（
季
羽
倭
文
子
「
生
と
死
を
支
え
る
看
護
（
11
（

」（  

　

わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
は
、
数
々
の
喪
失
体
験
と
い
う
小
さ
な
死
が
あ
る
と
述
べ
、
実
は
こ
の
小
さ
な
死
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
態
度
を
身
に
つ
け
る
こ
と
こ

そ
が
、
大
き
な
死
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
さ
な
死
も
大
き
な
死
も
、
人
生
の
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
、
将
来
再
生

を
め
ざ
す
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
と
ら
え
直
す
と
き
、
忌
ま
わ
し
い
死
も
、
希
望
と
解
放
を
内
包
し
た
新
し
い
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

（
樋
口
和
彦
「
死
と
再
生
（
11
（

」（

　

家
族
や
友
人
な
ど
大
切
な
方
を
亡
く
し
た
と
き
、
人
は
悲
し
み
と
い
う
感
情
だ
け
で
な
く
様
々
な
心
と
体
の
変
化
を
経
験
し
ま
す
。
そ
し
て
も
う
存
在
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
緒
に
過
ご
し
た
時
間
を
も
う
二
度
と
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
や
、
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
夢
を

想
っ
て
心
に
痛
み
を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
日
常
生
活
に
も
多
く
の
変
化
が
起
こ
り
、
人
生
が
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
最
初
は
あ
ま
り
に
突
然
の
大
き
な
変
化
に
と
ま
ど
い
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
途
方
に
く
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
の
心
や
体
に
と
っ

て
必
要
な
も
の
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
は
、
今
の
あ
な
た
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
「
悲
し
み
方
」
は
違
い
ま
す
。
悲
し
み
の
波
は
日
々
変

化
し
、
少
し
元
気
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
き
も
あ
れ
ば
、
突
然
大
き
な
悲
し
み
が
襲
っ
て
、
あ
な
た
を
不
安
に
す
る
と
き
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
す
べ

て
が
自
然
な
こ
と
な
の
で
す
。 

（
日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
研
究
振
興
財
団
『
こ
れ
か
ら
の
と
き　

大
切
な
方
を
亡
く
し
た
あ
な
た
へ
（
11
（

』（

　

こ
の
よ
う
に
死
別
後
の
心
や
体
の
変
化
を
大
事
に
気
遣
い
、
亡
き
人
の
思
い
出
話
や
遺
族
の
想
い
を
聞
き
学
ぶ
こ
と
が
、
遺
さ
れ
た
人
の
人
生
に
新
し
い
意
味
を
も
た

ら
す
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
親
鸞
の
教
え
に
学
び
、
先
哲
が
悲
し
み
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
を
紹
介
し
た
い
。

　

大
悲
そ
の
も
の
を
弥
陀
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
…
…
悲
し
さ
は
共
に
悲
し
む
も
の
が
あ
る
時
、
ぬ
く
も
り
を
覚
え
る
。
悲
し
む
こ
と
は
温
め
る
こ
と
で
あ
る
。
悲
し
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鸞
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み
を
慰
め
る
も
の
は
悲
し
み
の
情
で
は
な
か
っ
た
か
。
悲
し
み
は
慈
し
み
で
あ
り
ま
た
「
愛
し
み
」
で
あ
る
。
悲
し
み
を
持
た
ぬ
慈
愛
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
慈

悲
と
言
う
。
仰
い
で
大
悲
と
も
言
う
。
古
語
で
は
「
愛
し
」
を
「
か
な
し
」
と
読
み
、
さ
ら
に
「
美
し
」
と
い
う
文
字
さ
え
「
か
な
し
」
と
読
ん
だ
。
信
仰
は
慈
し

み
に
充
ち
る
観
音
菩
薩
を
「
悲
母
観
音
」
と
呼
ぶ
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
悲
母
阿
弥
陀
仏
」
な
る
言
葉
さ
え
あ
る
。
…
…
慈
悲
に
人
間
は
飢
え
る
。
こ
れ

な
く
し
て
活
く
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。 

（
柳
宗
悦
『
南
無
阿
弥
陀
仏
（
11
（

』（

　

柳
宗
悦
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
大
悲
そ
の
も
の
で
あ
る
。
悲
し
み
は
愛
し
み
で
あ
り
、
美
し
い
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
教
え
て
く
れ
る
。
悲
し
い
の
は
愛
し
い
か
ら

で
あ
る
。
自
分
の
悲
し
み
を
共
に
悲
し
ん
で
く
れ
る
人
が
い
る
と
ぬ
く
も
り
を
感
じ
る
。
悲
し
い
時
は
、
亡
き
人
を
よ
り
近
く
に
感
じ
取
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

悲
し
み
は
悲
し
み
を
知
る
悲
し
み
に
救
わ
れ
、
涙
は
涙
に
そ
そ
が
れ
る
涙
に
た
す
け
ら
る
。
五
劫
思
惟
の
願
と
は
、
こ
の
悲
し
み
を
表
は
し
、
そ
の
涙
か
ら
現
は

れ
し
も
の
で
あ
っ
た
。 

（
金
子
大
榮
『
意
訳　

歎
異
抄
（
18
（

』（

　

自
分
が
悲
し
い
時
に
そ
の
悲
し
み
を
知
っ
て
、
誰
か
が
一
緒
に
悲
し
ん
で
く
れ
る
と
救
わ
れ
る
。
自
分
の
泣
い
て
い
る
そ
ば
で
誰
か
が
泣
い
て
く
れ
る
と
、
そ
の
涙
に

救
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
金
子
大
榮
の
文
章
は
も
う
一
つ
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。
果
て
し
な
く
長
い
間
、
仏
は
あ
な
た
の
悲
し
み
を
知
り
、
涙
を
流
し
て
い
る
。
仏

は
あ
な
た
の
悲
し
み
を
知
り
、
そ
の
救
い
の
道
を
ず
っ
と
思
惟
し
つ
づ
け
た
。
仏
の
願
い
は
仏
の
涙
の
結
晶
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、『
歎
異
抄
』
後
序
の
「
弥
陀
の
五

劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め

し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
の
文
を
金
子
大
榮
が
意
訳
し
た
文
章
で
あ
る
。

2　

死
別
悲
嘆
を
理
解
す
る
た
め
に

　

こ
の
よ
う
に
死
別
の
悲
し
み
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
お
よ
そ
次
の
五
点
が
重
要
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
悲
し
み
は
愛
情
の
証
で
あ
り
、
自
然
な
感
情
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
悲
し
み
は
亡
く
な
っ
た
人
と
の
関
わ
り
に
応
じ
て
、
一
人
一
人
異
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
死
別
に
よ
る
悲
し
み
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
伴
う
。
混
乱
、
死
の
否
定
、
怒
り
、
う
ら
み
、
不
当
感
、
孤
独
感
、
罪
の
意
識
や
後
悔
、
安
堵
感
、
無
関
心
、

感
謝
、
亡
き
人
と
の
再
会
の
希
望
な
ど
、
多
様
な
感
情
が
折
り
重
な
っ
て
現
れ
、
言
葉
の
喪
失
、
幻
想
、
体
調
の
変
化
な
ど
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
悲
嘆
と
い
う
も
の

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
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を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
悲
嘆
の
十
二
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
、
悲
嘆
を
直
線
的
な
段
階
と
し
て
み
る
モ
デ
ル
も
あ
る
（
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（

。
し
か
し
、
実
際
の
悲
し
み
は
、
様
々

な
感
情
が
入
り
交
じ
っ
て
、
混
沌
と
し
て
い
る
。
悲
嘆
を
解
釈
す
る
こ
と
よ
り
も
、
あ
り
の
の
ま
ま
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。

　

第
四
に
、
悲
し
む
プ
ロ
セ
ス
全
体
が
、
傷
つ
い
た
心
を
少
し
ず
つ
癒
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

第
五
に
、
伝
統
文
化
や
宗
教
的
死
生
観
、
地
域
社
会
の
方
言
や
交
流
を
尊
重
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
悲
し
み
に
は
、
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
。
悲
し
み
や
苦
し
み
、
無
常
な
ど
の
人
生
上
の
困
難
な
経
験
を
通
し
て
、
大
切
な
も
の
が
何
で
あ
る
か
に
気
づ

き
、
よ
り
深
く
生
き
る
意
味
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
親
鸞
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
大
悲
の
仏
で
あ
り
、
人
の
悲
し
み
を
共
に
悲
し
み
、

慈
し
み
つ
づ
け
る
仏
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
は
、
あ
な
た
の
悲
し
み
を
共
に
悲
し
む
仏
の
涙
か
ら
現
れ
た
願
い
で
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

1　

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

　

本
論
で
は
、
親
鸞
が
人
々
の
死
別
悲
歎
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
主
と
し
て
『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
と
第
十
八
章
、

『
親
鸞
聖
人
真
筆
消
息
』
な
ど
を
典
拠
と
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
よ
り
親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
次
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
つ

の
角
度
か
ら
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
．
悲
し
い
と
き
に
は
涙
を
抑
え
な
く
て
も
よ
い
。

「
恋
慕
涕
泣
す
と
も
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
る
べ
か
ら
ず
」

「
み
た
か
ら
ん
境
界
を
も
は
ば
か
る
べ
か
ら
ず
」

「
な
げ
き
か
な
し
ま
ん
を
も
い
さ
む
べ
か
ら
ず
」 

（『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章 『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
八
頁
（

…
…
遺
族
が
亡
く
な
っ
た
人
の
枕
元
や
足
下
で
、
ど
れ
ほ
ど
声
を
あ
げ
て
泣
き
、
恋
慕
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
往
生
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
の
計
ら

い
で
な
く
、
本
願
他
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
で
き
る
。
臨
終
に
そ
ば
に
い
た
い
の
な
ら
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
そ
ば
に
い
れ
ば
い
い
。
人
が
泣
い
て
い
る
の

を
そ
ば
で
注
意
し
て
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
惑
い
の
多
い
凡
夫
を
迎
え
取
る
の
が
、
弥
陀
の
悲
願
で
あ
る
。

…
…
悲
し
み
は
自
然
な
感
情
で
あ
り
、
涙
は
愛
情
の
証
で
あ
る
。
悲
し
む
こ
と
を
通
し
て
、
亡
き
人
か
ら
受
け
た
愛
情
、
亡
き
人
に
捧
げ
た
愛
情
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
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…
…
複
雑
な
悲
し
み
の
感
情
を
素
直
に
表
出
で
き
る
時
間
と
空
間
が
求
め
ら
れ
る
。

…
…
悲
し
い
時
に
、
安
易
な
励
ま
し
は
避
け
、
黙
っ
て
一
緒
に
い
る
。

　

Ｂ
．
悲
し
み
を
さ
ら
に
深
め
る
ば
か
り
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
悲
し
む
心
を
少
し
休
め
る
。

「
か
な
し
み
に
か
な
し
み
を
添
ふ
る
や
う
に
は
、
ゆ
め
ゆ
め
と
ぶ
ら
ふ
べ
か
ら
ず
」

「
酒
は
こ
れ
忘
憂
の
名
あ
り
、
こ
れ
を
す
す
め
て
笑
ふ
ほ
ど
に
な
ぐ
さ
め
て
さ
る
べ
し
」 

（『
口
伝
鈔
』
第
十
八
章 『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
九
頁
（

…
…
悲
し
み
に
悲
し
み
が
加
わ
る
よ
う
に
慰
め
て
は
い
け
な
い
。
憂
い
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
飲
み
物
を
す
す
め
て
、
相
手
に
微
笑
み
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
に
慰
め
る
の

が
よ
い
。

　

悲
し
み
を
覆
い
隠
さ
ず
に
、
悲
し
み
と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
を
親
鸞
は
教
え
て
い
る
。
愛
す
る
人
を
失
っ
た
悲
し
み
は
、
パ
ニ
ッ
ク
、
後
悔
、
自
己
嫌
悪
、
罪
責
感
、

