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意
念
院
釈
耕
道
。
今
春
、
三
十
九
歳
の
若
さ
で
急
逝
し
た
、
杉
本
耕
一
氏
に
付
け
ら
れ
た
法
名
で
あ
る
。

　

氏
と
最
初
に
出
会
っ
た
の
は
、
今
か
ら
約
四
年
前
の
二
〇
一
三
年
三
月
十
三
日
、
京
都
の
相
応
学
舎（

1
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
同
学
舎

の
留
守
居
役
・
平
野
喜
之
氏
の
導
き
に
よ
り
、
そ
の
場
所
で
の
口
頭
発
表
と
、
氏
と
の
最
初
の
対
話
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
時
に
私

が
発
表
し
た
の
は
、
前
年
に
暁
烏
敏
賞
（
石
川
県
白
山
市
主
催
）
へ
出
し
た
論
文
を
も
と
に
、
西
田
幾
多
郎
と
親
鸞
に
通
底
す
る
宗
教
観

に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
き
わ
め
て
拙
い
内
容
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
十
日
後
に
氏
か
ら
次
の
よ
う
な
メ
ー
ル
が
届
い
た
。

　

先
日
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
発
表
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

西
田
と
親
鸞
、西
田
と
近
代
教
学
と
い
う
課
題
は
、二
年
ほ
ど
前
に
は
じ
め
て
安
田
理
深
の
も
の
を
読
ん
で
驚
嘆
し
て
以
来
、ず
っ

と
関
心
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。

　

両
者
に
は
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、
親
鸞
教
学
の
思
想
の
中
に
は
、
西
田
の
思
想
か
ら
は
必
ず

し
も
出
て
来
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
も
し
か
し
た
ら
そ
こ
に
重
要
な
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
（
前
回
「
名
号
」
の
問
題
や
「
対
応
」
の
問
題
に
関
し
て
や
や
し
つ
こ
く
質
問
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
上
の
よ
う
な
関
心

か
ら
、
非
常
に
興
味
深
い
所
で
す
）。
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添
付
し
ま
し
た
も
の
は
、
現
在
計
画
中
の
本
の
「
は
じ
め
に
」「
序
」「
目
次
」「
お
わ
り
に
」
で
す
。
全
部
読
ん
で
い
た
だ
く
に

は
及
び
ま
せ
ん
が
、
も
し
何
か
気
が
付
い
た
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
指
導
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
私
の
場
合
、
い
き

な
り
宗
教
の
問
題
に
入
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
ま
す
の
で
、「
歴
史
的
世
界
」
の
あ
り
方
を
分
析
し
て
ゆ
く
と
「
宗
教
」
の
問
題
に

い
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
方
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。）

（
二
〇
一
三
年
三
月
二
十
三
日
）

　　

こ
こ
で
「
現
在
計
画
中
の
本
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
同
年
の
十
二
月
に
上
梓
さ
れ
た
単
著
『
西
田
哲
学
と
歴
史
的
世
界
―
―
宗
教
の

問
い
へ
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
で
あ
る
。
私
の
も
と
に
送
ら
れ
た
の
は
、
本
論
を
省
い
た
片
鱗
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
「
学
問

と
し
て
の
「
哲
学
」
と
、
自
分
が
ど
こ
で
生
き
る
か
と
い
う
切
実
な
問
題
と
が
、
常
に
一
つ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
西
田
の
思
索
の
独
特
の

魅
力
が
あ
る
」（
序
）
と
押
さ
え
つ
つ
、
そ
の
問
題
を
ど
こ
ま
で
も
「
哲
学
」
に
立
脚
し
て
追
究
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
や
、
自
己
の
内
に

生
ず
る
「
疑
問
」
と
向
き
合
い
つ
つ
、
ど
こ
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
を
厳
密
に
読
ん
で
い
こ
う
と
す
る
態
度
に
、
立
場
や
境
遇
を
越
え
て
深
く

共
鳴
し
た
。
何
よ
り
も
、
は
か
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
大
き
さ
」
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。

　

そ
の
後
、
氏
は
愛
媛
大
学
に
奉
職
さ
れ
、
私
も
ま
た
東
京
の
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
へ
三
年
の
期
限
付
き
で
赴
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
以
降
、
自
身
の
担
当
す
る
研
究
会
に
講
師
と
し
て
招
聘
し
た
り
、
各
種
学
会
で
交
流
を
し
た
り
、
は
た
ま
た
共
同
研
究
の
企
画
を
構

