
【
共
通
テ
ー
マ
】

良
寛
詩
異
説

長
谷
川
　
洋
三

良
寛
禅
師
の
代
表
作
の
一
つ
と
言
え
る
も
の
に
次
の
詩
が
あ
る
。

生
涯
瀬
立
身

騰
々
任
天
真

裏
中
三
升
米

灯
辺
一
束
薪

誰
問
迷
悟
跡

何
知
名
利
塵

夜
雨
草
庵
裡

双
脚
等
聞
伸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
う

生
涯
、
身
を
立
て
る
に
瀬
く

と
コ
ノ
と
う

騰
々
、
天
真
に
任
す
。

嚢
中
、
三
升
の
米

灯
辺
、
一
束
の
薪
。

誰
か
問
わ
ん
、
迷
悟
の
跡

な
ん何

ぞ
知
ら
ん
、
名
利
の
塵
。

　
　
　
　
　
　
う
ち

夜
雨
、
草
庵
の
裡

双
脚
、
等
聞
に
伸
ば
す
。
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こ
の
詩
は
、
禅
師
の
選
び
取
っ
た
生
き
方
と
、
そ
こ
か
ら
結
晶
し
た
心
境
と
、
更
に
草
庵
の
内
部
や
禅
師
自
身
の
姿
態
、
な
ど
が
総
合

的
に
、
し
か
も
簡
潔
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
人
口
に
瞼
災
し
て
い
る
。

　
こ
の
詩
の
文
字
を
目
で
追
い
、
あ
る
い
は
声
を
出
し
て
訓
み
下
す
時
に
ま
ず
感
じ
る
の
は
、
簡
潔
な
美
し
さ
と
格
調
の
高
さ
で
あ
る
。

人
間
が
最
後
に
到
達
す
る
姿
の
一
つ
の
典
型
と
も
言
え
る
美
し
さ
と
格
調
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
．
る
。
で
は
、
こ
の
詩
の
風
韻
を

　
　
　
　
　
そ
こ
な

出
来
る
だ
け
損
わ
ず
に
口
語
文
に
翻
訳
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
い
い
の
か
。
自
分
が
感
じ
た
も
の
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
し
か

え
て
初
め
て
そ
の
詩
を
確
認
し
鑑
賞
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
訳
と
い
う
も
の
に
は
必
ず
訳
者
の
呼
吸
が
入
る
。
訳
の
巧

拙
に
よ
っ
て
、
原
作
は
生
か
さ
れ
も
す
る
が
死
物
に
も
な
る
。
解
釈
の
違
い
や
主
観
の
違
い
で
、
訳
に
も
大
き
な
相
違
が
出
て
き
て
し
ま

う
Q

　
こ
の
詩
を
訳
そ
う
と
思
い
た
っ
た
時
、
比
較
的
楽
に
出
来
る
と
筆
者
は
思
っ
た
。
極
端
に
難
解
な
語
句
が
無
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
誰
が
訳
し
て
も
大
差
は
あ
る
ま
い
と
も
思
っ
た
。
し
か
し
、
　
「
ち
な
み
に
…
…
」
と
い
う
思
い
か
ら
手
元
の
数
冊
の
詩
集
を
開
い
て

み
た
。
と
こ
ろ
が
、
筆
者
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
訳
と
は
い
ず
れ
も
大
き
く
違
う
の
で
あ
る
。
全
体
の
風
韻
が
ま
る
で
違
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
じ
ん
り

筆
者
は
、
言
忌
に
あ
っ
て
安
心
裡
に
双
脚
を
伸
ば
し
て
い
る
禅
師
の
風
光
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
だ
が
、
大
抵
の
詩
集
の
場
合
、
や
x

疲
れ
た
老
僧
が
、
な
す
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
ぼ
ん
や
り
と
両
脚
を
伸
ば
し
て
い
る
様
子
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
違
い
の
原
因
が
や
が
て
分
か
っ
た
。
　
「
世
々
」
と
「
双
脚
等
聞
伸
」
の
二
つ
の
句
に
対
す
る
解
釈
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
措
辞
」
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
句
に
直
感
的
に
「
良
い
風
情
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
。
巧
く
訳
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
悟
境
に

達
し
た
者
の
み
が
持
ち
得
る
「
良
い
風
情
」
を
感
じ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
詩
集
で
は
、
　
「
悪
い
風
情
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る

訳
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
唐
木
順
三
氏
が
「
何
故
吉
野
訳
を
選
ん
だ
か
と
い
へ
ば
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
す
ぐ
れ
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
『
良
寛
』
8
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
太
鼓
判
付
き
で
賞
讃
さ
れ
引
用
も
さ
れ
た
吉
野
秀
雄
氏
の
訳
で
は
「
ぼ
ん
や
り
と

し
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
入
矢
義
高
氏
の
訳
で
は
「
ふ
ら
り
ふ
ら
り
と
」
と
な
っ
て
お
り
、
東
郷
本
で
は
「
う
と
う
と
と
」
と
訳
さ

れ
て
い
る
。
須
佐
本
で
は
訳
は
な
い
が
、
句
釈
に
「
ぼ
ん
や
り
し
た
貌
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
の
訳
か
ら
も
「
疲
れ
た
」
　
「
鈍
い
」
と
い
う

悪
い
イ
メ
ー
ジ
し
か
浮
か
ば
な
い
。
で
は
以
上
の
四
点
は
「
双
脚
前
聞
伸
」
を
ど
の
よ
う
に
訳
し
て
お
ら
れ
る
の
か
。
順
に
引
用
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ぼ
、
　
「
二
本
の
足
を
所
在
な
く
伸
ば
し
て
み
る
だ
け
だ
。
」
「
両
の
足
を
の
ん
び
り
と
伸
ば
す
」
　
「
気
ま
ま
準
ず
い
に
両
脚
を
伸
ば
し
て
い

る
。
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
吉
野
氏
、
入
麺
氏
、
東
郷
氏
の
訳
で
あ
り
、
訳
文
の
な
い
須
佐
氏
の
「
重
三
」
に
対
す
る
句
釈
は
「
な
お
ざ
り
、

か
り
そ
め
に
、
の
意
。
所
在
な
さ
に
、
と
い
う
感
が
強
い
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
　
こ
の
句
に
対
し
て
も
、
華
氏
は
ほ
ぼ
共
通
し

た
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
吉
野
氏
の
訳
「
所
在
な
い
」
を
『
広
辞
苑
』
で
調
べ
る
と
、
　
「
す
る
こ
と
が
な
く
て

た
い
く
つ
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
他
の
三
氏
の
「
の
ん
び
り
と
」
「
気
ま
ま
な
気
ず
い
に
」
「
な
お
ざ
り
に
」
も
そ
れ
と
大
差
が

な
い
。
こ
こ
で
「
騰
々
任
天
真
」
　
「
双
脚
等
聞
伸
」
の
挙
句
に
対
す
る
四
氏
の
解
釈
を
総
合
的
に
整
理
す
る
と
、