自
己
憐
憫
、
怒
り
な
ど
の
感
情
と
複
雑
に
か
ら
ん
で
現
れ
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
感
情
を
押
し
隠
す
必
要
は
な
い
。
言
い
よ
う
の
な
い
感
情
は
、
死
別
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
悲
嘆
反
応
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悲
歎
を
あ
る
が
ま
ま
受
容
す
る
こ
と
を
、
す
で
に
医
療
に
お
け
る
緩
和
ケ
ア
、
ホ
ス
ピ
ス
、
ビ
ハ
ー
ラ
、

死
別
悲
歎
を
分
か
ち
合
う
自
助
グ
ル
ー
プ
（
21
（

が
尊
重
し
て
い
る
。
悲
歎
ケ
ア
に
お
け
る
大
切
な
姿
勢
に
つ
い
て
、
斉
藤
武
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
人
た
ち
が
喪
失
の
事
実
に
対
し
て
、
正
面
か
ら
取
り
組
む
よ
う
な
援
助
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
悲
し
い
思
い
を
抱
か
せ

な
い
よ
う
に
し
た
り
、
死
別
の
事
実
か
ら
目
を
そ
む
け
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
い
で
、
悲
歎
に
あ
る
人
の
抱
い
て
い
る
感
情
を
的

確
に
認
識
さ
せ
、
そ
れ
を
表
現
さ
せ
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
愛
す
る
人
を
失
っ
た
現
実
の
中
で
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
る
援
助
を
す
る

こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
そ
の
人
の
直
面
し
て
い
る
問
題
点
は
何
か
、
そ
し
て
そ
の
解
決
策
は
何
な
の
か
、
と
い
っ
た
具
体
的
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
悲
歎
に
は
十
分
悲
し
む
時
間
も
必
要
な
こ
と
で
す
か
ら
、
十
分
に
悲
し
む
時
間
を
作
っ
て
あ
げ
、
徐
々
に
死
ん
で
い
っ
た
人
に

対
す
る
感
情
を
軽
減
さ
せ
、
新
し
い
人
間
関
係
や
社
会
へ
の
関
わ
り
を
つ
く
っ
て
い
く
よ
う
な
支
援
を
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
（
21
（

。

　

こ
の
よ
う
な
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
が
、
寺
院
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
「
悲
し
み
に
悲
し
み
を
添
う
べ
か
ら
ず
」「
な
げ
き
か
な
し
ま
ん
を
も
い
さ
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
親
鸞
の
姿
勢
は
、
人
の
悲
し
み
を
共
感
し
、
そ
の
後
悔
や
怒
り
を

緩
和
し
、
そ
の
人
自
身
の
人
格
的
成
長
を
見
守
ろ
う
と
す
る
心
理
療
法
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
同
じ
で
あ
る
。
分
け
隔
て
の
な
い
人
間
尊
重
、
相
手
に
対
す
る
敬
愛
と
肯

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
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定
的
配
慮
、
問
題
に
対
す
る
受
動
的
態
度
は
、
ま
さ
し
く
両
者
に
共
通
す
る
性
格
で
あ
る
。
他
面
、
親
鸞
は
、
愛
別
離
苦
に
悲
し
ん
で
い
る
人
に
対
し
て
、
情
緒
不
安
定

な
状
態
を
治
す
た
め
に
、
そ
の
人
の
身
体
的
、
精
神
的
要
因
を
確
認
し
て
個
別
に
対
処
す
る
と
い
う
よ
う
な
心
理
療
法
的
な
姿
勢
を
示
し
た
の
で
は
な
い
。
親
鸞
は
、
愛

す
る
者
と
の
別
れ
に
あ
っ
て
悲
し
む
人
に
、
悲
し
む
の
は
凡
夫
の
自
然
な
姿
で
あ
り
、
仏
は
惑
い
の
多
い
凡
夫
を
こ
そ
迎
え
取
る
の
で
あ
る
か
ら
、
泣
き
崩
れ
て
も
、
そ

の
救
い
に
何
の
障
害
に
も
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
心
理
療
法
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
心
傷
つ
い
た
人
を
、
も
う
一
度
現
実
の
日
常
社
会
に
よ
く
適
応
さ
せ
、

「
十
分
に
機
能
す
る
人
間
（a fully functioning person

（」（
カ
ー
ル
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
（
に
成
長
す
る
よ
う
に
援
助
す
る
、
人
間
尊
重
的
、
過
渡
的
、
対
症
療
法
的
、

長
期
的
対
応
で
あ
る
だ
ろ
う
（
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。
親
鸞
に
お
け
る
仏
の
救
い
は
、
遺
族
が
現
実
に
順
応
す
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
現
状
に
う
ま
く
適
応
で
き
な
く
て
も
、
弥
陀
の
大
悲
に
人

間
の
悲
し
み
を
す
べ
て
あ
ず
け
て
、
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
道
で
あ
り
、
苦
悩
の
根
本
的
解
決
が
如
来
の
大
悲
に
よ
っ
て
自
然
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
示

し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

Ｃ
．
悲
し
み
は
、
究
極
的
な
依
り
ど
こ
ろ
が
心
に
確
立
さ
れ
る
と
、
徐
々
に
和
ら
い
で
く
る
。

「
い
か
に
境
界
を
絶
離
す
と
い
ふ
と
も
、
た
も
つ
と
こ
ろ
の
他
力
の
仏
法
な
く
は
、
な
に
を
も
つ
て
か
生
死
を
出
離
せ
ん
」 

 

（『
口
伝
鈔
』
第
十
七
章
、『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
八
頁
（

「
ま
づ
生
死
界
の
す
み
は
つ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
わ
り
を
の
べ
て
、
つ
ぎ
に
安
養
界
の
常
住
な
る
あ
り
さ
ま
を
説
き
て
、
う
れ
へ
な
げ
く
ば
か
り
に
て
、
う
れ
へ
な
げ