築
し
た
り
と
、
私
の
東
京
で
の
研
究
生
活
は
、
常
に
氏
と
の
対
話
と
共
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

氏
の
訃
報
を
受
け
た
の
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
二
十
五
日
の
深
夜
十
一
時
。
愛
媛
大
学
で
哲
学
を
専
攻
す
る
学
生
か
ら
の
メ
ー
ル
に
よ

り
、
そ
の
驚
愕
の
事
実
を
知
っ
た
。
こ
の
時
、
私
は
職
場
の
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
（
当
時
）
に
て
、
追
い
込
み
状
態
と
な
っ
て
い
た
『
現
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代
と
親
鸞
』
第
三
十
三
号
（「
特
集　

清
沢
満
之
研
究
の
軌
跡
と
展
望
」、二
〇
一
六
年
六
月
刊
行
）
の
編
集
作
業
に
没
頭
し
て
い
た
。
メ
ー

ル
を
じ
っ
く
り
と
確
認
す
る
余
裕
も
な
い
ほ
ど
に
、
切
羽
詰
ま
っ
た
慌
た
だ
し
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、「
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
詳
細
の
分

か
ら
ぬ
現
時
点
で
こ
れ
を
お
伝
え
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
良
い
の
か
、
多
く
の
葛
藤
が
あ
り
ま
す
が
、
事
実
だ
け
は
早
く
お
伝
え
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
連
絡
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。」
と
い
う
冒
頭
の
文
面
が
目
に
入
り
、
た
だ
事
で
は
な
い
と
作
業
の
手
を

止
め
た
。

―
―
敬
愛
す
る
杉
本
耕
一
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
一
文
を
、
い
っ
た
い
何
度
読
み
返
し
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
の
連
絡
に
よ
る
と
、
前
週
の
金
曜
日
の
講
義
を
欠
講
し
て
以
来
、
週

が
明
け
て
も
消
息
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
に
同
僚
方
が
自
宅
を
訪
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
遺
体
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
後
日
、
致
死
性
の

不
整
脈
を
因
と
し
て
、四
月
二
十
一
日
に
逝
去
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た（
私
は
そ
の
日
の
朝
に
も
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
を
し
て
い
た
）。

　

氏
の
葬
儀
は
、
故
郷
の
名
古
屋
市
（
港
区
）
で
五
月
四
日
に
執
り
行
わ
れ
た
。
縁
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
場
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

葬
儀
は
、
氏
の
「
家
の
宗
教
」
で
あ
る
真
宗
大
谷
派
の
様
式
で
勤
め
ら
れ
た
。
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
生

前
の
姿
を
想
う
と
、
な
ぜ
か
不
思
議
な
感
覚
に
身
が
包
ま
れ
た
。

　

葬
儀
を
終
え
て
数
日
後
、
私
は
氏
の
御
母
堂
に
手
紙
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
文
面
の
大
半
は
、
私
自
身
と
の
交
流
の
軌
跡
や
哀
悼

の
念
を
つ
づ
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
、
氏
か
ら
預
か
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
原
稿
に
つ
い
て
、
そ
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
の

承
諾
を
請
う
た
。
実
は
、
訃
報
を
受
け
た
時
に
編
集
し
て
い
た
論
集
（『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
十
三
号
）
に
、
氏
の
寄
稿
論
文
が
掲
載
さ
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れ
る
予
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
西
田
幾
多
郎
の
「
宗
教
哲
学
」
と
清
沢
満
之
の
「
宗
教
哲
学
」」
と
題
さ
れ
た
そ
の
論
文
は
、「
遺
作
」
と
呼
ぶ
の
が
は
ば
か
ら
れ
る

ほ
ど
に
、
読
む
者
に
大
い
な
る
前
途
を
予
期
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
私
は
訃
報
を
受
け
て
大
い
に
動
揺
し
な
が
ら
も
、
氏
の
最
後
の
完
成

論
文
を
、
何
と
し
て
も
世
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
て
無
事
公
表
に
至
っ
た
論
文
は
、
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、
西
田
と
清
沢
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
の