　
ぼ
ん
や
り
と
し
て
（
ふ
ら
り
ふ
ら
り
と
、
う
と
う
と
と
、
ぼ
ん
や
り
と
）
天
真
に
任
せ
た
自
分
は
、

な
ま
ま
（
の
ん
び
り
と
、
気
ま
ま
気
ず
い
に
、
な
お
ざ
り
に
）
両
脚
を
伸
ば
し
て
い
る
。

何
も
す
る
こ
と
が
な
く
て
退
屈

良寛詩異説

と
な
る
。
こ
の
解
釈
か
ら
彷
彿
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
人
物
像
は
、
　
「
天
真
に
任
せ
た
」
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
や
x
ぼ
ん
や
り

と
し
た
老
僧
が
、
も
う
積
極
性
や
能
動
性
を
失
っ
た
ま
ま
、
な
お
ざ
り
に
両
脚
を
の
ば
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。
二
句
だ
け
に
絞
る
と
、
四

三
の
訳
か
ら
来
る
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
よ
う
な
貧
相
と
も
言
え
る
姿
な
の
で
あ
る
。
筆
者
の
こ
の
よ
う
な
判
断
に
対
し
て
、
　
「
一
人
一
人
の
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訳
の
全
部
を
通
し
て
読
め
ば
、
そ
れ
ほ
ど
極
端
に
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ば
な
い
し
と
読
者
は
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ

の
二
句
の
間
に
、
　
「
脳
中
三
升
米
　
灯
辺
一
束
薪
　
誰
問
迷
霞
割
　
何
知
名
利
塵
　
夜
雨
草
庵
裡
」
と
い
う
詩
情
あ
ふ
れ
る
句
や
、
悟
境

を
表
わ
し
た
句
や
、
世
塵
を
超
越
し
た
こ
と
を
明
記
し
た
句
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
誰
が
訳
し
て
も
、
悪
い
イ
メ
ー
ジ
な
ぞ
浮
か
び
よ
う

が
な
い
ほ
ど
立
派
な
句
や
美
し
い
句
が
五
句
も
間
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
禅
師
の
人
間
性
そ
の
も
の
を
伝
え
る
「
表
情
」
や
「
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
じ
ん
か
な
め

態
」
を
直
接
表
現
し
た
肝
心
要
の
句
は
、
例
の
「
再
々
任
天
真
」
と
「
双
脚
等
聞
伸
」
だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
鍵
と
な
る
の
は

「
騰
々
」
と
「
等
聞
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
二
軍
だ
け
を
摘
出
し
、
そ
の
訳
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
訳
が
適
切
か

否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
決
し
て
方
法
と
し
て
は
誤
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
こ
の
詩
の
場
合
、
他
の
句
に
よ
っ
て
幻
惑
さ
れ

ず
に
訳
の
適
性
度
を
計
る
最
も
厳
密
な
方
法
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
四
氏
と
や
玉
異
る
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
大
島
花
束
・
原
田
勘
平
両
氏
の
手
に
な
る
『
良
寛
詩
集
』
（
こ

れ
は
、
筆
者
が
知
る
か
ぎ
り
で
言
え
ば
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
）
の
脚
注
に
は
、
「
津
々
」
は
「
物
に
拘
泥
せ
ず
、
自
由
な
る
こ
と
」
と
あ

り
、
　
「
等
聞
」
は
「
深
く
心
を
つ
け
ず
に
。
心
の
ど
か
に
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
両
句
と
も
前
置
氏
と
は
異
な
り
、
「
騰
々
」
に
関
し
て
は

筆
老
の
見
方
に
近
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
少
し
異
な
る
。
　
「
耳
聞
」
に
つ
い
て
は
筆
者
と
は
全
く
異
な
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
詩
集
に
は
訳

が
無
い
の
で
詳
細
が
分
か
ら
な
い
。
次
に
秋
月
龍
現
氏
の
場
合
は
、
　
「
田
々
」
が
「
た
だ
天
然
自
然
」
と
あ
り
、
禅
味
が
あ
っ
て
良
い
よ

う
だ
が
、
　
「
騰
々
」
の
訳
で
は
な
い
感
が
あ
る
。
　
「
任
天
真
」
を
修
飾
す
る
語
句
と
し
て
、
　
「
騰
々
」
と
は
関
係
な
く
付
け
加
え
ら
れ
た

感
が
あ
る
。
そ
し
て
「
等
聞
」
は
相
変
わ
ら
ず
「
な
お
ざ
り
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
次
に
中
村
宗
一
氏
は
『
良
寛
の
偶
と
正
法
眼
蔵
』
の

中
で
、
「
人
々
」
を
「
何
の
囚
わ
れ
の
な
い
」
と
訳
さ
れ
、
句
釈
と
し
て
「
一
心
に
な
る
こ
と
、
専
念
、
至
心
の
義
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
訳
は
か
な
り
良
い
が
、
句
釈
に
疑
問
が
の
こ
る
。
「
等
聞
」
に
は
訳
も
句
釈
も
無
い
。
次
に
柳
田
聖
山
氏
は
『
沙
門
良
寛
』
（
m
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ペ
ー
ジ
）
の
中
で
「
騰
々
」
を
「
の
ほ
ほ
ん
の
ほ
ん
」
と
訳
さ
れ
、
　
「
等
聞
」
を
「
思
わ
ず
前
に
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
、
極
端
に
奇
抜
な

訳
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
言
え
ば
、
入
矢
氏
も
、
　
「
隠
々
」
と
題
す
る
別
の
詩
の
「
騰
々
」
と
い
う
句
を
「
の
ほ
ほ
ん
」
と
訳
し
て
お
ら

れ
る
（
『
日
本
の
禅
語
録
二
十
良
寛
』
獅
ペ
ー
ジ
）
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
一
見
面
白
い
よ
う
だ
が
、
果
し
て
「
戸
々
」
の
真
意
に
か
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
「
生
涯
瀬
立
身
」
の
詩
の
場
合
、
柳
田
氏
の
「
の
ほ
ほ
ん
の
ほ
ん
」
は
真
意
か
ら
は
ず
れ
過
ぎ
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
以
上
は
、
い
ず
れ
も
漢
学
の
専
門
家
も
し
く
は
禅
門
の
僧
侶
で
あ
ら
れ
る
の
で
、
詩
の
真
意
は
い
ず
れ
か
に
言
い
つ
く
さ
れ
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
筆
者
は
以
上
の
い
ず
れ
と
も
全
く
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
る
の
で
世
に
問
い
、
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
先
ず
「
隠
々
」
の
意
味
か
ら
入
り
た
い
の
だ
が
、
こ
の
句
は
「
任
天
真
」
と
関
わ
る
の
で
、
「
天
真
」
か
ら
入
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

「
天
真
」
と
は
「
不
生
無
相
の
本
体
」
の
こ
と
で
あ
る
。
『
正
法
眼
蔵
』
「
弁
道
話
」
に
次
の
文
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
等
正
覚
、
さ
ら
に
か
へ
り
て
し
た
し
く
あ
ひ
冥
資
す
る
み
ち
か
よ
ふ
が
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
坐
禅
人
、
確
爾
と
し
て
身
心
脱
落

し
、
従
来
雑
話
の
知
見
思
量
を
裁
断
し
て
、
天
真
の
仏
法
に
面
会
し
、
あ
ま
ね
く
微
塵
際
そ
こ
ぼ
く
の
諸
仏
如
来
の
道
場
ご
と
に
、
仏

