
親
鸞
の
出
遇
っ
た
世
界

             
―
浄
土
真
宗

教
行
信
証
化
身
土
巻
講
義

Ⅰ





　
　
　
発
刊
に
寄
せ
て

本
書
は
、
大
阪
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
発
行
の
『
生
命
の
足
音
―
教
化
セ
ン
タ
ー
紀
要
』「
一
」（
一
九
八

八
年
六
月
三
十
日
発
行
）
か
ら
「
十
四
」（
一
九
九
八
年
六
月
三
十
日
発
行
）
ま
で
掲
載
さ
れ
た
平
野
修

師
の
『
教
行
信
証
化
身
土
巻
』
講
義
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
講
義
は
一
九
八
七
年
九
月
か
ら
一

九
九
五
年
三
月
ま
で
、
四
十
六
回
に
わ
た
り
大
阪
教
区
教
学
研
修
院
の
基
調
講
義
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
、
こ
の
た
び
、
教
区
内
か
ら
教
区
教
化
委
員
会
「
広
報
・
出
版
部
」
へ
の
強
い
要
望
を
受
け
、
初
め
て

全
五
巻
の
書
籍
と
し
て
発
刊
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

師
の
入
寂
後
二
十
五
年
を
迎
え
た
今
、
時
を
超
え
て
、
本
書
が
師
の
言
葉
を
生
き
生
き
と
再
生
し
、
現

代
を
生
き
る
多
く
の
方
々
の
も
と
に
お
届
け
で
き
ま
す
な
ら
ば
、
幸
甚
の
至
り
に
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
、

本
書
に
よ
り
出
会
っ
た
師
の
教
え
が
、今
後
の
真
宗
教
学
を
担
う
方
々
の
財
産
と
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
講
義
録
の
編
集
に
際
し
ご
尽
力
を
頂
き
ま
し
た
浅
野
景
司
氏
、
池
田
剛
氏
、
鹿
崎
正
明

氏
、
髙
間
重
光
氏
、
な
ら
び
に
教
区
教
化
委
員
会
「
出
版
・
広
報
部
」
の
み
な
さ
ま
に
、
改
め
て
感
謝
の

意
を
表
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
一
年
二
月

大
阪
教
区
教
化
委
員
長
（
教
務
所
長
）　
大
町
　
慶
華
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第一講　化身土巻を読む視点

第
一
講　

化
身
土
巻
を
読
む
視
点

一
、
始
め
に

「
化
身
土
巻
」
を
読
む
に
あ
た
り
、
三
つ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
に
は
「
化
身
土
巻
」
の
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
位
置
で
す
。
二
番
目
は
「
化
身
土
巻
」
は
、ど
こ
か
ら
、

ど
う
い
う
理
由
を
も
っ
て
出
て
く
る
の
か
。
三
番
目
は
「
化
身
土
巻
」
は
何
を
表
そ
う
と
す
る
の
か
。
そ
し
て
そ

れ
は
我
わ
れ
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
。

こ
の
三
点
を
手
が
か
り
に
「
化
身
土
巻
」
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
三
つ
の
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
せ
ん
と
、「
化
身
土
巻
」
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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し
て
我
わ
れ
の
内
面
に
や
ど
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
我
わ
れ
が
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で

も
な
い
。
そ
れ
は
仏
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
信
こ
そ
、
仏
教
と
い
う
も
の
を
基

礎
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
文
字
ど
お
り
、
信
が
な
け
れ
ば
仏
教
は
始
ま
ら
な
い
、
そ
う
い
う
意
味
の
信
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
「
問
答
」
に
よ
っ
て
、
我
わ
れ
に
仏
教
を
も
基
礎
づ
け
る
目
覚
め
が
生
ず
る
根
拠
と
筋
道
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
信
＝
め
ざ
め
」
は
、
従
来
の
信
と
い
う
言
葉
と
そ
の
使
い
方
で
は
包

み
き
れ
な
い
の
で
す
。

こ
の
「
信
」
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
点
は
、
従
来
ま
で
信
と
い
わ
れ
て
き
て
い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、

つ
ま
り
、
仏
教
の
歴
史
が
「
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
」、
仏
の
教
え
、
仏
の
存
在
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
求
道

の
一
番
も
と
に
、
一
番
始
め
に
な
る
と
い
わ
れ
て
き
た
信
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
問
題
に
し
ま
す
。
こ
の
問
題
を
展
開
す
る
こ
と
こ
そ
、「
化
身
土
巻
」
の
三
心
・
一
心
の
問
答
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
問
題
と
す
る
範
囲
は
あ
る
時
期
だ
け
に
限
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
釈
尊
以
降
の
仏
教
の

歴
史
、
仏
道
の
歴
史
は
信
か
ら
始
ま
り
、
そ
う
い
う
信
が
問
わ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
内
容
は
歴
史
的
に
な
ら

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

「
化
身
土
巻
」
の
中
に
歴
史
性
と
い
う
こ
と
が
正
像
末
の
史
観
を
も
っ
て
表
さ
れ
て
き
ま
す
が
、
な
ぜ
仏
教
の

事
柄
が
歴
史
と
い
う
あ
り
方
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
仏
教
の
歴
史
は
信
を
も
っ
て
始
め
と
し
て
い

る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
そ
の
信
が
、
今
ま
で
の
意
味
で
は
お
さ
ま
り
き
れ
な
い
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

二
、
化
身
土
巻
の
位
置

ま
ず
一
番
目
の
「
化
身
土
巻
」
の
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
位
置
で
す
。
順
番
か
ら
い
き
ま
す
と
、「
教
巻
」

か
ら
始
ま
っ
て
「
行
巻
」「
信
巻
」「
証
巻
」「
真
仏
土
巻
」「
化
身
土
巻
」
で
す
か
ら
、
六
番
目
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
け
れ
ど
も
、『
教
行
信
証
』
の
内
容
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、「
化
身
土
巻
」
と
共
通
し
た
も
の
を

も
っ
て
い
る
の
が
「
信
巻
」
で
す
。

ど
う
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、「
信
巻
」
に
も
「
化
身
土
巻
」
に
も
「
問
答
」
が
ほ
ど
こ

さ
れ
て
い
ま
す
。
六
巻
の
中
で
「
問
答
」
が
あ
る
の
は
、
こ
の
「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
で
す
。
そ
し
て
そ
の

内
容
も
似
て
お
り
ま
す
。「
信
巻
」
は
、一
心
と
『
大
経
』
の
三
心し
ん

と
の
関
係
を
問
う
て
お
り
ま
す
。「
化
身
土
巻
」

で
は
、『
観
経
』
の
三
心じ
ん

が
中
心
に
な
っ
て
、『
大
経
』
の
三
心
と
の
関
係
が
問
わ
れ
、
さ
ら
に
『
小
経
』
の
一
心

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
雑
把
に
見
て
も
、そ
の
内
容
が
信
心
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

そ
し
て「
信
巻
」「
化
身
土
巻
」そ
れ
ぞ
れ
に
信
心
の
問
答
を
置
く
こ
と
で
、親
鸞
は
同
じ
信
心
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
も
、
そ
こ
に
厳
然
た
る
違
い
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
で
、
そ
の
厳
然
た
る
違
い
と
い
い
ま
す
と
、
他
力
の
信
心
と
、
自
力
の
信
心
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、「
信
巻
」
に
お
い
て
は
、
信
と

い
わ
れ
る
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
な
さ
ろ
う
と
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
信
と
い
う
の
は
決
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う
も
の
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
こ
の
「
行
巻
」
に
示
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
は
、
た
だ
比
較
し
て
、
こ
う
い
う
点
で
真
宗
が
す
ぐ
れ
、
こ
う
い
う
点
で
聖
道

の
諸
宗
は
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
比
較
さ
れ
、
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ

た
諸
宗
、
諸
教
と
い
う
も
の
の
原
理
は
何
で
あ
る
の
か
、
仏
教
の
歴
史
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
原
理
は
何
で
あ
る

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
課
題
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
行
巻
」
や
「
信
巻
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
し
て
「
化

身
土
巻
」
を
予
想
せ
し
め
る
わ
け
で
す
。

三
、
問
答
の
意
味

そ
う
い
う
位
置
づ
け
を
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
当
然
こ
の
「
化
身
土
巻
」
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
問

題
に
つ
な
が
り
ま
す
。
単
に
仏
教
の
現
実
と
い
う
も
の
を
見
て
「
化
身
土
巻
」
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
す
。
す
で
に
「
行
巻
」「
信
巻
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、「
化
身
土
巻
」
が
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
理
由
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。