重
層
的
な
関
係
を
「
動
的
に
理
解
」
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
決
し
て
完
結
し
た
内
容
で
は
な
く
、
続

編
を
期
待
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
締
め
く
く
り
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
終
盤
に
は
、
清
沢
の
「
哲
学
者
」
と
し
て
の
側
面
を
発
掘
し

た
今
村
仁
司
の
研
究
に
触
れ
、な
か
で
も
今
村
が
清
沢
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
と
の
分
限
を
明
確
に
す
る
論
じ
方
、

あ
る
い
は
「
哲
学
」
に
よ
っ
て
概
念
的
に
語
り
え
な
い
も
の
を
語
る
た
め
に
「
比
喩
」
的
語
り
（
比
説
）
を
用
い
た
点
を
評
価
し
て
い
る

こ
と
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
敢
え
て
「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
と
が
重
な
る
と
こ
ろ
を
読
み
取
っ
て
い
く
と
い
う
、
独
自
の
読
み
方
を
提
示

し
て
い
る
（
そ
の
背
景
に
は
「
な
ぜ
西
田
で
は
な
く
清
沢
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
）。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
終
案
に
落
ち
着
く
ま
で
に
、
氏
と
私
と
の
間
で
何
度
も
意
見
交
換
を
重
ね
て

い
る
（
最
初
に
届
い
た
案
は
「「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
と
を
め
ぐ
る
清
沢
満
之
と
西
田
幾
多
郎
」
で
あ
っ
た
）。
そ
の
や
り
取
り
の
最
中
に
、

氏
か
ら
自
ら
の
展
望
を
述
べ
た
メ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

タ
イ
ト
ル
に
つ
き
ま
し
て
、
今
回
の
論
文
だ
け
を
と
る
と
、
ご
指
摘
の
と
お
り
、「
清
沢
と
西
田
に
お
け
る
・
・
・
」
と
し
た
方
が

確
か
に
分
か
り
や
す
い
と
も
思
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
展
望
と
し
て
は
、
京
都
学
派
・
親
鸞
教
学
・
禅
思
想
を
広
く
見
渡
し
つ
つ
「
哲

学
」
と
「
宗
教
」
と
い
う
問
題
が
ど
う
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
か
（「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
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宗
教
思
想
家
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
展
開
し
て
い
る
か
）
と
い
う
方
向
に
展
開
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
（
い
つ
か
そ
う

い
う
テ
ー
マ
で
一
冊
に
ま
と
め
た
い
で
す
）。
で
す
の
で
、
で
き
れ
ば
そ
う
い
う
展
望
が
示
唆
さ
れ
る
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、「「
哲
学
」

と
「
宗
教
」
と
を
め
ぐ
る
・
・
・
」
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
二
〇
一
六
年
二
月
十
一
日
、
傍
線
は
本
人
に
よ
る
）

　

ま
た
、
今
村
の
清
沢
研
究
に
関
し
て
は
、
こ
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
翌
月
（
三
月
十
七
日
）
に
、「
清
沢
満
之
か
ら
問
わ
れ
る
も
の
―
―

異
領
域
間
の
「
対
話
」
は
可
能
か
？
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
開
催
し
た
第
二
回
「
清
沢
満
之
研
究
交
流
会
」（
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
主
催
）

に
お
い
て
、
氏
は
「
今
村
仁
司
の
清
沢
満
之
論
と
「
宗
教
哲
学
」
の
課
題
」
と
い
う
題
目
で
、
よ
り
具
体
的
に
、
そ
し
て
よ
り
一
層
深
く

踏
み
込
ん
で
（
特
に
今
村
の
立
場
も
単
純
に
「
哲
学
／
宗
教
」
の
二
元
論
で
は
語
れ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
）
研
究
発
表
を
さ
れ
た（

2
）。

こ
の
会
で
は
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
務
め
ら
れ
た
岩
田
文
昭
先
生
（
大
阪
教
育
大
学
教
授
）
よ
り
、「
杉
本
氏
は
、
宗
教
哲
学
に
お
け
る

方
法
論
を
論
じ
て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
学
問
と
の
間
に
壁
を
作
る
印
象
を
受
け
る
」
と
の
厳
し
い
批
判
が
投
げ
か
け
ら