事
を
助
発
し
、
ひ
ろ
く
仏
向
上
の
機
に
か
う
ぶ
ら
し
め
て
、
よ
く
仏
向
上
の
法
を
激
心
す
。

良寛詩異説

　
こ
こ
に
出
て
く
る
「
天
真
の
仏
法
」
に
、
増
谷
文
雄
氏
は
「
本
物
の
仏
法
」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
訳
を
与
え
て
お
ら
れ
る
。
な
ぜ
「
天

真
」
が
「
本
物
」
な
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
仏
が
、
木
仏
・
石
仏
・
金
仏
な
ど
の
よ
う
な
、
人
の
手
に
よ
っ
て
「
生
ま
れ
て
、
特
定
の
相
を

持
つ
」
仏
で
は
な
く
、
原
初
よ
り
宇
宙
の
本
体
と
し
て
実
在
さ
れ
、
各
人
の
内
部
に
も
実
在
さ
れ
る
「
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
相
も
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持
た
な
い
L
仏
で
あ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
内
な
る
「
不
生
無
相
の
本
体
」
な
る
仏
で
あ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
天

真
の
仏
法
」
と
は
、
　
「
不
生
無
相
の
本
体
で
あ
る
仏
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
る
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
良
寛
詩
の
「
任
天
真
」
の
「
天
真
」
と
は
「
天
真
仏
」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
自
己
の
内
に
お
わ
す
不
生
無
相
の
仏
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
仏
に
自
己
を
任
す
こ
と
を
「
任
天
真
」
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
そ
の
「
天
真
」
は
寒
山
詩
の
「
任

レ
ヒ弥

い
管
槍
の
現
わ
る
る
も
我
れ
に
天
真
の
佛
有
り
」
の
「
天
真
佛
」
と
同
一
な
る
佛
を
指
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
と
関
わ
り
を
持

つ
「
拳
々
」
が
「
ぼ
ん
や
り
」
「
ふ
ら
り
ふ
ら
り
と
」
「
う
と
う
と
と
」
な
ど
と
い
う
、
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
意
味
で
あ
る
と
は
到
底

考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
「
騰
」
を
『
新
字
源
』
で
調
べ
る
と
、
「
馬
」
と
「
朕
」
の
形
声
文
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
朕
」
は
「
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
　
し
ょ
う

け
つ
ぐ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
従
っ
て
「
馬
」
と
「
朕
」
の
二
つ
で
は
本
来
「
継
ぎ
馬
」
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
音
符
の
朕
・
丞
・

昇
・
乗
な
ど
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
　
「
の
ぼ
る
」
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
『
新
字

源
』
で
、
　
「
騰
々
」
は
「
ふ
る
い
起
る
さ
ま
」
と
釈
義
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
と
こ
ろ
が
ら
総
合
的
に
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
ん
で
く
る
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
「
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
自
在
な
様
子
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、
未
だ
ど
こ
か
す
っ
き
り
し
な

い
。
そ
こ
で
『
大
漢
和
辞
典
』
を
轟
い
て
み
た
。
　
「
騰
」
に
は
「
あ
が
る
、
の
ぼ
る
」
「
あ
げ
る
・
の
ぼ
せ
る
」
「
の
る
」
「
お
ど
る
」
「
た

か
ま
る
」
「
こ
え
る
」
「
す
ぎ
る
」
「
わ
た
る
」
「
つ
た
え
る
」
「
は
せ
る
・
は
し
る
」
な
ど
多
数
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
と

こ
ろ
が
ら
来
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
や
は
り
「
と
ら
わ
れ
の
な
い
自
在
さ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
戦
々
」
の
箇
所
を
見
る

と
、
か
な
り
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
意
味
も
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
e
、
盛
に
お
こ
る
さ
ま

　
　
口
、
鼓
を
撃
つ
音
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日
、
緩
や
か
な
さ
ま

　
　
四
、
禅
房
の
名

　
以
上
の
四
つ
の
う
ち
、
e
の
「
盛
に
お
こ
る
さ
ま
」
は
、
先
ほ
ど
の
「
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
自
在
な
様
子
」
と
一
致
す
る
。
次
に

日
の
「
緩
や
か
な
さ
ま
」
に
心
曳
か
れ
る
の
で
、
　
「
緩
」
を
『
大
明
解
漢
和
辞
典
』
で
調
べ
て
み
る
と

　
　
ω
　
ユ
ル
い

　
　
㈲
　
の
ろ
い
、
お
そ
い

　
　
の
　
や
わ
ら
か

　
　
⇔
　
寛
大

と
あ
る
。
㈲
の
「
の
ろ
い
、
お
そ
い
」
と
口
の
「
寛
大
」
の
二
つ
が
同
時
に
こ
の
詩
の
「
些
々
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
た
。
こ
こ
で
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
出
す
の
は
、
禅
師
が
師
の
国
仙
和
尚
か
ら
授
か
っ
た
印
可
の
偶
の
「
良
也
如
愚
道
転
寛
　
叢
々
任
端
補
誰
看
」
の
部
分
で
あ
る
。
　
「
常

々
と
し
て
営
営
の
境
地
で
あ
る
こ
の
人
物
が
、
　
〈
愚
〉
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
〈
寛
〉
で
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
良
い
。
」
と
い
う
評
価

で
あ
る
。
㈲
の
「
の
ろ
い
」
は
印
可
の
「
愚
」
に
相
当
し
、
口
の
「
寛
大
」
は
印
可
の
「
寛
」
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
仙
和
尚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

偶
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
平
々
」
に
関
す
る
限
り
で
言
う
な
ら
ぽ
、
辞
典
に
あ
る
通
り
の
「
の
ろ
く
て
寛
や
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
も
「
と
ら
わ
れ
が
な
く
自
在
な
様
子
」
と
い
う
本
来
の
意
味
も
入
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
良
寛
禅
師
の

動
作
が
「
閑
」
で
あ
る
た
め
「
の
ろ
い
」
や
「
愚
」
の
印
象
を
与
え
る
し
、
ま
た
そ
の
人
柄
に
「
寛
」
の
面
が
あ
る
こ
と
は
万
人
の
認
め

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
仙
和
尚
は
、
こ
の
人
物
に
、
「
と
ら
わ
れ
が
な
い
自
在
さ
」
を
根
底
に
持
っ
た
「
の
ろ
さ
」
（
1
1
閑
）
と
「
寛
」
を

感
じ
と
っ
て
「
良
い
」
と
評
価
し
、
あ
の
印
可
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
は
、
こ
の
良
寛
詩
で
も
、
「
騰
々
」
は
「
の
ろ
く
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ひ
ろ

（
1
1
閑
）
て
寛
や
か
し
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。
禅
師
は
こ
の
詩
で
、
師
の
国
辱
和
尚
か
ら
指
摘
さ
れ
た
通

　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

り
の
「
の
ろ
く
て
寛
や
か
」
な
自
分
を
「
騰
々
」
と
い
う
句
で
表
現
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
「
辛
々
」
を
「
の
ろ
く
て
寛

や
か
」
と
訳
し
た
の
で
は
語
呂
も
悪
く
長
す
ぎ
も
す
る
の
で
、
筆
者
は
簡
単
に
「
ゆ
っ
た
り
」
と
し
て
お
く
。
「
ゆ
っ
た
り
」
な
ら
ば
「
と