か
ぬ
浄
土
を
ね
が
は
ず
ん
ば
、
未
来
も
ま
た
か
か
る
悲
歎
に
あ
ふ
べ
し
。
し
か
し
、「
唯
聞
愁
歎
声
」（
定
善
義
（
の
六
道
に
わ
か
れ
て
、「
入
彼
涅
槃
城
」（
同
（
の

弥
陀
の
浄
土
に
ま
う
で
ん
に
は
と
、
こ
し
ら
へ
お
も
む
け
ば
、
闇
冥
の
悲
歎
や
う
や
く
に
晴
れ
て
、
摂
取
の
光
益
に
な
ど
か
帰
せ
ざ
ら
ん
」 

 

（『
口
伝
鈔
』
第
十
八
章
、『
聖
典
全
書
』
四
巻
二
七
八
頁
（

…
…
他
力
の
仏
法
に
よ
っ
て
、
生
死
の
迷
い
は
断
ち
切
ら
れ
、
迷
い
を
出
離
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

…
…
こ
の
世
は
憂
い
が
多
い
こ
と
を
遺
族
に
伝
え
、
弥
陀
の
浄
土
に
往
生
す
る
よ
う
に
導
く
と
、
徐
々
に
悲
歎
の
闇
は
晴
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

死
別
の
悲
し
み
を
縁
と
し
て
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
無
常
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
深
い
憂
い
に
覆
わ
れ
た
此
岸
の
向
こ
う
に
、
心
の
ぬ
く
も
る
彼
岸
が
あ
る
こ

と
を
聞
き
信
じ
る
な
ら
ば
、
悲
し
み
が
和
ら
い
で
く
る
。

　

自
分
の
悲
し
み
や
愚
か
さ
と
い
う
人
生
上
の
マ
イ
ナ
ス
要
素
を
す
す
ん
で
受
け
容
れ
る
姿
勢
、
同
時
に
、
他
者
の
悲
し
み
や
苦
し
さ
を
咎
め
ず
に
、
そ
ば
で
受
け
と
め

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
四
〇



よ
う
と
す
る
態
度
は
、
こ
の
仏
に
支
え
ら
れ
て
生
ま
れ
て
く
る
寛
容
さ
で
あ
る
。
そ
の
点
、
人
生
の
無
常
さ
や
自
分
の
悲
し
み
や
愚
か
さ
を
顧
み
ず
に
切
除
し
て
、
よ
い

こ
と
だ
け
を
心
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
脳
を
活
性
化
し
よ
う
と
す
る
自
己
統
御
と
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

弥
陀
の
本
願
力
に
摂
取
さ
れ
て
、
生
死
の
迷
い
を
超
え
る
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
迷
い
や
愛
執
が
た
だ
ち
に
な
く
な
り
、
悲
哀
が
消
え
去
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

生
死
の
迷
い
を
出
離
し
て
も
、
愛
別
に
伴
う
後
悔
や
悲
し
み
、
愚
か
さ
、
世
俗
へ
の
愛
著
は
生
涯
残
り
つ
づ
け
る
。
煩
悩
を
離
れ
ら
れ
な
い
自
己
を
そ
の
ま
ま
、
弥
陀
の

本
願
が
照
ら
し
護
っ
て
い
る
か
ら
、
悲
し
み
と
共
に
生
き
る
道
が
開
か
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

　

親
鸞
は
生
死
を
超
え
る
道
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。

　
「
摂
取
心
光
常
照
護
」
と
い
ふ
は
、
信
心
を
え
た
る
人
お
ば
、
無
碍
光
仏
の
心
光
つ
ね
に
て
ら
し
ま
も
り
た
ま
ふ
ゆ
へ
に
、
無
明
の
や
み
は
れ
、
生
死
の
な
が
き

よ
す
で
に
あ
か
つ
き
に
な
り
ぬ
と
し
る
べ
し
と
也
。「
已
能
雖
破
無
明
闇
」
と
い
ふ
は
、
こ
の
こ
ゝ
ろ
な
り
、
信
心
を
う
れ
ば
あ
か
つ
き
に
な
る
が
ご
と
し
と
し
る

べ
し
。「
貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧　

常
覆
真
実
信
心
天
」
と
い
ふ
は
、
わ
れ
ら
が
貪
愛
・
瞋
憎
を
く
も
・
き
り
に
た
と
え
て
、
つ
ね
に
信
心
の
天
に
お
ほ
へ
る
な
り
と
し

る
べ
し
。「
譬
如
日
月
覆
雲
霧
雲
霧
之
下
明
無
闇
」
と
い
ふ
は
、
日
月
の
、
く
も
・
き
り
に
お
ほ
は
る
れ
ど
も
、
や
み
は
れ
て
く
も
・
き
り
の
し
た
あ
き
ら
か
な
る

が
ご
と
く
、
貪
愛
・
瞋
憎
の
く
も
・
き
り
に
信
心
は
お
ほ
は
る
れ
ど
も
、
往
生
に
さ
わ
り
あ
る
べ
か
ら
ず
と
し
る
べ
し
と
也
。 

 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』
末 『
聖
典
全
書
』
二
巻
六
五
二
～
六
五
三
頁
（

　

如
来
よ
り
信
心
を
恵
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
光
に
照
護
さ
れ
て
、
生
死
の
長
き
夜
が
明
け
、
心
の
闇
の
な
か
に
光
が
射
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
如
来
よ
り
た
ま
わ
っ
た
信
心
の
空
に
は
、
な
お
つ
ね
に
貪
愛
や
瞋
憎
の
雲
、
霧
が
覆
っ
て
い
る
が
、
往
生
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
と
親
鸞
は
明
か
し
た
。
人
の
心
の