従
来
か
ら
の
捉
え
方
、
あ
る
い
は
概
念
に
お
い
て
は
捉
え
き
れ
な
い
も
の
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
従
来
か

ら
の
も
の
は
仏
教
の
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
歴
史
を
生
き
る
人
び
と
を
惑
わ
せ
た
り
、
と
ど
ま

ら
せ
た
り
は
し
た
が
、
覚
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
衆
生
の
上
に
仏
陀
の
覚
り
と
い
う
こ
と

こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
「
化
身
土
巻
」
は
歴
史
性
を
も
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、「
化
身
土
巻
」
は
信
心
の
巻
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
も
、
従
来
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
、
ま
た
い
わ
れ
て
き
た
信
と
い
う
言
葉
の
中
に
お
さ
ま
ら
な
い
意
味
が
見
出

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
展
開
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
歴
史
性
ば
か
り
で
な
く
、
批
判
性
ま
で
必
然
的
に
も
ち
ま
す
。

で
す
か
ら
「
化
身
土
巻
」
が
釈
尊
以
降
の
仏
教
の
歴
史
全
体
、宗
教
と
い
う
こ
と
で
動
い
て
き
た
歴
史
の
全
体
が
、

原
理
的
に
批
判
さ
れ
る
内
容
を
も
つ
必
然
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
我
わ
れ
を
し
て
浄
土
の
真
宗
に
目
覚
め

さ
せ
、
帰
せ
し
む
る
と
い
う
こ
と
を
意
図
さ
れ
た
の
が
、「
化
身
土
巻
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

単
に
批
判
し
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
批
判
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
我
わ
れ
に
浄
土
の
真
宗
に
帰
せ
し
め
る
と

い
う
こ
と
は
、『
教
行
信
証
』
で
い
え
ば
す
で
に
「
行
巻
」
に
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。「
行
巻
」
の
「
一
乗
海
釈
」

の
後
に
、
教
と
機
に
つ
い
て
対
論
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。

し
か
る
に
教
に
つ
い
て
、
念
仏
・
諸
善
、
比ひ

き
ょ
う
た
い
ろ
ん

校
対
論
す
る
に
、　
　
　
　（
聖
典
・
一
九
九
頁
）

と
い
う
こ
と
で
、
四
十
七
種
の
比
較
す
る
言
葉
が
連
ね
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
機
に
つ

い
て
十
一
種
の
比
校
対
論
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
比
校
対
論
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
意
味
は
、
従
来

か
ら
信
と
い
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
信
と
の
比

較
が
可
能
に
な
っ
た
。
仏
教
と
い
う
名
で
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
よ
う
な
視
野
・
視
点
と
い
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る
「
三
願
転
入
の
文
」
と
い
わ
れ
る
最
初
の
と
こ
ろ
に
、

論ろ
ん

主じ
ゅ

の
解げ

義ぎ

を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧か
ん

化け

に
依
っ
て
、　
　
　
　（
聖
典
・
三
五
六
頁
）

と
あ
り
ま
す
。「
論
主
の
解
義
」
と
い
う
の
は
天
親
の
一
心
を
指
し
、「
宗
師
の
勧
化
」
は
、
善
導
の
三
心
釈
を
さ

す
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
と
い
う
こ
と
で
三
往
生
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
ま
と
め

る
意
味
で
、

至
徳
を
報
謝
せ
ん
が
た
め
に
、
真
宗
の
簡か
ん

要よ
う

を
摭ひ
ろ

う
て
、
恒
常
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す
。

（
聖
典
・
三
五
七
頁
）

と
あ
り
、
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
自
分
は
『
教
行
信
証
』
を
書
き
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

先
の
よ
う
に
、
天
親
の
一
心
が
中
心
に
な
る
の
は
「
信
巻
」
で
す
し
、
善
導
の
三
心
釈
が
中
心
に
展
開
す
る
の

が
「
化
身
土
巻
」
で
す
。
そ
し
て
、
先
の
自
釈
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
二
つ
の
問
答
の
答
え
が
明
ら
か
に
な
る
と
い

う
こ
と
と
、『
教
行
信
証
』
を
書
く
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
『
教
行
信
証
』
の
中
に
、
撰
述
の
意
図
を
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
二
箇
所
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
今
述

べ
ま
し
た
三
願
転
入
を
く
ぐ
っ
て
『
教
行
信
証
』
を
撰
述
す
る
意
図
と
い
う
も
の
を
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
。
も
う
一

が
成
就
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
衆
生
を
中
途
半
端
な
ま
ま
に
と
ど
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
従
来
か
ら
の

仏
教
の
歴
史
の
全
体
を
原
理
的
に
批
判
す
る
も
の
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
化
身
土
巻
」
は
出
て

き
ま
す
。
従
来
か
ら
の
も
の
で
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
、
ど
う
い
う
方
法
で
明
ら
か
に
す
る
か
と
い
う
と
き

に
、「
問
答
」
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。

『
教
行
信
証
』で
の「
問
答
」と
い
う
の
は
、問
題
を
明
瞭
に
す
る
方
法
と
い
う
意
味
に
な
る
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
問
答
が
信
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
は
、
衆
生
の
目
覚
め
と
い
う
こ
と
が
仏
教
で
あ
る
な
ら
ば
、
当

然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
仏
の
教
え
に
遇
っ
て
目
覚
め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仏
教
の
役
割
は

な
か
ば
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
衆
生
の
目
覚
め
、
仏
陀
へ
の
目
覚
め
と
い
う
こ
と

が
「
信
巻
」
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
『
教
行
信
証
』
は
、「
信
」

に
お
い
て
「
教
」
あ
り
、「
行
」
あ
り
、「
証
」
あ
り
、「
真
仏
土
」
あ
り
、「
化
身
土
」
あ
り
と
い
う
こ
と
を
表
す
。

衆
生
に
仏
陀
へ
の
目
覚
め
と
い
う
こ
と
が
生
じ
た
。
そ
こ
に
教
・
行
・
証
・
真
仏
・
化
身
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ

て
く
る
。
そ
の
意
味
で
「
信
巻
」
の
と
こ
ろ
に
「
化
身
土
巻
」
が
展
開
す
る
根
拠
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

衆
生
の
目
覚
め
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
取
ら
れ
た
方
法
論
が
「
問
答
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
信
巻
」に
お
い
て
は
、そ
の
中
心
に
な
っ
た
も
の
が
天
親
の「
一
心
」で
す
。
そ
れ
に
対
し
て「
化
身
土
巻
」で
は
、

従
来
ま
で
の
信
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、原
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
が『
観

経
』
の
「
三
心
」
で
す
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
「
問
答
」
に
お
い
て
、
天
親
と
善
導
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
こ
の

二
人
が
い
っ
し
ょ
に
、
同
じ
場
所
で
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
「
化
身
土
巻
」
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
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そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
け
ば
、「
化
身
土
巻
」
と
「
信
巻
」
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
証
拠
づ
け
る
も
の
が
、「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」
に
ご
ざ
い
ま
す
。
親
鸞
は
善
導
の

三
心
釈
を
独
特
な
読
み
方
を
し
ま
す
。
そ
れ
は
読
み
方
を
変
え
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
三
心
釈
の
中
で
、
こ
れ

は
「
信
巻
」
に
、
こ
の
文
は
「
化
身
土
巻
」
に
配
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
至
誠
心
釈
な
ら
至

誠
心
釈
の
と
こ
ろ
で
、「
信
巻
」
の
部
分
と
「
化
身
土
巻
」
の
部
分
に
、
き
ち
ん
と
分
け
て
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

善
導
の
一
つ
の
文
章
を
、
あ
る
箇
所
は
「
信
巻
」、
あ
る
箇
所
は
「
化
身
土
巻
」
と
い
う
よ
う
に
、
至
誠
心
・
深
心
・

回
向
発
願
心
の
三
心
の
解
釈
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
つ
の
巻
に
分
け
て
引
用
な
さ
い
ま
す
。

例
え
ば
、
深
心
釈
の
七
深
心
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
第
六
深
心
ま
で
は
「
信
巻
」
で
、
第
七
深
心
だ
け
は
「
化

身
土
巻
」に
引
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
と
し
た
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
善
導
の
三
心
釈
の
中
に
は
、

従
来
か
ら
の
捉
え
方
と
、
そ
れ
で
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
も
の
が
、
い
っ
し
ょ
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
私
ど
も
が
善
導
の
三
心
釈
を
読
み
に
く
い
と
思
う
の
は
、
そ
う
い
う
理
由
に
よ
る
か
と
思
い
ま
す
。