ら
わ
れ
の
な
い
自
在
さ
」
を
根
底
に
持
っ
た
「
の
ろ
さ
（
1
1
閑
）
」
と
「
寛
や
か
さ
」
を
共
に
表
現
し
う
る
し
、
良
寛
禅
師
の
人
柄
に
も

ぴ
っ
た
り
と
合
う
語
彙
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
訳
は
、
真
意
と
は
正
反
対
で
あ
っ
た
り
、
奇
を
街
い
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

だ
。
こ
こ
で
「
騰
々
任
天
真
」
を
訳
す
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

不
生
無
相
と
い
う
自
己
の
内
な
る
仏
に
任
せ
て
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る

と
な
る
。
生
来
「
閑
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
寛
」
で
も
あ
る
人
物
が
、
更
に
自
己
の
内
な
る
仏
に
任
せ
た
時
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
る
「
安

　
　
　
　
　
　
だ
い
あ
ん
じ
ん

定
し
た
心
」
　
（
H
大
安
心
）
が
、
こ
の
時
雨
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
安
心
が
あ
れ
ぽ
、
無
一
物
の
日
々
で
は
あ
っ
て
も
、
不

安
や
不
満
は
な
い
。
次
の
「
裏
声
三
升
米
　
灯
辺
一
束
薪
」
で
は
、
貧
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
足
る
を
知
る
」
や
「
無
一
物

日
無
尽
蔵
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
感
じ
取
れ
る
。
そ
し
て
続
く
「
誰
問
迷
悟
跡
」
は
、
大
安
心
に
住
す
る
者
に
と
っ
て
迷
い
や
悟
り
の
痕
跡
を

詮
策
す
る
こ
と
が
不
要
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
「
迷
悟
の
跡
」
を
問
う
た
り
す
る
の
は
、
大
安
心
を
得
て
い
な
い

時
点
の
詮
策
で
あ
ろ
う
。
試
行
錯
誤
の
時
点
の
愚
策
で
あ
ろ
う
。
次
の
「
何
知
名
利
塵
」
の
意
味
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
名
誉
欲
や
利
益

な
ど
に
は
一
切
頓
着
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
続
く
「
夜
雨
草
庵
裡
　
双
脚
傍
聞
伸
」
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
前
半
は
明

々
白
々
で
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
問
題
は
後
半
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
丁
壮
」
に
鍵
が
あ
ろ
う
。

　
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
「
等
間
」
に
対
す
る
訳
は
「
所
在
な
く
」
「
の
ん
び
り
と
」
「
気
ま
ま
転
ず
い
に
」
「
な
お
ざ
り
に
」

198



「
深
く
心
を
つ
け
ず
に
」
「
心
の
ど
か
に
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
所
在
な
く
」
は
「
す
る
こ
と
も
な
く
退
屈
に
」

と
い
う
意
味
で
、
ど
こ
か
怠
惰
な
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
し
、
他
の
訳
も
大
同
小
異
の
意
味
で
あ
る
と
言
え
る
。
天
真
仏
に
我
が
身
を

任
せ
、
大
安
心
を
得
た
が
故
に
、
迷
悟
の
跡
を
問
う
必
要
も
な
く
、
名
利
を
求
め
る
心
も
無
い
者
が
、
や
瓦
怠
惰
に
両
脚
を
さ
し
の
べ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
普
通
、
人
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
従
来
の
訳
だ
と
、
詩
の
中
に
矛
盾
が
出
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
「
任
天
真
」
と
い
う
高
い
格
調
が
、
終
句
に
至
っ
て
突
然
怠
惰
で
貧
相
な
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
等
聞
」

と
「
等
閑
」
が
混
線
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
い
う
思
い
に
か
ら
れ
て
筆
者
は
『
大
漢
和
辞
典
』
を
経
い
た
。

②①

「
等
閑
」
の
意
味
と
し
て
、
　
「
物
事
に
意
を
留
め
な
い
で
な
お
ざ
り
な
こ
と
。
成
る
が
儘
に
ま
か
せ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
　
「
等
聞
」
の
意
味
と
し
て
次
の
三
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ω
　
離
れ
て
あ
は
ひ
を
生
ず
る
こ
と
。
疎
く
な
る
こ
と

回
　
な
お
ざ
り
。
1
1
等
閑

の
　
一
般
。
同
じ
。
同
様
。

良寛詩異説

　
つ
ま
り
、
　
「
等
量
」
に
は
、
㈲
の
よ
う
に
「
等
閑
」
と
同
じ
意
味
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
先
人
の
方
々
は
全
員
が
そ
の
解
釈

を
採
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
同
じ
解
釈
を
し
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
表
現
が
違
っ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
　
「
等
聞
」

に
は
「
等
閑
」
が
持
た
な
い
意
味
も
あ
っ
て
、
ω
と
㈲
が
そ
れ
に
当
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
↑
り
と
の
が
共
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い

か
。
ω
の
「
あ
は
ひ
」
は
旧
仮
名
遣
い
で
あ
っ
て
、
現
代
仮
名
遣
い
な
ら
「
あ
わ
い
」
と
な
る
。
意
味
を
『
広
辞
苑
』
で
調
べ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
9

　
　
①
物
と
物
、
時
と
時
の
間
。
あ
い
だ
。
ま
。
す
き
ま
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1



　
　
②
つ
り
あ
っ
た
間
柄
。
交
際
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

　
　
③
お
り
。
と
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

の
三
つ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
①
と
②
が
該
当
し
、
先
の
㈲
も
加
わ
っ
て
、
　
「
同
様
に
」
や
「
並
べ
て
」
の
意
味
で
は
な
い
の
か
。
　
（
言
い

お
く
れ
た
が
、
「
聞
」
と
「
間
」
は
同
じ
意
味
で
あ
る
。
）
つ
ま
り
「
等
聞
」
は
「
同
じ
よ
う
に
並
べ
て
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
か
。

（
以
後
「
並
べ
て
」
と
略
す
。
）
先
人
の
方
々
は
、
「
等
聞
」
を
「
等
閑
」
と
同
じ
だ
と
解
釈
し
、
良
寛
禅
師
の
や
Σ
怠
惰
な
心
理
状
態
を

表
わ
す
句
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
、
「
所
在
な
く
」
や
「
な
お
ざ
り
に
」
等
の
よ
う
な
訳
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
「
の
ん
び
り
と
」

「
心
の
ど
か
に
」
の
よ
う
に
、
や
わ
ら
か
に
訳
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
筆
者
の
場
合
は
、
　
「
両
脚
を
並
べ
て
」
と
い
う

よ
う
に
物
理
的
な
姿
態
を
表
わ
す
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
　
こ
の
句
に
禅
師
の
心
理
描
写
は
一
つ
も
な
い
と
す
る
解
釈
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
句
に
酷
似
し
た
「
時
言
双
脚
臥
」
と
い
う
句
を
、
　
「
終
日
乞
食
罷
」
で
始
ま
る
禅
師
の
詩
の
中
で
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
句
で
も
物
理
的
な
姿
態
だ
け
で
心
理
描
写
は
一
つ
も
な
い
。
　
「
時
に
双
脚
を
伸
ば
し
て
臥
す
」
と
い
う
、
あ
り
の
ま
ま
の

姿
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
た
だ
け
の
句
で
あ
る
。
そ
の
姿
態
が
禅
師
の
奥
深
い
精
神
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
予
感
さ
れ
は
す
る
が
、
表
面