暗
闇
が
仏
光
に
照
護
さ
れ
、「
無
明
の
闇
は
れ
、
生
死
の
な
が
き
夜
す
で
に
暁
に
な
り
ぬ
」
と
い
う
救
い
の
自
覚
が
、
親
鸞
に
お
け
る
根
本
的
、
永
遠
的
解
決
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
死
別
の
受
け
と
め
方
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
『
末
灯
鈔
』
第
十
四
通
の
蓮
位
添
書
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
は
、
あ
は
れ
に
な
げ
か
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
と
も
、
さ
き
だ
ち
て
滅
度
に
い
た
り
候
ひ
ぬ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
最
初
引
接
の
ち
か
ひ
を

お
こ
し
て
、
結
縁
・
眷
属
・
朋
友
を
み
ち
び
く
こ
と
に
て
候 

（『
親
鸞
聖
人
真
筆
消
息
』
四
、
蓮
位
添
状
、『
聖
典
全
書
』
二
巻
七
五
四
頁
（

　
「
お
く
れ
さ
き
だ
つ
」
と
い
う
死
別
体
験
は
、
悲
し
い
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
の
父
で
あ
る
覚
信
は
先
立
っ
て
浄
土
の
さ
と
り
を
開
く
と
、
必
ず
最
初
に
息
子
の
あ
な
た

や
家
族
縁
者
を
導
い
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
別
が
悲
哀
に
満
ち
た
も
の
で
も
、
残
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
人
生
の
真
実
に
出
遇
う
縁
で

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
四
一



あ
り
、
亡
き
人
は
仏
と
成
り
、
浄
土
か
ら
還
っ
て
導
い
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
21
（

。
優
し
さ
は
、
悲
し
さ
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
限
り
あ
る
い
の
ち
は
限
り
な

き
い
の
ち
へ
と
成
っ
て
い
く
。
人
が
亡
き
人
と
と
も
に
育
ん
で
き
た
愛
情
は
、
他
者
へ
の
慈
し
み
に
転
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

小　
　

結

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
愛
別
離
苦
に
悲
し
む
人
々
に
対
す
る
親
鸞
の
姿
勢
は
、

　

Ａ
．
悲
し
い
と
き
に
は
涙
を
抑
え
な
く
て
も
よ
い
。

…
…
悲
し
み
は
自
然
な
感
情
で
あ
り
、
涙
や
後
悔
は
愛
情
の
証
で
あ
る
。
死
別
後
に
あ
ら
た
め
て
、
亡
き
人
か
ら
受
け
た
愛
情
、
亡
き
人
に
捧
げ
た
愛
情
に
気
づ
く
。 

　

Ｂ
．
悲
し
み
を
さ
ら
に
深
め
る
ば
か
り
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
悲
し
む
心
を
休
め
る
。

…
…
愁
嘆
は
一
人
ひ
と
り
異
な
る
。
悲
し
ん
で
い
る
人
と
飲
み
物
を
く
み
か
わ
し
、
そ
ば
に
い
る
。
そ
の
人
の
話
を
聞
い
て
微
笑
み
が
う
ま
れ
て
く
る
ほ
ど
に
慰
め
る

こ
と
が
で
き
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
。

　

Ｃ
．
悲
し
み
は
、
究
極
的
な
依
り
ど
こ
ろ
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
ら
い
で
い
く
。

…
…
死
別
の
悲
し
み
の
な
か
で
、
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
っ
て
、
苦
し
み
の
な
い
さ
と
り
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う
教
え
を
聞
い
て
念
仏
す
る
う
ち
に
、
自
ず
と
仏

の
救
い
の
光
明
に
い
だ
か
れ
る
。
還
相
回
向
の
教
え
の
よ
う
に
、
生
き
残
っ
た
人
が
亡
き
人
に
導
か
れ
、
仏
と
共
に
生
き
て
い
く
道
が
開
か
れ
る
。

と
い
う
三
つ
の
角
度
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
遺
族
の
悲
嘆
の
プ
ロ
セ
ス
に
継
続
的
、
共
感
的
に
関
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
世
を
超
え
た
仏
の
救

い
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
愛
別
離
苦
の
悲
し
み
は
、
平
生
に
お
い
て
如
来
よ
り
信
心
を
恵
ま
れ
て
い
て
も
、
凡
夫
で
あ
る
限
り
、
臨
終
に
い
た
る
ま
で
消
え
ず
、

た
え
ず
わ
き
起
こ
っ
て
く
る
と
説
い
た
。
し
か
し
死
別
が
つ
ら
く
て
、
ど
れ
ほ
ど
嘆
き
嗚
咽
し
た
と
し
て
も
、
涙
で
往
生
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
い
。
弥
陀
の
本
願
力
の

自
然
な
牽
引
力
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
て
如
来
よ
り
信
心
を
恵
ま
れ
て
生
き
る
と
は
、
別
離
の
悲
し
み
が
消
え
去
っ
た
と
い
う
心
境
で
は
な

か
っ
た
。
如
来
よ
り
信
心
を
恵
ま
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
弥
陀
の
救
い
の
光
が
凡
夫
の
心
の
闇
を
照
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫
の
悲
し
み
の
雲
を
つ
き
ぬ
け
て
、

弥
陀
の
摂
取
の
心
光
に
常
に
照
護
さ
れ
て
、
心
の
闇
が
晴
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
か
ら
の
救
い
は
、
人
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願

に
帰
依
し
て
弥
陀
に
迎
え
ら
れ
、
自
分
の
悲
し
み
が
そ
の
ま
ま
す
べ
て
仏
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
、
安
心
し
て
泣
く
こ
と
が
で
き
、
往
生
浄
土
の
道
が
前
に
開
か
れ
て
く
る

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
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こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
傷
つ
け
あ
っ
た
悲
し
み
も
、
信
じ
あ
え
た
喜
び
も
い
つ
か
あ
り
の
ま
ま
に
愛
せ
る
よ
う
に
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
愛
別
と
い
う
無

常
の
現
実
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
も
、
人
が
弥
陀
の
本
願
に
ま
か
せ
て
た
だ
念
仏
す
る
日
々
の
中
で
、
過
ぎ
た
日
に
背
を
向
け
ず
に
、
自
ら
の
悲
し
み
に
向
き
あ
い
、