れ
、
あ
る
い
は
「
そ
の
思
想
（
概
念
・
論
理
）
だ
け
で
な
く
、
物
語
と
し
て
の
人
生
や
生
き
様
を
あ
わ
せ
て
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と

の
提
言
が
な
さ
れ
た
。
氏
は
当
日
の
討
議
で
は
、
そ
の
批
判
を
真
摯
に
受
け
止
め
つ
つ
、
む
し
ろ
「
壁
」
を
「
壁
」
と
自
覚
す
る
と
こ
ろ

か
ら
「
対
話
」
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
応
答
し
、
ま
た
翌
日
に
お
会
い
し
た
際
に
は
、
そ
れ
で
も
自
身
の
立
場
と
し
て

は
「
あ
く
ま
で
も
論
理
を
抽
出
し
て
い
く
方
法
を
取
っ
て
い
く
」
と
の
抱
負
を
述
べ
、
さ
ら
に
は
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
け
る
「
唯
々

無
数
の
有
限
相
寄
り
て
始
め
て
無
限
と
同
一
体
た
る
を
得
べ
き
の
み
」（
第
二
章
「
有
限
無
限
」）
と
い
う
一
点
で
、
清
沢
の
思
想
は
す
べ

て
読
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
、
静
か
に
、
そ
し
て
熱
く
語
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
「
東
京
で
の
研
究
生
活
は
、
常
に
氏
と
の
対
話
と
共
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
が
、
大

き
く
分
け
る
と
、
最
初
の
二
年
は
互
い
に
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
を
出
し
合
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
最
後
の
一
年
は
特
に
氏
の
意
向
に
よ
り
、

相
反
す
る
と
こ
ろ
を
敢
え
て
ぶ
つ
け
る
方
向
に
転
向
し
た
よ
う
に
思
う
。
と
り
わ
け
先
に
紹
介
し
た
第
二
回
「
清
沢
満
之
研
究
交
流
会
」

の
二
日
前
に
は
、か
ね
て
よ
り
意
見
交
換
を
し
て
い
た
「
人
格
」
と
「
悲
哀
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、以
下
の
よ
う
な
厳
し
い
内
容
の
メ
ー

ル
が
届
い
た
。

　

今
回
の
発
表
の
中
心
的
な
問
題
で
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
す
が
、前
か
ら
議
論
し
て
い
た
宗
教
に
お
け
る
「
人
格
」
性
に
関
し
て
、

今
回
の
発
表
で
も
少
し
触
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
ど
こ
か
で
ま
た
議
論
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
、
少
し
書
い
て
み
ま
す
。

　

今
村
は
「
阿
弥
陀
仏
」
を
人
格
的
な
も
の
と
し
て
表
象
し
て
し
ま
う
「
擬
人
法
」
的
な
態
度
を
、「
比
喩
」
で
あ
る
べ
き
も
の
を

実
体
化
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
大
き
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
、「
絶
対
」
が
人
間
に
対
し
て
人

格
的
に
現
れ
る
（
怒
り
、
赦
し
、
愛
な
ど
）
面
を
も
つ
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
や
は
り
根
柢
に
は
、
人
間
的
な
臭
み
か
ら
離
れ

た
も
の
、
人
間
が
思
い
描
く
よ
う
な
「
す
ば
ら
し
い
も
の
」
を
絶
し
た
も
の
（
法
性
法
身
）
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
人
間
的
な
も
の
が
洗
い
落
と
さ
れ
て
初
め
て
、
絶
対
者
の
怒
り
と
か
愛
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
神
の
平
等
・
無
限
の
「
愛
」
を
人
間
的
な
差
別
・
有
限
の
「
愛
」
か
ら
連
続
的
に
類
推
し
て
し
ま
う
の
は
、

誤
解
の
元
だ
と
思
い
ま
す
。〔
中
略
〕

　

上
の
観
点
か
ら
、
私
は
西
田
の
宗
教
哲
学
の
根
本
概
念
と
し
て
の
「
悲
哀
」
を
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
い

う
理
由
で
、
吾
が
子
の
死
の
「
悲
哀
」
に
安
易
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
反
対
で
す
。
吾
が
子
の
死
を
悲
し
む
と
い
う
の
は
、