善
導
の
三
心
釈
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
歴
史
を
原
理
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
が
見
出
さ
れ
た
。
そ

し
て
天
親
の
一
心
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
釈
尊
以
降
の
仏
教
の
歴
史
を
原
理
的
に
批
判
す
る
視
点
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
れ
が
、
三
願
転
入
の
文
の
直
前
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
二
十
九
歳
の
と
き
の
「
雑
行

を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
る
と
い
う
経
験
は
、
そ
う
い
う
原
理
的
に
基
礎
づ
け
、
原
理
的
に
批
判
す
る
よ
う
な
視

点
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
そ
の
こ
と
が
よ
う
や
く
は
っ
き
り
し
て
き
た
。

そ
れ
で
「
真
宗
の
簡
要
を
摭
う
」
と
い
う
行
為
、
つ
ま
り
『
教
行
信
証
』
を
撰
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
の

つ
は
「
後
序
」
の
法
然
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
の
意
図
を
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
法

然
と
の
出
遇
い
と
い
う
こ
と
を
表
す
の
は
、
二
十
九
歳
の
と
き
の
、

雑ぞ
う

行ぎ
ょ
うを
棄す

て
て
本
願
に
帰
す
。
　
　
　
　（
聖
典
・
三
九
九
頁
）

が
契
機
と
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
天
親
の
一
心
と
、
善
導
の
三
心
釈
と
の
親
鸞
の
出
遇
い
は
何
を
表
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、「
雑

行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
る
と
い
う
こ
と
の
も
っ
た
意
味
で
す
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
歴
史
全
体
を
原
理
的
に
批

判
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
と
。
そ
し
て
、
も
し
原
理
的
に
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

仏
教
に
か
か
わ
り
を
も
っ
た
人
た
ち
は
す
べ
て
道
な
か
ば
に
と
ど
め
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
で
に
仏
教
の
経
典
自
身
が
示
す
よ
う
に
、
正
像
末
、
さ
ら
に
法
そ
の
も
の
も
滅
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
仏

教
の
歴
史
は
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
中
で
人
び
と
が
仏
教
に
か
か
わ
り
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
覚
り
が
得

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
か
え
っ
て
人
び
と
は
、
仏
教
へ
不
信
を
も
つ
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。
自

分
が
法
然
と
出
遇
い
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
そ
の
こ
と
の
も
つ
意

味
を
、
天
親
の
一
心
と
善
導
の
『
観
経
』
の
三
心
釈
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
。
そ
の
天
親
の
一
心

を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
も
の
が
「
信
巻
」
で
あ
り
、
善
導
の
三
心
釈
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
の
が
「
化
身
土

巻
」
で
あ
る
。
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で
す
か
ら
化
身
土
で
す
。そ
こ
に
浄
土
方
便
と
い
う
文
字
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、釈
尊
の
教
化
は
途
中
で
終
わ
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
教
化
が
途
中
で
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
釈
尊
に
と
っ
て
ま
こ

と
に
不
本
意
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。一
切
の
衆
生
を
覚
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
教
化
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

教
化
が
な
か
ば
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
釈
尊
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
不
本
意
な
こ
と
で
す
。
そ
う

い
う
不
本
意
と
い
う
問
題
か
ら
、
出
世
の
本
懐
、
あ
る
い
は
出
世
の
本
意
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
「
化
身
土
巻
」
は
、『
教
行
信
証
』
を
円
環
的
に
捉
え
た
場
合
、「
化
身
土
巻
」
の
次
に
「
教
巻
」

が
く
る
わ
け
で
す
。
一
応
、
も
の
の
形
と
し
て
は
「
教
巻
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
一
番
最
初
に
「
教
巻
」
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
一
番
最
初
だ
と
い
う
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
六
巻
、
そ

れ
ぞ
れ
関
係
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
化
身
土
巻
」
は
、
ま
こ
と
に
不
本
意
に
終
わ
っ
た
釈
尊
の
教
化
と
そ

の
歴
史
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
釈
尊
の
本
意
と
い
う
こ
と
か
ら
い
け
ば
、
も
う
一
度
教
化
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
こ
に
「
浄
土
方
便
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
化
身
土
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
釈
尊
の
教
化

で
す
。
し
か
し
そ
こ
が
、も
う
一
度
教
化
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弥
陀
の
本
願
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

も
う
一
度
教
化
を
受
け
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
浄
土
方
便
」
と
い
う
字
が
つ
く
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

我
わ
れ
が
弥
陀
の
本
願
に
帰
す
る
、
つ
ま
り
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
を
撰
述
さ
れ
た
意
図
か
ら
い
け
ば
、「
雑

行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
る
と
い
う
こ
と
は
親
鸞
だ
け
に
起
こ
る
こ
と
で
は
な
く
、
誰
の
上
に
も
起
こ
る
事
柄

で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
筋
道
が
、
今
は
っ
き
り
し
た
の
だ
と
。
そ
の
筋
道
の
根
幹
を
な
す
も
の
が
、
天
親
の
一
心

上
に
起
こ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
当
然
こ
の
『
教
行
信
証
』
は
、
仏
教
あ
る
い
は
宗
教
に

か
か
わ
る
す
べ
て
の
者
に
向
か
っ
て
書
か
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
誰
の
上
に
も
仏
陀
の
覚
り
は
成
就
す
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

し
か
し
単
に
そ
れ
だ
け
な
ら
、
大
乗
の
仏
教
以
来
ず
っ
と
そ
う
い
っ
て
き
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
成
就
し

え
な
か
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
理
と
し
て
、
あ
る
い
は
目
標
と
し
て
た
て
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
、
そ
れ

が
衆
生
の
現
実
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
は
、
衆
生
は
空
し

く
そ
の
理
を
追
い
ま
わ
る
よ
り
他
は
な
い
。
最
後
ま
で
、単
な
る
理
と
い
う
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

今
、
こ
こ
に
、
ど
ん
な
人
の
上
に
も
仏
陀
の
覚
り
と
い
う
も
の
が
成
就
す
る
の
だ
と
い
う
道
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
を
親
鸞
は『
教
行
信
証
』と
い
う
著
作
を
も
っ
て
人
び
と
に
公
開
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
が
、
三
番
目
に
あ
げ
た
「
化
身
土
巻
」
は
何
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
く
る

か
と
思
い
ま
す
。

四
、
釈
尊
出
世
の
本
懐

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
「
化
身
土
巻
」、
正
式
に
は
「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
六
」
と
い
う
題
目
で
す
が
、

こ
の
化
身
土
と
い
わ
れ
る
意
味
は
、
釈
尊
が
仏
陀
と
し
て
出
ら
れ
、
教
化
な
さ
れ
た
世
界
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
な

ら
こ
れ
は
化
身
土
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
化
身
は
文
字
ど
お
り
釈
尊
を
表
し
、
釈
尊
が
教
化
な
さ
っ
た
場
所
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よ
う
に
し
て
も
う
一
度
教
化
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
」
と
い
う
題
号
の
中
に
、釈
尊
が
教
化
さ
れ
た
こ
の
我
ら
の
世
界
は
、

も
う
一
度
教
化
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
後
の
と
こ
ろ
に
、

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

仏ぶ
つ

観か
ん

経ぎ
ょ
う

の
意
こ
こ
ろ

至し

心し
ん

発ほ
つ

願が
ん

の
願が
ん

　
　
　
　
　
邪じ

ゃ
じ
ょ
う
じ
ゅ
の
き

定
聚
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
双そ
う

樹じ
ゅ

林り
ん

下げ

往お
う

生
じ
ょ
う

阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う

の
意こ
こ
ろ

な
り
　
　
　

至し

心し
ん

回え

向こ
う

の
願が
ん

　
　
　
　
　
不ふ
じ
ょ
う
じ
ゅ
の
き

定
聚
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難な
ん

思し

往お
う

生じ
ょ
う

　
　
　
　
　（
聖
典
・
三
二
五
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、『
無
量
寿
仏
観
経
』と『
阿
弥
陀
経
』と
い
う
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
な
ぜ『
観
経
』が
引
か
れ
、

『
阿
弥
陀
経
』
が
引
か
れ
る
の
か
。「
教
巻
」
の
と
こ
ろ
に
は
『
大
無
量
寿
経
』
が
引
か
れ
ま
す
。

経
典
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
と
し
て
、経
典
が
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
、「
宗
」

と
善
導
の
三
心
釈
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
わ
れ
の
上
に
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
る
、「
真
宗
に
帰
す
」
る