の
心
理
と
は
関
わ
り
が
無
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
筆
者
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
は
、
慧
能
大
鑑
禅
師
が
『
六
師
大
師
法
宝
馬
前
』
の
「
般
若
第
二
」
で
詠
ま
れ
た
「
無
相
頬
」
の
中

の
「
長
伸
両
脚
臥
」
と
い
う
句
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
全
部
を
引
用
し
、
訳
も
つ
け
て
み
る
。

説
通
及
心
通
　
説
通
及
び
心
通
、

如
日
処
虚
空
　
日
の
虚
空
に
処
す
る
が
如
し
。
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唯
伝
見
性
法

出
世
破
邪
宗

法
即
無
頓
漸

迷
悟
有
遅
疾

只
此
見
性
門

愚
人
不
可
悉

説
即
雛
万
般

合
理
還
帰
一

煩
悩
闇
宅
中

常
須
生
慧
日

邪
来
煩
悩
至

正
来
煩
悩
除

邪
正
倶
不
用

清
浄
至
無
余

菩
提
本
自
性

起
心
即
是
妄

浄
心
在
妄
中

艦
　
見
性
の
法
を
伝
え
て

出
世
し
て
邪
宗
を
破
る
。

法
は
即
ち
頓
漸
無
し

迷
悟
に
遅
疾
有
り
。

た
だ只

　
此
の
見
性
の
門
、

愚
人
悉
む
べ
か
ら
ず
。

説
は
即
ち
万
般
な
り
と
難
も
、

理
に
合
し
て
還
っ
て
一
に
帰
す
。

　
　
　
　
　
う
ち

煩
悩
暗
宅
の
中

常
に
須
ら
く
慧
日
を
生
ず
べ
し
。

　
ぎ
た

邪
来
れ
ぽ
煩
悩
至
り
、

正
来
れ
ぽ
煩
悩
除
く
。

　
　
と
も

邪
正
倶
に
用
い
ざ
れ
ぽ
、

清
浄
に
し
て
無
余
に
至
る
。

　
　
　
も
と

菩
提
は
本
　
自
性
、

心
を
起
せ
ば
即
ち
是
れ
妄
。

浄
心
妄
中
に
在
り
、
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但
正
無
三
障

世
人
若
修
道

一
切
尽
不
妨

常
自
見
己
過

与
道
即
相
当

色
類
自
有
道

各
不
相
妨
悩

離
道
別
覚
道

終
身
不
見
道

波
波
度
一
生

到
頭
還
自
懊

欲
得
見
真
道

行
正
即
是
道

自
若
無
道
心

闇
行
不
見
道

若
真
修
道
人

不
見
世
間
過

但
だ
　
正
な
れ
ば
三
障
無
し
。

世
人
若
し
道
を
修
せ
ぽ
、

一
切
尽
く
妨
げ
ず
。

常
に
自
ら
己
が
過
ち
を
見
ぱ
、

道
と
即
ち
相
当
せ
ん
。

色
類
自
ら
道
有
り
、

お
の
お
の

各
　
相
い
妨
悩
せ
ず
。

道
を
離
れ
て
別
に
道
を
覚
め
ば
、

　
　
お
う

身
の
終
る
ま
で
道
を
見
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た

波
波
と
し
て
一
生
を
度
ら
ぽ
、

　
　
　
　
　
お
の
ず
か
な
や

到
頭
に
還
だ
自
ら
懊
ま
ん
。

真
道
を
見
る
こ
と
を
得
ん
と
欲
せ
ば
、

行
正
し
き
　
即
ち
是
れ
道
。

自
ら
若
し
道
心
無
け
れ
ぽ
、

闇
に
行
い
て
道
を
見
ず
。

若
し
真
の
修
道
の
人
な
ら
ば
、

　
　
　
と
が

世
間
の
過
を
見
ず
。
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若
見
他
人
非

自
非
御
是
左

他
非
我
不
非

我
非
自
有
過

但
自
卸
非
心

打
除
煩
悩
破

憎
愛
不
関
心

長
伸
両
脚
臥

欲
擬
化
他
人

自
須
有
方
便

勿
令
彼
有
疑

即
是
自
性
現

仏
法
在
世
間

不
離
世
間
覚

離
世
見
菩
提

恰
如
求
兎
角

正
見
名
出
世

若
し
他
人
の
非
を
見
ぽ
、

み
ず
か
　
　
　
　
　
か
え

自
ら
の
非
却
っ
て
是
れ
左
す
（
増
長
す
る
）
。

他
の
非
は
我
に
非
な
ら
ず
。

　
　
　
　
お
の
ず
か
と
が

我
が
非
は
自
ら
過
有
り
。

た
だ
み
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
し
り
ぞ

但
自
ら
非
心
を
却
け
て

　
　
　
　
　
　
や
ぶ

煩
悩
を
打
除
し
破
る
。

憎
愛
　
心
に
関
せ
ざ
れ
ぽ

長
く
両
脚
を
伸
べ
て
臥
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

他
人
を
化
す
る
こ
と
を
擬
せ
ん
と
欲
せ
ぽ

お
の
ボ
か
す
ぺ
か

自
ら
須
ら
く
方
便
有
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
し

彼
を
し
て
疑
い
有
ら
令
む
る
こ
と
勿
れ

即
ち
是
れ
自
性
現
ず
。

仏
法
は
世
間
に
在
り

世
間
を
離
れ
て
覚
す
る
に
非
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
も
と

世
を
離
れ
て
菩
提
を
兎
む
れ
ぽ

あ
た
か

恰
も
兎
角
を
求
む
る
が
如
し
。

　
　
　
　
　
　
な
つ

正
見
を
出
世
と
名
く
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邪
見
是
世
間

邪
正
尽
打
卸

菩
提
性
宛
然

此
頬
是
頓
教

亦
名
大
法
船

迷
聞
経
累
劫

悟
則
刹
那
間

　
釈
尊
の
御
説
法
に
適
つ
た
説
法
や
、

あ
る
。
禅
は
何
を
伝
え
る
か
と
い
え
ぽ
、

仏
法
に
は
頓
教
・
立
教
の
区
別
は
な
く
、

は
入
り
に
く
い

あ
る
。
）
そ
れ
は
、

な
り
、
正
念
が
生
ず
れ
ば
煩
悩
は
消
え
る
の
で
あ
る
。

生
じ
な
け
れ
ぽ
、

る
が
、
そ
こ
へ
分
別
心
を
起
こ
す
こ
と
を
妄
念
と
い
う
。

念
と
な
れ
ぽ
三
つ
の
障
り

っ
て
得
た
な
ら
ぽ
、

邪
見
は
是
れ
世
間
。

　
　
こ
と
こ
と

邪
正
尽
く
打
却
す
れ
ぽ

菩
提
の
性
宛
然
た
り
。

此
の
頒
は
是
れ
頓
教

ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
つ

亦
　
大
法
の
船
と
名
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

迷
う
て
聞
か
ば
累
劫
を
経

悟
る
と
き
ん
ば
刹
那
の
問
。

　
　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釈
尊
の
御
心
に
古
っ
た
説
法
と
い
う
も
の
は
、
清
浄
な
空
に
か
か
る
太
陽
の
よ
う
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
性
の
法
を
伝
え
、
世
俗
の
世
界
に
や
っ
て
来
て
邪
宗
を
論
破
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
悟
り
に
速
い
遅
い
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
愚
人
で
は
こ
の
見
性
の
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