あ
た
か
も
渋
柿
の
渋
が
そ
の
ま
ま
甘
み
に
な
る
よ
う
に
、
悲
し
み
が
い
つ
か
そ
の
ま
ま
優
し
さ
に
変
容
し
て
、
新
し
い
寛
容
な
態
度
が
醸
成
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

や
が
て
時
の
経
過
と
と
も
に
、
悲
し
み
が
変
化
し
、
悲
し
み
か
ら
離
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
愛
す
る
人
の
思
い
出
は
、
遺
族
と
ず
っ
と
一
緒
で
あ
る
。
亡
き
人

は
過
去
の
思
い
出
の
中
だ
け
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
愛
す
る
人
々
は
現
在
と
未
来
に
も
大
悲
の
は
た
ら
き
と
な
っ
て
生
き
つ
づ
け
る
。
亡
き
人
は
仏
と
な
っ
て
、

遺
族
を
慰
め
、
自
分
が
誰
で
あ
る
か
、
ど
こ
へ
行
く
べ
き
か
を
導
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
悲
し
み
が
自
分
の
生
き
る
源
泉
に
な
り
、
親
鸞
の
還
相
回
向
の
教
え
が
示
す
よ

う
に
、
亡
き
人
は
仏
の
よ
う
に
、
遺
さ
れ
た
人
々
の
心
に
還
っ
て
導
い
て
く
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
註（

1
（ 

鍋
島
直
樹
「
親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
―
死
別
悲
歎
の
ケ
ア
と
そ

の
超
克
」『
真
宗
学
』
九
九
・
一
〇
〇
号
、
一
九
九
九
年
。
こ
の
拙
論
を
反
省

し
、
修
訂
し
て
こ
こ
に
再
考
察
し
た
。

（
2
（ 

こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
真
宗
学
の
優
れ
た
先
行
研
究
に
、
打
本
弘
祐
「
親
鸞

に
お
け
る
対
象
喪
失
（
上
（
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
」『
真
宗

学
』
一
三
七
・
一
三
八
号
、
二
〇
一
八
年
、「
親
鸞
に
お
け
る
対
象
喪
失
（
下
（

親
鸞
思
想
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
接
点
を
求
め
て
」『
真
宗
学
』
一
三
九
号
、
二

〇
一
九
年
が
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
喪
失
や
行
方
不
明
者
や
認
知
症
な
ど
の
喪

失
を
み
つ
め
て
論
究
し
て
い
る
。

（
1
（ 

髙
木
慶
子
『
喪
失
体
験
と
悲
歎　

阪
神
淡
路
大
震
災
と
死
別
し
た
三
四
人
の

母
親
の
言
葉
』
二
頁
、
医
学
書
院
、
二
〇
〇
七
年

（
1
（ 

『
日
本
グ
リ
ー
フ
＆
ビ
リ
ー
ブ
メ
ン
ト
学
会
設
置
趣
旨
』　http://js-gb.

com
/academ

iy/ 

二
〇
二
一
年
九
月
十
六
日
閲
覧

（
1
（ Bereavem

ent com
es from

 an O
ld English w

ord that m
eans “rob,” 

“deprive,” and “seize.” W
hen a loved one is taken, usually through 

death, those w
ho rem

ain are often left in a state of bereavem
ent. 

http:/w
w

w
. V

ocabrary.com
/dictionary/bereavem

ent  

二
〇
二
一
年

九
月
十
七
日
閲
覧

（
1
（ 

ア
ー
ル
・
グ
ロ
ル
マ
ン
『
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
時
』
四
四
頁
、
一
三
二
頁
、

一
六
六
頁
、
二
〇
〇
頁
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年

（
1
（ 

前
掲
書
七
頁

（
8
（ 

『
口
伝
鈔
』
は
、
親
鸞
の
曾
孫
に
あ
た
る
覚
如
の
書
で
あ
る
。『
口
伝
鈔
』
は
、

乗
専
書
写
本
に
よ
れ
ば
、
一
三
三
一
年
（
元
弘
元
年
（、
覚
如
六
十
二
歳
の
時

に
撰
述
さ
れ
た
。
覚
如
自
筆
本
（
龍
谷
大
学
蔵
（
に
よ
れ
ば
、
一
三
四
四
年

（
康
永
三
歳
（、
覚
如
七
十
五
歳
の
時
に
最
終
的
に
改
訂
さ
れ
た
。
二
十
一
条
よ

り
な
る
。
奥
書
に
よ
れ
ば
、
元
弘
元
年
十
一
月
下
旬
、
親
鸞
聖
人
の
報
恩
講
の

七
日
間
に
、
覚
如
は
、
先
師
如
信
が
宗
祖
よ
り
直
接
聞
い
た
他
力
真
宗
の
教
え

を
話
し
た
。
親
鸞
の
行
状
と
法
語
を
、
門
弟
乗
専
に
筆
録
さ
せ
た
。『
改
邪

鈔
』
と
同
じ
く
、
乗
専
の
所
望
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
後
、
ま
も
な

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
四
三



く
覚
如
は
関
東
に
赴
き
、
翌
年
一
月
四
日
に
如
信
の
三
十
三
回
忌
を
行
い
、
そ

の
折
り
に
二
十
四
輩
を
選
定
し
、『
口
伝
鈔
』
で
、
法
然
→
親
鸞
→
如
信
、
親

鸞
→
如
信
→
覚
如
と
い
う
三
代
伝
持
の
血
脈
を
示
し
た
。『
口
伝
鈔
』
の
識
語

に
、「
元
弘
第
一
の
暦
、
辛
未
仲
冬
下
旬
の
候
、
祖
師
聖
人　

本
願
寺
親
鸞　

報
恩
謝
徳
の
七
日
七
夜
の
勤
行
中
に
あ
ひ
当
り
て
、
先
師
上
人　

釈
如
信　

面

授
口
決
の
専
心
・
専
修
・
別
発
の
願
を
談
話
に
す
る
の
つ
い
で
に
、
伝
持
し
た

て
ま
つ
る
と
こ
ろ
の
祖
師
聖
人
の
御
己
証
、
相
承
し
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
の
他