と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
の
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
の
『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
が
書
か
れ
た
と
い
え
ま
す
。

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
る
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
我
わ
れ
が
し
て
い
る
部
分
が
雑
行
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
私
ど
も
自
身
は
、
そ
う
い
う
雑
行
と
い
う
意
識
が
別
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

い
う
面
か
ら
い
く
と
、
こ
の
「
化
身
土
巻
」
は
、
我
わ
れ
自
身
が
仏
教
を
捉
え
て
い
る
捉
え
方
、
ま
た
仏
教
に
向

か
う
態
度
・
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
く
と
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
、「
化
身
土
巻
」
に
つ
い
て

の
『
教
行
信
証
』
全
体
と
の
関
係
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
本
文
の
と
こ
ろ
へ
入
っ
て
い
き
ま
す
。

五
、
題
号
と
標
挙

ま
ず
題
号
が
あ
っ
て
、
次
に
標
挙
の
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
形
式
は
、『
教
行
信
証
』
全
六
巻
に
共
通

し
た
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
題
号
が
あ
っ
て
、
そ
の
横
に
標
挙
の
文
が
置
か
れ
ま
す
の
は
、
こ
の
題
の
も
と
で
何

を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
言
葉
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
」
と
い
う
題
号
に
つ
い
て
は
、
先
程
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
弥
陀
の
本
願
と
い
う

こ
と
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊
の
教
化
は
不
本
意
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
不
本
意
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
の

理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
ど
の
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と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
経
・
教
・
宗
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
親
鸞
に
先
だ
っ
て
、

は
っ
き
り
さ
れ
た
の
が
曇
鸞
で
す
。
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
初
め
の
方
を
見
ま
す
と
、
こ
う
い
う
三
つ
の
言
葉

が
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
っ
て
出
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
『
観
経
』
と
か
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
こ
と
が

出
て
く
る
の
は
、
や
は
り
宗
と
い
う
こ
と
が
関
係
す
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
経
典
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

「
浄
土
の
三
部
経
」と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は『
選
択
集
』の
三
経
一
論
と
い
う
こ
と
が
も
と
に
な
っ

て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
こ
の
三
つ
の
経
典
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

六
、
三
経
一
論

我
わ
れ
が
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
魏
訳
の
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
翻
訳
年
次
が
二
五
二
年
で
す
。『
観
経
』

は
四
二
○
年
代
か
ら
五
○
年
代
。『
阿
弥
陀
経
』
は
四
○
二
年
ご
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
翻
訳
し
た
人
も
、
場
所
も
、

時
も
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
私
ど
も
は
「
浄
土
三
部
経
」
と
い
う
言
葉
で
覚
え
て
い
ま
す
か
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
こ
の

三
つ
の
経
典
が
、
初
め
か
ら
三
つ
揃
っ
て
あ
っ
た
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ま
っ
た
く
バ
ラ

バ
ラ
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
、
ど
う
い
う
経
緯
で
浄
土
の
三
経
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
た
だ
、
こ

の
三
つ
の
経
典
が
す
べ
て
一
つ
の
論
の
中
に
出
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
で
す
。

『
浄
土
論
註
』
に
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
の
三
つ
の
経
典
が
一
箇
所
に
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。『
浄
土
論
』
そ
れ
自

と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
場
合
で
す
。
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
で
す
。
宗
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
き
に
、
経

典
と
い
う
事
柄
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

『
選
択
集
』に「
二
門
章
」と
い
っ
た
り「
教
相
章
」と
い
っ
た
り
し
ま
す
が
、浄
土
宗
と
い
う
宗
が
た
つ
場
合
に
、

そ
の
宗
と
い
う
も
の
の
依
り
ど
こ
ろ
に
な
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
経
典
が
と
り
ざ
た
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
浄
土
宗
を
興
行
す
る
に
つ
い
て
、
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
は
三
経
一
論
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
出
て
き
ま
す
。

ま
た
、
宗
と
い
う
意
味
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
陀
の
覚
り
を
覚
れ
る
と
い
う
道
の
名
前
で
す
。
我
わ
れ
の
上
に

覚
り
が
得
ら
れ
る
場
合
、
ど
う
い
う
筋
道
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
の
か
。
ま
た
、
ど
こ
に

そ
の
い
わ
れ
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
教
え
と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の

場
合
、
教
え
と
い
う
の
は
い
わ
れ
を
表
し
、
方
法
を
表
し
、
筋
道
を
表
し
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
出

て
く
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
経
典
と
い
う
と
こ
ろ
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
経
・
教
・
宗
と
い
う
三

つ
の
言
葉
は
、
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
す
。『
教
行
信
証
』
の
中
に
、
こ
の
三
つ
の
言
葉
が
同
時
に
使

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。「
総
序
」
が
終
わ
っ
て
「
教
巻
」
が
始
ま
る
前
に
、

大だ
い

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う 

　
真
実
の
教

  
 

　
浄
土
真
宗
　
　
　
　
　（
聖
典
・
一
五
○
頁
）
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ず
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

衆
生
の
上
に
仏
陀
の
目
覚
め
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
よ
く
な
さ
し
め
る
者
は
、
仏
陀
に
お

い
て
他
は
な
い
と
す
る
な
ら
、
こ
の
三
経
は
大
聖
み
ず
か
ら
が
説
か
れ
た
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
親

鸞
は
、

こ
の
三
経
は
す
な
わ
ち
大
聖
の
自
説
な
り
。
　
　
　
　（
聖
典
・
三
五
七
頁
）

と
「
化
身
土
巻
」
で
い
い
切
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
釈
尊
が
説
い
た
か
説
か
な
い
か
、
そ
ん
な
証
拠
は
ど

こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
と
に
文
献
学
的
に
い
け
ば
、
あ
る
い
は
教
理
学
的
に
見
て
い
け
ば
、
釈
尊
が
こ
の
浄
土

の
三
経
を
説
か
れ
た
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
親
鸞
は
、
別
に

そ
ん
な
こ
と
を
問
題
に
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
ら
の
上
に
目
覚
め
が
生
じ
た
。
そ
れ
も
ひ
と
り
で
に
生

じ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、『
観
経
』、『
小
経
』、『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
に
導
か
れ
て
目
覚

め
が
生
じ
た
。
で
す
か
ら
、
我
ら
の
上
に
目
覚
め
が
生
じ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
こ
れ
は
大
聖
世
尊
が
み
ず
か

ら
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
拠
づ
け
て
い
る
と
、
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

経
典
そ
れ
自
身
に
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
大
経
』
に
本
願
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
仏
説
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
も
の
は
、
我
わ
れ
に
と
っ
て
証
拠
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
仏
が
教

化
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
仏
が
法
を
説
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
我
わ
れ
を
教
化
し
覚
ら
し
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

身
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
論
で
す
が
、
そ
の
註
釈
書
で
あ
る
『
浄
土
論
註
』
の
中
に
、『
観
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』

が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
一
つ
想
像
で
き
ま
す
こ
と
は
、
求
道
者
た
ち
の
中
に
『
観
経
』
に
意
味
を
見
出
し
て
い
る
人
た
ち

が
あ
り
、『
阿
弥
陀
経
』
に
そ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
た
人
た
ち
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、
求
道
者
た
ち
は
経
典
を
伝
え
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
重
要
な
意
味
を
見
て
い
た
。
浄
土
と
い
う
こ
と
が

共
通
し
て
お
り
、
か
な
り
深
い
問
題
意
識
を
も
っ
た
求
道
者
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
に
お
い
て
、
現
世
に
お
い
て
解

決
が
つ
か
な
い
と
ま
で
考
え
て
い
た
求
道
者
た
ち
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
、
こ
の
浄
土
の
三
部
経
が
伝
わ
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

曇
鸞
と
い
う
人
は
文
字
ど
お
り
、
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
求
道
者
た
ち
と
の
出
遇
い
が
あ
っ
た
。
現
世
に
お
い
て

覚
り
の
望
み
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
釈
尊
の
ご
と
く
に
覚
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
ど
こ
か
仏
の

い
ら
っ
し
ゃ
る
世
界
へ
行
っ
て
、
改
め
て
修
行
し
、
仏
陀
の
覚
り
を
開
く
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
ま
じ
め
に
求
道

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
人
た
ち
が
、
ま
っ
た
く
時
と
場
所
も
人
も
違
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
き
た
経
典
と
い
う
も