　
。
仏
説
に
は
八
面
四
千
も
の
教
え
は
あ
る
が
、
真
理
に
還
れ
ば
た
だ
一
つ
し
か
な
い
。
　
（
そ
の
一
つ
と
は
、
見
性
で

　
　
暗
い
煩
悩
と
い
う
部
屋
の
中
で
、
仏
性
と
い
う
太
陽
を
輝
か
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
邪
念
が
生
ず
れ
ば
煩
悩
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邪
念
だ
け
で
は
な
く
、
　
（
そ
れ
と
対
立
す
る
程
度
の
、
低
次
元
の
）
正
念
も

　
　
人
は
清
浄
と
な
り
無
余
浬
桑
と
い
う
悟
境
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
智
の
自
性
は
元
来
悟
っ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
が
、
そ
の
妄
念
の
奥
に
は
清
浄
心
が
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
本
物
の
正

　
　
　
　
　
（
煩
悩
障
、
業
障
、
報
答
）
も
消
え
て
い
く
。
も
し
世
人
が
こ
の
自
性
清
浄
心
を
知
る
見
性
を
修
行
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が

　
　
　
妨
げ
と
な
る
も
の
は
一
切
消
え
て
い
く
。
常
に
自
分
の
妄
念
（
1
1
段
目
を
観
察
し
て
是
正
し
て
い
く
な
ら
ば
、
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そ
れ
が
仏
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」
切
衆
生
（
“
色
類
）
は
、
本
来
仏
性
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
仏
道
を
歩
む
こ
と
が
出
来

る
。
そ
う
す
れ
ば
お
互
を
妨
げ
悩
ま
す
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
中
に
備
わ
っ
て
い
る
道
を
離
れ
、
他
の
と
こ
ろ
で
道

を
求
め
て
い
た
ら
、
一
生
か
か
っ
て
も
道
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と
ふ
ら
ふ
ら
渡
り
歩
い
て
い
れ
ぽ
、
結

局
く
た
び
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
真
実
の
道
に
出
合
い
た
い
の
な
ら
ぽ
、
正
し
い
行
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
正
し
い
行
と
は
、

無
念
無
相
と
な
っ
て
執
着
心
を
放
つ
こ
と
で
あ
る
。
）
も
し
自
分
の
中
に
道
心
を
長
い
出
す
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ぽ
、
闇
の
中
を
歩

い
て
い
て
道
が
見
え
な
い
の
と
同
様
に
、
何
一
つ
得
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
の
修
行
を
す
る
人
で
あ
れ
ば
、
世
間
の
人
の
欠

点
を
あ
ら
さ
が
し
し
た
り
は
し
な
い
。
も
し
他
人
の
欠
点
を
あ
ら
さ
が
し
し
て
い
れ
ば
、
自
分
の
欠
点
を
ふ
や
す
だ
け
で
あ
る
。
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
わ

人
の
欠
点
は
自
分
に
は
関
係
な
い
で
は
な
い
か
。
一
方
、
自
分
の
欠
点
は
自
分
の
修
行
・
成
長
に
と
っ
て
障
り
と
な
る
。
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
ぞ

自
分
で
そ
の
欠
点
を
混
け
て
是
正
す
れ
ば
、
煩
悩
を
打
ち
破
る
こ
と
が
出
来
る
。
憎
愛
の
心
を
お
こ
さ
な
け
れ
ぽ
、
両
脚
を
長
長
と

伸
ば
し
て
臥
す
こ
と
が
出
来
る
。
他
人
を
救
っ
て
や
り
た
い
と
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
れ
な
り
の
方
便
を
持
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
相
手
に
疑
心
暗
鬼
の
妄
念
や
雑
念
を
起
こ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
相
手
に
は
本
来
の
性
（
ロ
仏
性
）
が
現
わ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
仏
法
と
い
う
も
の
は
社
会
生
活
の
中
に
こ
そ
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
生
活
の
中
に
お
い
て
こ
そ
覚
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
さ
ぎ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
離
れ
て
覚
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
社
会
生
活
を
離
れ
て
悟
り
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
兎
に
角

を
求
め
る
に
ひ
と
し
く
愚
か
で
あ
る
。
　
「
出
世
間
」
と
は
、
正
見
を
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
　
「
世
間
」
と
は
、
邪
見
に
生

き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
　
「
世
間
」
も
「
出
世
間
」
も
、
心
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
心
の
内
に
あ
る
の
で

あ
る
。
自
分
の
心
に
在
っ
て
対
立
し
て
い
る
正
見
と
邪
見
の
二
つ
を
こ
と
ご
と
く
打
ち
破
っ
た
時
、
悟
り
の
世
界
が
そ
っ
く
り
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

ま
ま
現
わ
れ
て
く
る
。
邪
見
の
み
な
ら
ず
正
見
を
も
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
正
見
に
偏
す
る
の
で
は
な
く
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
み

無
心
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
為
し
得
た
な
ら
、
頓
に
仏
に
な
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
頬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
と
ん
き
ょ
う

を
頓
教
と
い
う
。
大
法
の
船
と
言
っ
て
も
良
い
。
こ
の
教
え
が
分
か
ら
ぬ
老
は
幾
百
億
年
経
っ
て
も
悟
れ
な
い
が
、
分
か
る
老
な
ら

一
瞬
に
し
て
悟
り
仏
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。

　
右
の
「
無
相
頬
」
に
あ
る
「
長
伸
両
脚
臥
」
と
良
寛
禅
師
の
「
双
脚
等
聞
伸
」
の
類
似
は
、
従
来
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
竹
村

牧
男
寸
前
『
良
寛
の
詩
と
道
元
禅
』
）
よ
う
に
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
禅
師
は
慧
能
大
鑑
禅
師
の
『
六
二
大
師
法
宝
檀
経
』
に
出
て
く
る
句
を
、

し
ぼ
し
ば
自
作
の
詩
に
使
用
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
場
合
の
類
似
も
直
島
で
は
な
く
、
影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
禅
師
は
、
　
「
無
相
碩
」
の
真
意
を
熟
知
し
た
上
で
、
類
似
し
た
「
双
脚
等
聞
伸
」
を
使
用
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
　
「
無
相
頬
」
の
「
長
伸
両
脚
臥
」
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
双
脚
等
血
紅
」
を
解
く
糸
口
と

す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
「
無
相
頬
」
の
「
長
伸
両
脚
臥
」
は
、
心
理
描
写
を
全
く
含
ま
ず
、
両
脚
を
並
べ
て
長
く
伸
ば
し
て
い
る
姿
態
だ
け
を
示
し
て
い
る
。

所
在
な
い
感
じ
で
は
な
く
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
感
じ
の
伸
し
方
で
あ
る
。
こ
の
句
の
前
後
の
意
味
は
、
　
「
真
の
修
行
を
し
、
他
人
の
あ
や

ま
ち
を
責
め
ず
、
た
だ
自
分
の
あ
や
ま
ち
を
責
め
、
煩
悩
を
打
ち
破
り
、
憎
愛
を
離
れ
て
生
き
る
な
ら
ぽ
、
大
安
心
の
境
地
に
至
る
こ
と