も
ち
ろ
ん
悲
痛
な
も
の
で
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
多
く
の
場
合
（
西
田
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
で
す
が
）、
子
供
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を
自
分
の
所
有
物
と
し
て
ず
っ
と
手
元
に
置
い
て
お
き
た
い
の
に
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
な
い
と
い
う
、
我
欲
・
愛
着
に
ま
と
わ
り
つ
か

れ
た
感
情
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
世
間
的
な
「
悲
哀
」（
自
分
の
子
が
死
ぬ
の
は
悲
し
い
が
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い

な
い
人
が
独
り
で
の
た
れ
死
ん
で
も
全
く
心
が
動
か
な
い
）
で
、
宗
教
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
「
悲
哀
」
を

喩
え
て
し
ま
う
の
は
、
混
乱
を
招
く
要
因
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
二
人
称
の
死
」
と
い
う
視
点
は
最
近
し
ば
し
ば

と
り
あ
げ
ら
れ
、私
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
さ
れ
る
面
は
あ
る
の
で
す
が
、し
か
し
、宗
教
の
問
題
に
か
か
わ
る
レ
ベ
ル
で
純
粋
に
「
死
」

（
自
己
の
存
在
の
底
に
潜
む
自
己
否
定
）
の
問
題
に
向
き
合
お
う
と
す
る
と
き
に
、
世
間
的
な
人
間
関
係
と
の
連
続
性
を
引
き
摺
っ

た
「
二
人
称
の
死
」
を
も
ち
こ
む
と
、
む
し
ろ
混
乱
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
こ
を
し
っ
か
り
と
切
ら
な
い
と
、
こ

の
世
に
お
け
る
差
別
的
な
愛
を
宗
教
的
な
愛
に
持
ち
込
み
、
不
純
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。〔
中
略
〕

　

長
文
失
礼
し
ま
し
た
。
前
に
名
和
さ
ん
か
ら
提
示
し
て
い
た
だ
い
た
「
人
格
」
の
問
題
は
ず
っ
と
気
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
不

十
分
な
が
ら
、
前
の
ご
論
文
や
最
近
話
題
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
触
れ
つ
つ
、
大
雑
把
に
思
っ
た
こ
と
を
書
い
て
み
ま
し
た
。
異

論
は
あ
り
う
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
対
立
点
が
見
え
て
く
る
と
い
う
の
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
交
流
会
の

中
心
テ
ー
マ
と
は
ち
が
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
た
ど
こ
か
で
議
論
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
〇
一
六
年
三
月
十
五
日
）

　

氏
が
死
し
た
今
、
無
念
に
も
こ
れ
か
ら
先
は
、
直
接
的
に
議
論
を
交
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
投
げ
か
け
ら
れ
た
問
い
や
批

判
、遺
さ
れ
た
課
題
と
向
き
合
う
な
か
で
、氏
と
の
「
対
話
」
は
ま
す
ま
す
展
開
さ
れ
て
い
く
と
確
信
し
て
い
る
。
最
後
に
、西
田
が
「
場

所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
執
筆
中
に
出
し
た
書
簡
を
敢
え
て

0

0

0

引
く
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
を
結
ば
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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弥
生
の
死
は
誠
に
突
然
に
て
驚
き
ま
し
た　

近
年
は
特
に
親
切
に
孝
行
を
尽
し
く
れ
懐
し
く
思
つ
て
ゐ
た
の
に　

何
と
も
云
ひ
様
の

な
い
淋
し
さ
と
悲
哀
に
沈
ん
で
ゐ
ま
す　

併
し
私
は
し
つ
か
り
し
て
い
ま
す　

自
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
を
少
し
で
も
多
く

し
て
後
に
の
こ
し
て
置
き
た
い
と
お
も
ひ
居
り
ま
す

　
（
西
田
麻
子
宛
書
簡
、
一
九
四
五
年
二
月
二
十
一
日
付
）

注（
1
） 

真
宗
大
谷
派
の
教
学
者
・
安
田
理
深
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
八
二
）

が
京
都
市
北
区
小
山
下
総
町
に
創
設
し
た
学
仏
道
場
。

（
2
） 

こ
の
研
究
発
表
と
討
議
の
記
録
は
『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
十
五

号
（
二
〇
一
七
年
六
月
発
行
）
に
て
報
告
予
定
。