の
を
見
つ
け
出
し
、
伝
え
て
き
た
。
そ
う
い
う
も
の
に
曇
鸞
が
遇
い
え
た
。

曇
鸞
の
と
こ
ろ
で
は
、
特
に
こ
の
三
経
に
つ
い
て
の
内
的
な
関
係
を
問
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
は
課
題
化

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
善
導
の
と
こ
ろ
へ
き
て
、
こ
の
三
つ
の
経
典
が
明
ら
か
に
関
係
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
善
導
を
く
ぐ
っ
て
、
法
然
が
三
経
一
論
と
い
っ
て
い
た
も
の
を
、
親
鸞
は
積
極
的
に
三

つ
の
経
典
に
つ
な
が
り
と
い
う
も
の
を
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
経
に
よ
っ
て
、
衆
生
に
仏
陀
の
目
覚
め
が
生
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だ
け
に
説
い
た
の
で
は
な
い
が
、
現
実
に
は
、
出
家
者
だ
け
が
そ
の
道
を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

長
老
舎
利
弗
と
か
長
老
阿
難
と
い
わ
れ
る
、
釈
尊
の
十
大
弟
子
と
い
わ
れ
る
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
長
い

間
修
行
を
重
ね
て
い
る
者
、
そ
う
い
う
人
だ
け
に
仏
教
と
い
う
も
の
が
開
か
れ
る
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
長
老
に
対
し
て
在
家
の
青
年
維
摩
に
仏
教
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
家
者
だ
け
の
仏
教
と
い
う
殻

を
破
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
『
維
摩
経
』
の
も
つ
テ
ー
マ
で
す
。

『
勝
鬘
経
』
と
い
う
経
典
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
在
家
の
女
性
が
仏
陀
の
覚
り
を
開
く
。
そ
う
い
う
小
乗
を

乗
り
超
え
て
大
乗
と
い
う
こ
と
を
、
大
乗
経
典
は
表
現
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
完
結
点
に
『
法
華
経
』

の
一
乗
思
想
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
か
な
る
者
の
上
に
も
仏
の
覚
り
は
開
か
れ
る
。
た
だ

そ
の
と
き
に
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
ど
う
い
う
問
題
か
と
い
う
と
、
行
の
問
題
で
す
。
誰
の
上
に
も
覚
り
が
開
か

れ
る
と
い
う
場
合
に
、
覚
り
が
開
か
れ
る
と
い
う
と
き
に
は
行
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
一
つ

の
行
と
い
う
も
の
を
固
定
す
る
な
ら
、
で
き
る
者
も
あ
る
し
、
で
き
な
い
者
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
き
な
い
者
が
出
て
く
る
と
す
る
と
、
と
た
ん
に
一
乗
と
い
う
こ
と
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
一

行
と
い
う
よ
う
に
限
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
、
行
が
一
乗
と
い
う
法
で
あ
っ
て
も
、
機
に
そ
ぐ
わ

な
け
れ
ば
一
乗
は
理
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
万
行
と
い
う
も
の
が
た
っ
て
き
ま
す
。
よ
ろ
ず
の
行

が
覚
り
に
い
た
る
道
と
し
て
説
か
れ
て
き
ま
す
と
、
行
の
意
義
が
い
よ
い
よ
抽
象
化
・
観
念
化
せ
ざ
る
を
え
な
い

と
い
う
矛
盾
を
抱
え
ま
す
。
ど
ん
な
行
も
覚
り
に
い
た
る
と
な
れ
ば
、行
自
身
に
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

機
に
は
ど
ん
な
目
覚
め
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
、
行
の
功
能
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

仏
の
教
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
一
番
基
本
に
な
り
ま
す
我
わ
れ
の
目
覚
め
、
我
わ
れ
に

目
覚
め
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
仏
が
お
説
き
に
な
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
三
経
に
つ
い
て
の
関
係
は
、
ま
た
後
ほ
ど
問
題
に
し
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
漠
然
と
浄
土
の

三
経
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

七
、
在
家
者
へ
の
説
法

『
無
量
寿
仏
観
経
』、
普
通
『
観
経
』
と
い
う
経
典
で
す
が
、
こ
れ
は
経
典
史
上
に
お
い
て
、
ま
こ
と
に
特
異
な

位
置
を
も
つ
経
典
で
す
。
と
い
う
の
は
、『
観
経
』
は
、
一
つ
に
は
『
法
華
経
』
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
も
う
一

つ
は
『
涅
槃
経
』
の
延
長
線
上
に
も
位
置
す
る
経
典
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
法
華
経
』
は
一
乗
と
い
う
こ
と
を
課
題
に
し
た
経
典
で
す
。
釈
尊
が
仏
と
名
告
っ
て
教
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

釈
尊
の
言
葉
を
理
解
し
、
そ
の
言
葉
に
感
動
し
て
釈
尊
と
歩
み
を
と
も
に
す
る
者
の
た
め
に
だ
け
法
を
お
説
き
に

な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
釈
尊
が
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、
誰
の
上
に
も
仏
陀
の
覚
り
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
課

題
と
さ
れ
た
。

そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
の
は
、
釈
尊
が
仏
陀
と
名
告
っ
て
教
化
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
現
実
に
あ
っ
た
の

は
出
家
の
男
女
、
つ
ま
り
、
比
丘
・
比
丘
尼
と
い
わ
れ
る
人
で
、
多
く
の
人
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
実
際
は
出
家
者
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八
、
悪
人
へ
の
説
法

も
う
一
つ
は
『
涅
槃
経
』
で
す
。『
涅
槃
経
』
が
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
の
は
、
仏
性
の
問
題
で
す
。「
一
切
衆
生

悉
有
仏
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
。

仏
性
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
ん
な
言
語
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
一
つ
は
ブ
ッ
ダ
ト
バ
（buddha-tva

）。
ト
バ

（tva

）
は
名
詞
を
抽
象
化
す
る
場
合
に
使
う
言
葉
で
、
仏
た
る
こ
と
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
あ
る
い
は
ブ
ッ

ダ
・
ゴ
ー
ト
ラ
（buddha-gotra

）
と
い
う
字
が
あ
て
ら
れ
ま
す
。
ゴ
ー
ト
ラ
（gotra

）
と
い
う
の
は
、種
族
と
か
、

同
じ
血
筋
を
引
く
者
と
か
、
広
い
意
味
で
い
え
ば
、
民
族
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
陀
と

同
族
の
者
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
同
じ
く
仏
の
家
に
生
ま
れ
る
者
と
い
う
意
味
で
仏
性
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま

す
。
ま
と
め
て
い
え
ば
、
い
ず
れ
の
衆
生
も
仏
と
無
関
係
な
存
在
は
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
必
ず
仏
陀
と
関
係

を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
で
、『
涅
槃
経
』
に
仏
性
が
出
て
き
ま
す
。
仏
陀
と
関
係
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
、
必

ず
未
来
に
仏
陀
と
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
性
が
因
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
み
ん
な
仏
の
因
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い
い
ま
す
と
、「
で
は
あ
の
連
中
も
そ
う
な
の

か
」
と
い
う
、「
あ
の
連
中
」
と
い
う
軽
蔑
を
含
ん
だ
言
葉
で
呼
ば
れ
る
存
在
が
出
て
き
ま
す
。『
涅
槃
経
』
が
取

り
上
げ
ま
し
た
の
は
、
一
闡
提
と
い
う
存
在
で
す
。
一
闡
提
と
い
う
の
は
、
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
カ
（icchantika

）

と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
音
写
で
、
そ
の
意
味
か
ら
い
け
ば
、
欲
望
に
と
り
つ
か
れ
て
善
を
な
す
根
を
断
ち
切

こ
う
い
う
内
容
や
方
向
を
受
け
て
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
『
観
経
』
の
一
面
が
あ
り
ま
す
。『
観
経
』
の
序

分
の
終
わ
り
の
方
に
、
韋
提
希
が
定
善
を
請
う
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
釈
尊
は
散
善
と
い
う
も
の
を
お
説
き
に
な

ら
れ
ま
す
。
そ
の
散
善
は
、
最
初
に
父
母
に
孝
養
を
尽
く
す
と
出
て
き
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
親
孝
行
す
る
こ

と
と
仏
の
覚
り
を
開
く
こ
と
と
は
、
と
り
た
て
て
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
が
非
常
に
広
く
な
る

わ
け
で
す
。
善
と
い
わ
れ
る
も
の
な
ら
何
で
も
仏
陀
の
覚
り
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
行
が
で

た
ら
め
に
な
っ
て
い
く
傾
向
を
も
ち
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、『
観
経
』
に
出
て
く
る
散
善
の
内
容
と
い
う
も