が
出
来
る
。
そ
こ
に
至
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
〈
両
脚
を
長
く
伸
し
て
臥
す
〉
と
い
う
ゆ
っ
た
り
と
し
た
姿
を
と
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

な
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
心
理
描
写
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
両
脚
の
物
理
的
姿
態
を
表
わ
し
な
が
ら
精
神
の
高
さ
や
安

心
の
大
き
さ
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
良
寛
禅
師
が
「
双
脚
等
聞
伸
」
と
詠
ま
れ
た
時
、
同
じ
よ
う
に
「
双
脚
を
並
べ
て
伸

す
」
と
い
う
姿
態
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
「
等
聞
」
は
、
従
来
の
訳
の
よ
う
な
、
や
し
怠
惰
と
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も
い
え
る
心
理
状
態
を
表
お
す
の
で
な
く
、
　
「
並
べ
て
」
と
い
う
物
理
的
な
姿
態
を
表
現
す
る
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
の
か
。
こ
こ
で
「
双
脚
等
聞
伸
」
を
訳
す
と

（
天
真
に
任
せ
、
大
安
心
の
う
ち
に
）
両
脚
を
並
べ
て
伸
ば
し
て
い
る

と
な
る
。
こ
の
時
の
禅
師
は
、
先
の
「
無
相
頚
」
と
同
様
に
、
正
見
と
邪
見
の
両
方
を
超
え
て
い
る
。
　
「
誰
か
問
わ
ん
迷
悟
の
跡
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
ぜ
ん

ま
さ
に
「
無
相
頬
」
の
「
邪
正
尽
く
打
濡
す
れ
ぽ
、
菩
提
の
性
宛
然
た
り
」
と
同
じ
境
地
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
邪
見
は
も

と
よ
り
の
こ
と
、
邪
見
と
対
立
関
係
に
あ
る
よ
う
な
程
度
の
正
見
も
ま
た
打
足
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
無
心
（
1
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

無
念
）
と
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
夜
、
草
庵
で
両
脚
を
並
べ
て
伸
ば
す
禅
師
は
、
　
「
所
在
な
い
」
心
境
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全

く
逆
の
「
無
心
」
の
境
地
な
の
で
あ
る
。
天
真
に
任
せ
て
、
迷
と
悟
の
両
方
を
超
え
た
「
無
心
」
の
境
地
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
無
一
物
で

あ
り
な
が
ら
安
心
裡
に
、
ゆ
っ
た
り
と
（
1
1
騰
々
と
）
し
て
、
両
脚
を
並
べ
て
伸
ば
し
て
い
る
。
こ
れ
を
自
証
し
つ
つ
、
か
つ
享
受
も
し

て
い
る
こ
と
を
「
双
脚
等
聞
伸
」
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
、
禅
師
は
「
無
作
三
昧
」
に
入
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
同
じ
く
禅
師
の
作
で
あ
る
「
我
意
学
静
慮
」
で
始
ま
る
詩
の
中
で
、

「
坐
禅
の
修
行
に
よ
っ
て
安
ら
か
な
境
地
に
至
る
こ
と
も
よ
い
が
、
無
作
の
境
地
に
達
し
て
永
久
に
失
う
こ
と
の
な
い
方
が
ず
っ
と
優
れ

て
い
る
の
だ
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
、
あ
の
「
無
作
三
昧
」
に
入
っ
て
い
る
の
だ
と
筆
者
は
解
釈
す
る
。

　
慧
能
大
鑑
禅
師
の
禅
風
は
、
　
「
無
念
を
以
て
宗
と
為
し
、
無
相
を
以
て
体
と
為
す
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
菩
提
達
磨
か
ら
続

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
「
直
指
人
心
見
性
成
仏
」
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
、
「
見
性
」
を
最
重
視
し
、
あ
と
は
坐
禅
も
戒
律
も
読
経
も
不
要
だ
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
7

極
端
と
も
言
え
る
発
想
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
坐
禅
も
不
要
で
あ
る
と
す
る
慧
能
大
鑑
禅
師
に
と
っ
て
、
　
「
長
伸
両
脚
臥
」
は
坐
　
2



．
禅
を
も
超
え
た
姿
態
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
無
念
無
相
に
入
っ
て
い
る
姿
態
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
人
を
化
他
（
1
1
感
化
）
す
る
力

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
全
く
同
様
に
、
草
庵
に
両
脚
を
並
べ
て
伸
ば
し
て
い
る
良
寛
禅
師
は
、
無
念
無
想
と
い
う

「
無
作
三
昧
」
に
入
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
坐
禅
と
い
う
特
別
の
相
は
と
ら
ず
（
1
1
無
相
）
、
無
心
（
U
無
念
）
の
う
ち
に

「
無
作
三
昧
」
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
真
価
は
、
両
脚
を
並
べ
て
伸
ば
し
て
い
る
禅
師
が
、
そ
の
ま
ま
無
念
無
相
の
「
無

作
三
昧
」
に
入
っ
て
い
て
、
そ
の
故
に
読
者
を
化
他
（
1
1
感
化
）
す
る
こ
と
に
通
じ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
結
果
的
に

は
弘
法
の
姿
な
の
で
あ
る
。
何
故
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か

　
先
の
「
無
相
頚
」
に
は
「
他
人
を
化
す
る
こ
と
を
擬
せ
ん
と
欲
せ
ぽ
、
自
ら
須
ら
く
方
便
有
る
べ
し
」
と
あ
っ
た
。
人
を
感
化
し
た
け

れ
ぽ
、
そ
れ
な
り
の
方
便
を
持
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
相
手
に
、
妄
念
・
雑
念
な
ど
疑
い
の
心
を
起
こ
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
と
も
書
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
出
来
れ
ぽ
、
相
手
に
「
自
性
（
“
仏
性
）
が
現
わ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
二
伸
両
脚
臥
」
の
姿
態
は
、
人
に
自
性
の
心
を
引
き
お
こ
す
縁
と
な
る
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
と
全
く
同
様
に
、
良
寛
詩
の
姿
態
も
、
結
果
的
に
は
ま
さ
に
我
々
を
そ
の
よ
う
な
高
い
地
点
へ
い
ざ
な
う
縁
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
禅
師
に
そ
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
　
「
無
相
頬
」
の
「
長
伸
両
脚
臥
」
と
い
う
句
と
類
似
し

た
「
双
脚
等
聞
伸
」
は
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
残
念
な
が
ら
、
良
寛
詩
の
「
双
脚
等
二
伸
」
に
憧
憬
を
抱
く
日
本
人
の
う
ち
、
そ
こ
に
「
別
荘
所
有
へ
の
憧
憬
」
と
た
い
し
て
違

わ
な
い
次
元
の
「
閑
居
の
隠
棲
」
や
「
高
貴
な
清
貧
」
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
感
じ
と
っ
て
い
な
か
っ
た
人
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
従
来
の
訳
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
浮
か
ん
で
こ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
句
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
生
ま
れ
た
誤
て
る
憧
憬
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
は
遅
く
な
っ
た
が
、
こ
の
詩
に
対
す
る
筆
者
の
二
藍
訳
を
試
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み
て
み
る
。