力
真
宗
の
肝
要
、
予
が
口
筆
を
も
っ
て
こ
れ
を
記
さ
し
む
」（『
聖
典
全
書
』
四

巻
二
八
五
頁
（
と
、
宗
昭
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
先
師
如
信
よ
り
「
面
授

の
口
決
」
を
受
け
た
覚
如
が
、
親
鸞
の
教
え
を
受
け
継
い
で
、
他
力
真
宗
の
要

を
ま
と
め
た
の
が
『
口
伝
鈔
』
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、『
口
伝
鈔
』
や

『
改
邪
鈔
』
に
は
、
愛
山
護
法
の
立
場
か
ら
、
他
力
真
宗
の
教
え
が
示
さ
れ
た

だ
け
で
な
く
、
親
鸞
の
言
葉
や
態
度
が
、
な
ま
の
感
覚
で
記
録
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
、『
口
伝
鈔
』
第
十
九
章
は
、『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
の
内
容
と

共
通
し
、
悪
人
正
機
説
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、『
口
伝
鈔
』
第
八
章

に
は
、
一
切
経
校
合
に
お
い
て
も
て
な
し
を
受
け
た
際
に
、
親
鸞
が
袈
裟
を
か

け
て
ま
ま
食
事
を
し
た
意
味
に
つ
い
て
、
開
寿
丸
と
の
対
話
を
通
し
て
明
ら
か

に
し
て
い
る
こ
と
、『
改
邪
鈔
』
第
三
章
に
は
、「
わ
れ
は
こ
れ
賀
古
の
教
信
沙

弥
の
定
な
り
」「
た
と
ひ
牛
盗
人
と
い
は
る
と
も
、
も
し
は
善
人
、
も
し
は
後

世
者
、
も
し
は
仏
法
者
と
み
ゆ
る
や
う
に
振
舞
ふ
べ
か
ら
ず
」（『
聖
典
全
書
』

四
巻
三
〇
三
頁
（、『
改
邪
鈔
』
第
十
六
章
に
は
、「
某　

親
鸞　

閉
眼
せ
ば
、

賀
茂
河
に
い
れ
て
魚
に
あ
た
ふ
べ
し
」（『
聖
典
全
書
』
四
巻
三
一
八
頁
（
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
親
鸞
の
な
ま
の
言
葉
は
、
親
鸞
の
体
系
的
な
『
教
行

証
文
類
』
の
文
と
は
趣
を
異
に
し
て
、
親
鸞
が
い
ろ
ん
な
人
と
対
面
し
た
時
の

臨
場
感
が
あ
り
、
親
鸞
の
姿
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
。

（
9
（ 

伊
藤
真
徹
『
平
安
浄
土
教
信
仰
史
の
研
究
』
三
三
八
～
三
六
四
頁
、
平
楽
寺

書
店
、
一
九
七
四
年
、
田
代
俊
孝
『
親
鸞
の
生
と
死
』、
法
蔵
館

（
11
（ 

伝
源
信
『
臨
終
行
儀
』
は
、
平
安
時
代
以
降
に
流
布
し
た
書
で
あ
り
、
教
学

的
に
、
源
信
の
著
述
と
は
断
定
で
き
な
い
。
源
信
の
『
往
生
要
集
』
臨
終
行
儀

で
は
、
行
事
に
お
い
て
は
、
善
導
の
『
観
念
法
門
』
を
引
用
し
、「
ま
た
行
者

等
の
眷
属
・
六
親
、
若
し
来
た
り
て
看
病
せ
ば
、
酒
・
肉
・
五
辛
を
食
せ
る
人

を
有
ら
し
む
る
な
か
れ
」（『
恵
心
僧
都
全
集
』
一
巻
一
七
一
頁
、『
聖
典
全

書
』
一
巻
一
一
六
一
頁
（
と
注
意
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
往

生
要
集
』
で
は
「
も
し
死
を
迎
え
よ
う
と
す
る
行
者
の
仲
間
や
家
族
が
来
て
看

病
す
る
際
に
は
、
酒
や
肉
、
五
辛
を
食
べ
た
人
を
、
行
者
の
病
床
に
居
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
、
病
人
の
家
族
の
看
病
を
認
め
、
飲
酒
や
肉
食
を
し

た
看
病
人
の
入
室
を
禁
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
源
信
は
、
弁
長
の
よ
う

に
「
家
族
や
仲
間
が
看
病
す
れ
ば
、
こ
の
世
へ
の
愛
著
が
生
じ
て
、
悪
道
に
堕

ち
る
だ
ろ
う
」
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
そ
の
点
、
源
信
や
善
導
が
「
念
仏
の
行

者
を
家
族
や
仲
間
は
看
病
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
ま
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（
11
（ 

『
恵
心
僧
都
全
集
』
一
巻
一
七
八
頁
、『
聖
典
全
書
』
一
巻
一
一
六
七
頁

（
12
（ 

成
立
は
『
口
伝
鈔
』
よ
り
も
『
歎
異
抄
』
の
方
が
早
く
、
覚
如
は
『
口
伝

鈔
』
に
唯
円
の
名
前
を
出
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
覚
如
が
、「
法
然
→

親
鸞
→
如
信
→
覚
如
」
の
法
統
を
強
調
す
る
た
め
だ
ろ
う
。
両
書
は
教
学
内
容

が
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
実
際
、『
歎
異
抄
』
の
覚
如
自
筆
本
（
康
永
三
年
。

龍
谷
大
学
蔵
（
が
残
さ
れ
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
と
『
口
伝
鈔
』
と
を
比
較
す

る
と
、『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
と
『
口
伝
鈔
』
第
四
章
に
お
け
る
「
人
を
千
人

殺
害
し
た
ら
ば
や
す
く
往
生
す
べ
し
」
の
問
題
、『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
と