の
は
、『
法
華
経
』
の
誰
の
上
に
も
と
い
う
思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
一
乗
を
現
実
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
機
に
も
耐
え
ら
れ
る
行
を
た
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
行
は
す
ぐ
さ
ま
に
一
乗
の
行
と
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
一
乗
の
行
で
あ
る
こ
と
を
基
礎

づ
け
る
論
理
化
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
衆
生
に
は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
的
な
基
礎
づ
け
が
さ

れ
ま
し
て
も
、
目
覚
め
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
な
し
た
行
を
回
向
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
回
向

が
必
要
と
な
り
ま
す
と
、
現
実
に
は
二
乗
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
『
観
経
』
は
一
乗
と
い
う
証
を
浄
土
往

生
に
求
め
て
、
一
乗
思
想
の
も
つ
矛
盾
を
乗
り
超
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
、『
観
経
』
は
『
法

華
経
』
の
延
長
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
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仏
の
前
提
条
件
に
な
る
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
と
い
う
行
の
問
題
に
な
り
ま
す
と
、『
涅

槃
経
』
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
釈
尊
が
仏
と
な
っ
て
教
化
な
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
の
意
味
を
、
も
っ
と
も
よ
く
表
し
た
も
の
と
い
え
ば
、『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
文
字
ど
お
り
、
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
な
い
で
、
そ
の
人
の
上
に
仏
の
覚
り
が
開
か
れ
る
よ
う
に
と

い
う
こ
と
で
、
仏
は
法
を
お
説
き
に
な
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
仏
陀
の
出
世
の
意
味
を
も
っ
と
も
よ
く
表
現
し

た
も
の
が
、
こ
の
二
経
で
し
ょ
う
。

九
、
悪
人
成
仏

そ
し
て
、
こ
の
悪
人
の
問
題
を
『
涅
槃
経
』
以
上
に
徹
底
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
『
観
経
』
で
す
。『
観
経
』

の
下げ

品ぼ
ん

下げ

生し
ょ
うの

衆
生
、
そ
の
衆
生
は
十
悪
五
逆
を
な
し
て
き
て
臨
終
を
迎
え
て
い
る
衆
生
で
す
。
こ
の
臨
終
の
衆

生
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
可
能
性
も
も
は
や
断
た
れ
た
者
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
臨
終
で
す
か
ら
、
今
か
ら

改
心
し
て
や
り
直
し
ま
す
と
い
う
力
も
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
ま
っ
た
く
可
能
性
と
い
う
も
の
が
断
た

れ
て
、
そ
し
て
悪
を
な
し
て
き
た
ん
だ
か
ら
、
そ
の
報
い
を
ど
ん
な
形
で
受
け
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
覚
悟
も

で
き
て
い
な
い
。
た
だ
恐
れ
の
中
に
、
可
能
性
の
な
い
中
で
の
た
う
ち
ま
わ
っ
て
、
生
き
る
こ
と
も
死
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
悪
の
存
在
で
す
か
ら
、『
涅
槃
経
』
が
取
り
上
げ
た
悪
の
問
題
を
徹
底
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
と
い

う
意
味
が
『
観
経
』
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
『
観
経
』
と
い
う
経
典
は
、
ま
こ
と
に
特
異
な
意
味

ら
れ
て
い
る
、
善
を
な
そ
う
と
い
う
心
も
な
い
者
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
た
だ
イ
ン
ド
の
状
況
か
ら
考
え
ま

す
と
、
こ
の
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
カ
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
存
在
は
、
も
っ
と
社
会
的
な
意
味
を
も
っ
て
い

た
か
と
思
い
ま
す
。
カ
ー
ス
ト
外
の
存
在
も
そ
う
い
う
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、『
涅
槃
経
』
は
悪
人
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
ま
す
。『
法
華
経
』
は
誰
の
上
に
も
と
い
う
こ
と
を
説

い
た
の
で
す
。
老
少
と
か
在
家
出
家
、
あ
る
い
は
男
女
と
い
う
こ
と
に
関
係
な
し
に
と
い
う
点
は
開
い
た
の
で
す

が
、
さ
す
が
に
悪
人
と
い
う
問
題
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。『
法
華
経
』
に
お
い
て
は
、
悪
人
と
い
う
こ
と
は
出

て
き
ま
せ
ん
。
経
典
の
中
で
真
正
面
か
ら
、
こ
う
い
う
悪
人
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、『
涅
槃
経
』
と
い
っ

て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
誰
も
彼
も
、
一
切
生
き
と
し
生
け
る
者
が
仏
の
因
を
も
っ
て
い
る
と
い
い
切
っ
た
と
き

に
、
で
は
悪
人
も
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
『
涅
槃
経
』
に
阿
闍
世
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
理
由
が
あ
り
ま
す
。
頻び

ん

婆ば

娑し
ゃ

羅ら

と
い
え
ば
、

釈
尊
に
帰
依
し
、
釈
尊
を
供
養
す
る
、
仏
に
よ
く
仕
え
た
王
で
す
。
そ
の
仏
陀
に
よ
く
仕
え
た
王
、
そ
れ
も
罪
の

な
い
王
を
殺
し
た
阿
闍
世
と
い
う
の
は
、
鬼
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
も
不
思
議
で
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
人
間

で
は
な
い
。
で
は
、
人
間
で
な
い
よ
う
な
こ
と
を
す
る
阿
闍
世
、
そ
の
男
に
も
仏
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
と

い
う
問
題
で
す
。
そ
う
い
う
悪
の
問
題
に
か
ら
ん
で
き
ま
す
の
で
、『
涅
槃
経
』
の
中
に
阿
闍
世
の
問
題
が
取
り

上
げ
ら
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
悪
人
が
仏
性
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し

て
そ
の
悪
人
は
仏
の
覚
り
を
開
い
て
い
く
の
か
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
改
心
す
る
よ
り

他
に
手
は
な
い
わ
け
で
す
。
以
前
の
心
を
改
め
て
い
く
。
悪
を
改
め
て
善
人
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
が
、
成
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一
〇
、
二
度
の
六
字
釈

な
ぜ
二
度
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
先
程
、『
観
経
』
の
教
説
が
衝
撃
的
だ
っ
た
と
申
し

ま
し
た
が
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
二
つ
の
方
向
を
も
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
受
容
の
仕
方
は
必
ず
し
も
正
し

い
と
い
え
な
い
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
方
向
に
応
え
る
べ
く
、
善
導
は
二
つ
の
六
字
釈
を
な
す
の
で
す
。
実
に

現
実
の
課
題
を
も
っ
た
も
の
で
す
。

一
つ
は
、

言
南
無
者
卽
是
歸
命
、
亦
是
發
願
迴
向
之
義
。
言
阿
彌
陀
佛
者
、
卽
是
其
行
。
以
斯
義
故
必
得
往
生
。

（
聖
教
全
書
Ⅰ
・
四
五
七
頁
）

と
い
う
六
字
釈
で
す
。

も
う
一
つ
は
、南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
で
の
発
音
で
あ
る
。
呪
文
で
は
な
く
て
、イ
ン
ド
人
が
い
っ

て
い
る
発
音
だ
と
。
も
し
そ
れ
を
我
わ
れ
が
い
う
と
す
る
な
ら
「
帰
命
無
量
寿
覚
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
、
そ
の
一
字
一
字
に
、
南
と
は
帰
、
無
と
は
命
と
い
う
よ
う
に
あ
て
ら
れ
て
「
帰
命
無
量

寿
覚
」
と
さ
れ
た
六
字
釈
で
す
。

を
も
っ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
可
能
性
も
断
た
れ
て
い
る
存
在
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

す
る
こ
と
十
声
に
及
ぶ
こ
と
で
、
仏
陀
の
覚
り
を
開
く
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
今
ま
で
、
ど
ん
な
経

典
に
お
い
て
も
説
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
中
国
の
仏
教
を
求
め
る
人
た
ち
、
中
国
の
仏
教
徒
た
ち
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は

想
像
に
か
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。そ
し
て
そ
の
衝
撃
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
に
な
っ
て
い
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
、
ま
っ
た
く
可
能
性
の
な
い
者
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
覚
り
を
得
る
と
す
る
な
ら
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
い
う
行
は
、
ほ
と
ん
ど
魔
術
、
呪
文
と
考
え
ら
れ
、
と
て
つ
も
な
い
力
、
圧
倒
的
な
力
を
も
っ
て
中
国

の
人
び
と
の
心
を
打
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
人
た
ち
の
存
在
は
予
想
さ
れ
ま
す
。
も

う
一
つ
は
、
出
家
者
を
中
心
に
、
仏
説
で
あ
る
な
ら
、
ま
っ
た
く
で
た
ら
め
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
し

か
し
、気
休
め
の
方
便
だ
と
し
て
衝
撃
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、こ
の
『
観

経
』
の
下
品
下
生
の
教
説
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
観
経
』
が
説
く
ま
っ
た
く
可
能
性
を
な
く
し
た
者
が
覚
り
を
開
く
、
そ
れ
も
、
南
無
阿
弥

陀
仏
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
覚
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
に
、深
い
注
目
を
与
え
た
の
が
善
導
で
す
。
こ
の
善
導
が
、

二
度
に
わ
た
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
六
字
の
解
釈
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
は『
観
経
疏
』の「
玄

義
分
」
の
と
こ
ろ
に
二
回
出
て
き
ま
す
。
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て
い
た
人
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
南
無
と
い
う
の
は
帰
命
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

発
願
回
向
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
に
願
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
意
欲
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

単
に
願
だ
け
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
が
、
そ
の
行
な
の
だ
と
い
い
ま
す
。「
其そ
の

」
と
い
う
字
は
帰
命
と

い
う
こ
と
を
指
し
ま
す
。「
そ
の
行
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
我
ら
に
帰
命
と
い
う
こ
と
を
起
こ
さ
し
め
る
は
た

ら
き
が
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
だ
と
。
も
っ
と
い
え
ば
、
我
わ
れ
に
仏
に
気
づ
く
、
仏
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
わ
れ
は
仏
陀
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
わ
れ
は
、
仏
と
い
う
言
葉
か
ら
仏
と
い

う
理
解
を
も
っ
て
い
る
。
仏
と
は
こ
う
だ
と
い
う
認
識
は
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
仏
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
我
わ
れ
が
仏
を
予
想
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
予
想
を
も
と
に
し
て
、
我
わ
れ
は
修
行
し
た
り
、
仏
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
み
ず
か
ら
の
理
解

を
た
よ
り
と
し
て
仏
を
探
し
て
い
る
の
で
す
。
は
た
し
て
、
そ
の
理
解
し
た
通
り
の
と
こ
ろ
に
仏
が
あ
る
か
ど
う

か
は
、
こ
れ
は
保
証
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
ど
こ
を
さ
が
せ
ば
仏
に
遇
え
る
の
か
。
こ
れ
は
誰

に
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
我
わ
れ
に
、
仏
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
仏
だ
け
で
す
。

我
わ
れ
が
仏
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
は
仏
に
よ
っ
て
気
づ
か
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
陀

が
我
わ
れ
に
仏
陀
を
気
づ
か
せ
る
。
そ
こ
に
仏
の
行
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
仏
の
行
と
い
う
の
は
、
衆
生
を
教
化

せ
し
め
、
衆
生
を
覚
ら
し
め
る
と
こ
ろ
に
仏
の
行
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
の
方
か
ら
い
け
ば
、
仏
は

我
ら
衆
生
を
見
つ
け
出
し
、
我
ら
が
い
か
な
る
者
で
あ
る
か
を
我
わ
れ
自
身
に
知
ら
せ
る
。
そ
う
い
う
形
で
我
わ

れ
を
教
化
せ
し
め
、
我
わ
れ
を
覚
ら
し
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
南

そ
う
す
る
と
少
し
知
識
の
あ
る
人
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
ナ
モ
ア
ミ
タ
ー
ブ
ハ
（nam

o 'm
itābha

）、

あ
る
い
は
ナ
モ
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
（nam

o 'm
itāyus

）
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
音
写
し
た
も
の
だ
か
ら
、
善
導

の
よ
う
に
南
と
は
帰
、
無
と
は
命
と
い
う
、
そ
ん
な
字
の
あ
て
方
は
で
た
ら
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
そ
れ
は
た
だ
そ
う
い
っ
て
い
る
だ
け
の
話
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
知
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
仏
教
が
わ

か
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
導
が
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
ん
な
程
度
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
善

導
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
は
経
典
に
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
仏
言
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

そ
の
仏
言
を
こ
の
国
の
言
葉
に
改
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
仏
言
の
品
格
を
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、

仏
言
の
数
を
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
六
字
と
い
う
仏
言
の
数
を
勝
手
に
変
え
て
は
い
け
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
仏
言
の
品
位
を
落
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
あ
え
て
無
茶
だ
と
い
わ
れ

る
よ
う
な
、
南
は
帰
、
無
は
命
と
い
う
あ
て
方
を
さ
れ
て
「
帰
命
無
量
寿
覚
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
可
能
性
の
な
い
者
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
す
る
こ
と
で
仏
の
覚
り
を
開
く
と
い

う
こ
と
は
呪
文
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
呪
文
で
も
魔
法
の
力
で
も
な
い
。
そ
こ
に
六

字
釈
の
あ
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
の
六
字
釈
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
の
は
、
ま
っ
た
く
可
能
性
の
な
い
者
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
た
す
か
る
。
そ
れ
を
ま
ず
行
と
し
て
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
ん
な
程
度
の
行
で
、
つ
ま
り
、
ほ
と

ん
ど
努
力
の
意
識
を
と
も
な
わ
な
い
行
で
、
ど
う
し
て
仏
の
覚
り
が
開
か
れ
よ
う
か
、
こ
れ
は
方
便
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
行
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
希
望
に
応
え
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
希
望
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
受
け
取
っ
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の
を
受
け
継
い
で
い
る
と
こ
ろ
に
、『
観
経
』
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、『
観
経
』
と
い
う
も
の
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
な
ら
、
そ
れ
は
釈
尊
以
降
の
仏
教
の
歴
史
を
原
理
的
に
表
す
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
問
答
」
を
用
い
ら
れ
た
と
い
う
意
味
は
、『
観
経
』
だ
け
で
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
が
、『
大

経
』
の
「
問
答
」
を
通
じ
て
、
三
心
と
い
う
形
で
『
大
経
』
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、『
観
経
』
で
い
わ
れ

て
い
る
も
の
、
要
す
る
に
『
法
華
経
』
や
『
涅
槃
経
』
が
め
ざ
し
て
い
た
も
の
が
原
理
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
。
そ
こ
が
到
達
点
（
一
乗
）
で
、
あ
と
は
そ
れ
を
求
め
て
、
仏
性
に
期
待
し
て
進
む
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、『
大
経
』
が
も
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
観
経
』
に
内
包
さ
れ
て
い
る
意
味
、
も
っ
と
い
え
ば
、
釈

尊
以
降
の
仏
教
の
歴
史
全
体
が
原
理
的
に
展
開
す
る
と
い
う
意
味
を
も
ち
ま
す
。

今
、
こ
こ
に
「
無
量
寿
仏
観
経
の
意
」
と
い
う
こ
と
で
、『
無
量
寿
仏
観
経
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た

の
は
、そ
う
い
う
仏
道
の
出
発
点
と
も
な
り
、目
標
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
を
受
け
継
い
で
い
る
と
こ
ろ
に『
観
経
』

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
だ
か
ら
、
こ
の
「
化
身
土
巻
」
の
原
理
に
あ
た
る
も
の
が
、
こ
の
『
観
経
』
の
意
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
『
観
経
』
の
も
っ
た
問
題
を
受
け
て
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
、『
阿
弥
陀
経
』

の
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
。

親
鸞
の
「
三
経
和
讃
」
を
見
ま
す
と
、『
阿
弥
陀
経
』
に
つ
い
て
、

果か

遂す
い

の
願
に
よ
り
て
こ
そ

　
釈し
ゃ

迦か

は
善ぜ
ん

本ぼ
ん

徳と
く

本ほ
ん

を

無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
決
し
て
気
休
め
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
呪
文
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、

仏
の
行
で
あ
る
。

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
い
え
る
か
と
い
う
と
、
善
導
に
、
そ
の
背
景
と
し
て
『
大
経
』
の
阿
弥
陀
の
本
願
と

い
う
こ
と
の
受
け
止
め
が
あ
る
か
ら
で
す
。
も
し
『
観
経
』
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
と
て
つ
も
な
い
呪
文
と
い
う
意

味
か
、
あ
る
い
は
単
な
る
気
休
め
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
二
つ
に
分
か
れ
る
他
な
い
で
し
ょ
う
。

一
一
、
観
経
の
位
置

そ
う
し
ま
す
と
、
も
う
一
度
『
観
経
』
の
も
つ
経
典
史
上
の
意
味
を
考
え
ま
す
と
、『
涅
槃
経
』
あ
る
い
は
『
法