『
口
伝
鈔
』
第
十
九
章
に
お
け
る
善
悪
、
宿
業
の
問
題
、『
歎
異
抄
』
第
三
章
と

『
口
伝
鈔
』
第
十
九
章
に
お
け
る
悪
人
正
機
の
問
題
、『
歎
異
抄
』
第
六
章
と

『
口
伝
鈔
』
第
六
章
に
お
け
る
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
の
教
説
、『
歎

異
抄
』
第
十
四
章
と
『
口
伝
鈔
』
第
四
章
、
第
十
六
章
に
お
け
る
滅
罪
、
お
よ

親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢

一
四
四



び
臨
終
正
念
往
生
と
平
生
業
成
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
に

は
、
表
現
も
内
容
も
近
似
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
よ
り
、
覚
如
が

『
口
伝
鈔
』
を
作
成
す
る
際
、
親
鸞
の
教
義
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
唯
円
の

『
歎
異
抄
』
を
参
照
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

（
11
（ 

碑
文
谷
創
「
日
本
の
葬
儀
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
」
七
頁
、『
生
と
死
を
考
え

る
会
会
報
』
五
六
、
一
九
九
八
年
七
月
、
上
智
大
学
。
鍋
島
直
樹
「
震
災
救
援

に
つ
な
が
る
真
宗
学
の
可
能
性
」、『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
四
六
号
、
一
九
九
五

年
。
鍋
島
直
樹
「
離
別
の
悲
し
み
を
超
え
て
ゆ
く
た
め
に
―
心
の
ケ
ア
の
重
要

性
」、『
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

阪
神
淡
路
大
震
災
記
録
集
』
一
九
二
～
一
九
八

頁
、
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
八
年

（
11
（ 

季
羽
倭
文
子
「
生
と
死
を
支
え
る
看
護
」、
日
本
板
橋
病
院
「
訪
問
看
護

室
」
室
長
、
樋
口
和
彦
・
平
山
正
美
編
『
生
と
死
の
教
育　

デ
ス
・
エ
デ
ュ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
す
す
め
』
二
一
五
～
二
一
六
頁
、
創
元
社
、
一
九
八
五
年

（
11
（ 

樋
口
和
彦
「
死
と
再
生
」、
同
志
社
大
学
神
学
部
名
誉
教
授
、
宗
教
心
理
学
、

臨
床
心
理
士
。
樋
口
和
彦
・
平
山
正
美
編
『
生
と
死
の
教
育　

デ
ス
・
エ
デ
ュ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
す
す
め
』
二
九
八
頁

（
11
（ 

日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
研
究
振
興
財
団
『
こ
れ
か
ら
の
と
き　

大
切
な

方
を
亡
く
し
た
あ
な
た
へ
』
一
頁
、
執
筆
者
、
遺
族
支
援
シ
ス
テ
ム
研
究
会
、

黒
川
雅
代
子
、
米
虫
圭
子
、
坂
口
幸
弘
他
、
二
〇
〇
六
年

（
11
（ 

柳
宗
悦
宗
教
論
集
第
三
巻
『
南
無
阿
弥
陀
仏　

一
遍
上
人
』
六
三
～
六
四
頁
、

春
秋
社
、
一
九
九
〇
年

（
18
（ 

金
子
大
榮
『
意
訳　

歎
異
抄
』
九
八
頁
、
全
人
社
、
一
九
四
九
年

（
19
（ 

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン
に
よ
れ
ば
、
悲
嘆
プ
ロ
セ
ス
に
十
二
段
階
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
1
．
精
神
的
打
撃
と
麻
痺
状
態 

、
2
．
否
認
、
1
．
パ
ニ
ッ

ク
、
1
．
怒
り
と
不
当
感
、
1
．
敵
意
と
う
ら
み
、
1
．
罪
責
感
、
1
．
空
想

形
成
な
い
し
幻
想
、
8
．
孤
独
感
と
抑
う
つ
、
9
．
精
神
的
混
乱
と
無
関
心
、

11
．
あ
き
ら
め
―
受
容
、
11
．
新
し
い
希
望
―
ユ
ー
モ
ア
と
笑
い
の
再
発
見
、

12
．
立
ち
直
り
の
段
階
―
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
誕
生
（
ア
ル
フ
ォ
ン

ス
・
デ
ー
ケ
ン
・
曽
野
綾
子
編
『
生
と
死
を
考
え
る
』
春
秋
社
（。
た
だ
実
際

の
遺
族
の
悲
嘆
感
情
は
一
人
ひ
と
り
異
な
り
、
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
。
悲
嘆
プ

ロ
セ
ス
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
遺
族
の
悲
嘆
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
と
、
悲
嘆
の

予
測
が
先
行
し
て
し
ま
う
。
大
切
な
の
は
、
悲
嘆
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
遺
族
を
分

析
せ
ず
に
、
悲
し
む
人
の
今
の
気
持
ち
を
受
け
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。

（
21
（ 

京
都
自
死
・
自
殺
相
談
セ
ン
タ
ーsotto

、
二
〇
一
〇
年
設
立
、
神
戸
「
ひ

ま
わ
り
の
会
」、
代
表
、
中
村
寿
子
、
一
九
九
六
年
設
立
等

（
21
（ 

斉
藤
武
「
末
期
患
者
と
そ
の
家
族
―
悲
歎
に
つ
い
て
」、
日
野
原
重
明
編
集

『
患
者
家
族
へ
の
ケ
ア
』
七
七
～
七
八
頁
、
中
央
法
規
、
一
九
八
八
年

（
22
（ 

西
光
義
敞
編
『
宗
教
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』
参
照
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七

五
年

（
21
（ 

打
本
弘
祐
「
親
鸞
に
お
け
る
対
象
喪
失
（
下
（
～
親
鸞
思
想
と
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
の
接
点
を
求
め
て
」
七
七
～
七
八
頁
、『
真
宗
学
』
一
三
九
号
、
二
〇
一
九

年
。Shinranʼs 
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