華
経
』
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、『
涅
槃
経
』『
法
華
経
』
が
い
お
う
と
し
た
こ
と
を
念
仏
と
い
う
行
を
も
っ
て
応

え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
『
観
経
』
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
明
瞭
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
『
法

華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
経
と
い
う
も
の
は
仏
教
の
歴
史
に
と
っ
て
、

ま
た
仏
道
の
歩
み
の
中
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
め
ざ
さ
れ
た
目
標
点
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
一

乗
と
い
わ
れ
、
仏
性
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
こ
そ
、
仏
道
を
求
め
る
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
誰
の
上
に
も
覚
り
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
仏
道
も
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
仏
性

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
仏
道
を
求
め
る
と
い
う
意
味
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
目
標

と
同
時
に
出
発
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の
が
、『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
の
意
味
し
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
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一
二
、
悪
人
正
機

な
ぜ
他
の
ど
ん
な
行
も
不
可
能
と
い
う
か
と
申
し
ま
す
と
、『
観
経
』
に
お
い
て
ま
っ
た
く
可
能
性
の
な
い
者

の
と
こ
ろ
に
仏
の
覚
り
が
開
か
れ
る
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
。
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て

い
る
人
た
ち
に
も
本
当
に
た
す
か
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
可
能
性
の
な
い
者
の
と
こ
ろ
に
仏
の
覚
り
が
開

か
れ
る
法
の
あ
る
こ
と
が
一
番
の
根
拠
に
な
っ
て
き
ま
す
。自
分
で
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、

こ
れ
は
嘘
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
確
か
な
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
可
能
性
が
な
く
と
も
南
無
阿
弥
陀
仏
で
た
す

か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
一
乗
と
い
う
意
味
を
表
し
ま
す
。

で
す
か
ら
、
可
能
性
あ
り
と
自
分
で
思
っ
て
い
る
者
も
、
本
当
に
た
す
か
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
す
れ
ば
、

ま
っ
た
く
可
能
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
も
た
す
か
る
と
い
う
念
仏
の
行
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
意
味
で
一
乗
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
が
背
景
に
な
っ
て
、『
歎
異
抄
』
第
三
章
の
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
が
出

て
く
る
と
い
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
悪
人
正
機
の
思
想
に
は
『
観
経
』
と
『
小
経
』
の
か
ら
み
が
背
景
に
あ
り
、

そ
こ
に
一
乗
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
の
は
、
一
乗

と
い
う
こ
と
を
表
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
一
乗
の
行
が
た
て
ら
れ
る
こ
と
で
問
題
は
す
ん
だ
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に

親
鸞
が
「
阿
弥
陀
経
の
意
な
り
」
と
『
阿
弥
陀
経
』
を
あ
げ
ま
し
た
の
は
、
一
乗
と
い
う
こ
と
を
表
し
、
そ
し
て

　
弥み

陀だ

経き
ょ
うに
あ
ら
わ
し
て

　
一
乗
の
機
を
す
す
め
け
る
　
　
　
　（
聖
典
・
四
八
四
頁
）

と
、『
阿
弥
陀
経
』
を
一
乗
と
い
う
こ
と
で
関
係
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
は
、『
阿
弥
陀
経
』
の
ど

こ
が
一
乗
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
一
乗
と
い
う
字
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
親
鸞
は
、
ど
こ
を

捉
え
て
「
一
乗
の
機
を
す
す
め
け
る
」
と
い
わ
れ
た
の
か
。
そ
う
い
う
よ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
、『
阿
弥
陀
経
』

の
と
こ
ろ
で
い
け
ば
、

不ふ
か
い
し
ょ
う
ぜ
ん
ご
ん

可
以
少
善
根
　
福ふ

く

德と
く

因い
ん

緣ね
ん

　
得と
く

生し
ょ
う

彼ひ

国こ
く

。
舎し

ゃ

利り

弗ほ
つ

、
若に

ゃ
く
う
ぜ
ん
な
ん
し
ぜ
ん
に
ょ
に
ん

有
善
男
子
善
女
人
、
聞も

ん

說せ
つ

阿あ

彌み

陀だ

佛ぶ
つ

、

執し
ゅ
う
じ
み
ょ
う
ご
う

持
名
號
、
若に
ゃ
く

一い
ち

日に
ち

、
若に
ゃ
く

二に

日に
ち

、
若に
ゃ
く

三さ
ん

日に
ち

、
若に
ゃ
く

四し

日に
ち

、
若に
ゃ
く

五ご

日に
ち

、
若に
ゃ
く

六ろ
く

日に
ち

、
若に
ゃ
く

七し
ち

日に
ち

、
一い
っ

心し
ん

不ふ

亂ら
ん

、　
　
　
　
　（
聖
典
・
一
二
九
頁
）

と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。「
少
善
根
福
徳
の
因
縁
を
も
っ
て
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
国
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は

不
可
能
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
う
い
わ
れ
て
名
号
を
執
持
す
る
。
名
号
を
執
持
と
い
う
こ
こ
に
一
行
、
た
だ
念
仏
と

い
う
こ
と
が
た
っ
た
わ
け
で
す
。
名
号
を
執
持
す
る
こ
と
一
日
乃
至
七
日
に
及
ぶ
な
ら
、
そ
の
間
「
一
心
不
乱
」

で
あ
る
な
ら
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
他
の
ど
ん
な
行
も
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
名
号
を
執
持
す
る
こ
と
だ

け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
歴
史
を
原
理
的
に
解
析
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
原
理
的
に
批
判
す
る
た
め
に
た
て
ら
れ

た
も
の
が
「
方
便
化
身
土
巻
」
と
考
え
ら
れ
、
題
号
・
標
挙
の
文
も
そ
う
い
っ
た
意
味
で
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
申
し
上
げ
ま
し
た
。

（
一
九
八
七
年
九
月
二
十
一
日
）

そ
の
一
乗
を
表
す
行
が
そ
こ
に
た
っ
て
き
た
と
き
に
、
人
間
は
そ
れ
で
す
む
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な

い
こ
と
を
問
う
た
め
で
す
。
ど
う
い
う
問
題
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
自
分
に
ま
っ
た
く
可
能
性
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
念
仏
を
捉
え
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
人
間
は
自
分
に
ま
っ
た
く
可
能
性
が
な
い
か
ら
、
念
仏
を
こ
そ
善
本
徳

本
と
し
て
自
分
の
中
に
取
り
こ
も
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
善
の
本
、
徳
の
本
と
し
て
念
仏
を
自
分
の
中
に
取
り
こ

ん
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
安
定
や
、
自
己
拡
大
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
仏
教
の
目
標
が
仏
の
覚
り
に
い
た
る
と

い
う
こ
と
が
本
来
な
の
に
、
い
つ
の
ま
に
か
念
仏
を
も
っ
て
自
分
を
大
き
く
見
せ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
を
壊
れ
な

い
よ
う
な
も
の
に
し
て
見
せ
る
、
自
己
安
定
や
、
自
己
拡
大
を
な
そ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
仏
の
法
を
利
用
し
、
し
か
も
、
利
用
す
る
と
い
う
形
で
結
局
流
転
し
た
仏
教
の
歴
史
を
原
理
的
に
説
き

明
か
す
意
味
が
、『
阿
弥
陀
経
』
に
見
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
そ
れ
も
『
大
経
』
と
の
関
係
で
『
阿
弥
陀
経
』

の
も
つ
意
義
が
も
う
一
度
見
直
さ
れ
た
。
す
る
と
仏
教
の
受
容
の
歴
史
が
罪
福
の
信
と
混
乱
し
て
捉
え
ら
れ
、
い

つ
の
ま
に
か
目
覚
め
よ
り
自
己
拡
大
や
自
己
安
定
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
事
柄
が
、
明
確
に
さ
れ
て
く
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
を
批
判
し
、
そ
こ
を
離
れ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、『
大
経
』
と
の
関
係
で
出
て
き
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
自
己
拡
大
、
自
己
安
定
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
釈
尊
以
降
の
仏
教
の
歴
史
と
い
う
も
の

が
、も
う
一
度
転
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、親
鸞
は
こ
の『
観
経
』

『
阿
弥
陀
経
』
を
も
っ
て
、釈
尊
以
降
の
仏
教
の
歴
史
を
原
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
「
化

身
土
」
と
い
う
こ
と
の
も
つ
内
容
で
あ
り
、そ
れ
が
『
大
経
』
と
の
関
係
に
お
い
て
「
方
便
」
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
く
る
と
い
え
ま
す
。