在
家
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
れ
、
出
家
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
れ
、
栄
達
を
求
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
う
と
ま
し
く
、
自
身
の
内
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
じ
ん
り

る
不
生
無
相
の
仏
に
任
せ
て
（
安
心
裡
に
）
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
い
る
。
頭
陀
袋
に
は
米
が
三
升
。
灯
辺
に
は
薪
が
一
束
。
　
（
無
一

物
だ
が
無
尽
蔵
と
同
じ
で
、
知
足
の
日
々
で
あ
る
。
）
悟
り
だ
の
、
迷
い
だ
の
、
と
い
う
痕
跡
の
詮
索
な
ど
は
も
は
や
必
要
な
く
、
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
り
あ
く
た

誉
だ
の
、
利
益
だ
の
、
と
い
う
塵
芥
も
自
分
に
は
関
わ
り
が
無
い
。
雨
の
降
る
夜
、
庵
の
中
で
、
両
脚
を
並
べ
て
（
ゆ
っ
た
り
と
）
伸

ば
し
て
い
る
。

　
訳
し
た
挙
句
に
知
っ
た
こ
と
は
、
　
「
双
脚
等
々
伸
」
だ
け
は
到
底
訳
し
尽
く
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
ろ
に
長
長
と
書
け
ば
、

訳
で
は
な
く
解
説
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
と
言
っ
て
、
何
も
書
か
な
け
れ
ぽ
、
所
在
な
い
老
人
の
姿
と
区
別
が
つ
き
に
く
い
。
こ
こ
は
、

訳
と
は
別
に
、
長
い
解
説
で
補
う
以
外
に
方
法
は
な
い
。
こ
れ
が
「
無
相
頬
」
の
句
「
長
伸
両
脚
臥
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
者

に
は
無
限
の
奥
行
き
の
あ
る
詩
と
感
じ
ら
れ
、
逆
に
そ
れ
を
汲
み
取
ら
な
い
者
に
は
、
せ
い
ぜ
い
、
庵
で
暮
ら
す
気
楽
な
閑
居
人
の
魅
力

と
し
て
映
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
な
っ
た
が
、
こ
の
詩
と
や
エ
類
似
し
た
一
面
を
持
つ
寒
山
詩
を
掲
げ
て
み
る
。
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余
家
有
一
窟

窟
中
無
一
物

浄
潔
空
堂
堂

余
が
家
に
一
窟
有
り

　
　
　
い
も
メ
つ

窟
中
に
一
物
無
し

浄
潔
に
し
て
空
し
き
こ
と
堂
堂
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光
華
明
日
日

疏
食
養
微
躯

布
装
遮
幻
質

任
弥
千
聖
現

我
有
天
真
仏

　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
じ
つ

光
華
　
明
る
き
こ
と
日
日

疏
食
も
て
微
躯
を
養
い

　
　
　
　
　
　
　
お
お

布
装
も
て
幻
質
を
遮
う

た
　
と

任
称
い
千
聖
の
現
わ
る
る
も

我
れ
に
天
真
の
仏
有
り

210

私
の
家
に
は
一
つ
の
洞
窟
が
あ
っ
て
、
中
に
は
物
一
つ
な
い
。
清
ら
か
で
、

ば
い
に
満
ち
、
そ
の
明
る
さ
は
日
が
か
が
や
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

の
体
を
つ
つ
ん
で
い
る
。
だ
が
、
た
と
い
千
人
の
聖
人
が
現
わ
れ
よ
う
と
、

が
ら
ん
と
し
て
、
堂
々
た
る
感
じ
で
あ
る
。
光
が
い
っ

野
菜
の
食
事
で
小
さ
な
体
を
養
い
、
布
装
の
衣
服
で
幻

私
に
は
天
真
の
仏
が
あ
る
の
だ
。

　
　
わ
が
や

　
「
余
家
」
は
肉
体
で
あ
り
、
　
「
窟
」
は
心
で
あ
る
。
そ
の
心
は
清
ら
か
で
、
が
ら
ん
と
し
て
い
て
物
一
つ
な
く
、
光
が
満
ち
満
ち
て
い

る
と
い
う
。
さ
さ
や
か
な
野
菜
の
食
事
を
し
、
体
に
は
質
素
な
衣
服
を
ま
と
っ
て
い
る
私
だ
が
、
　
「
不
生
無
相
の
仏
」
　
（
1
1
天
真
仏
）
が

お
わ
す
の
だ
。
た
と
い
千
人
の
聖
人
が
目
の
前
に
来
よ
う
と
も
、
私
に
は
か
な
う
ま
い
。
…
…
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
肉
体
と
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ば

同
時
に
う
た
い
、
肉
体
と
い
う
外
観
は
、
素
衣
素
食
の
た
め
見
映
え
は
し
な
い
が
、
心
に
は
天
真
仏
が
お
わ
す
の
だ
、
と
い
う
自
負
心
も

し
く
は
自
己
確
信
は
た
し
か
に
美
事
で
あ
る
。
翌
日
の
描
写
も
美
し
く
、
第
三
句
と
第
四
句
の
語
彙
が
そ
れ
を
助
長
し
て
い
る
。
心
と
い

う
洞
窟
に
お
わ
す
天
真
仏
に
、
一
点
集
中
的
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
こ
と
も
、
そ
の
自
己
確
信
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
。

し
か
し
気
に
な
る
の
は
、
目
前
に
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
千
人
の
聖
人
も
、
聖
人
で
あ
る
か
ら
に
は
、
自
身
の
中
に
天
真
仏
が
お
わ
す
こ
と
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を
自
覚
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
比
較
は
聖
人
と
仏
の
間
で
は
な
く
、
聖
人
と
寒
山
子
の
間
で
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
寒
山
子
に
天
真
仏
が
お
わ
す
よ
う
に
、
聖
人
に
も
天
真
仏
は
お
わ
し
、
し
か
も
聖
人
達
は
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
点
で
あ
る
。
聖
人
を
相
手
に
自
分
の
天
真
仏
を
誇
る
の
は
ど
こ
か
お
か
し
い
。
こ
の
詩
を
読
む
た
び
に
気
に
な
る
の
は
そ
の
事

で
あ
る
。
比
較
の
仕
方
に
ピ
ン
ト
の
ず
れ
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

　
そ
れ
と
も
、
寒
山
詩
の
天
真
仏
は
、
柳
田
聖
山
氏
が
『
沙
門
良
寛
』
　
（
獅
ペ
ー
ジ
）
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
通
り
い
っ
ぺ
ん

の
仏
じ
ゃ
な
く
て
、
酸
い
も
甘
い
も
か
み
わ
け
た
、
煩
悩
仏
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
六
朝
時
代
に
中
国
で
生
ま
れ
た
と
い
う
『
究
寛
大
悲

経
』
と
い
う
経
典
に
出
て
く
る
仏
様
で
、
　
「
千
入
の
聖
者
も
お
手
あ
げ
の
、
シ
ソ
の
通
っ
た
仏
さ
ま
で
す
。
若
い
ひ
弱
な
良
寛
が
、
一
挙

に
た
く
ま
し
く
な
る
、
内
心
の
秘
密
を
握
っ
て
い
ま
す
。
」
と
柳
田
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
な
特
殊
の
仏
様
な
の
だ
ろ
う
か
。
柳
田
氏
が
寒

山
詩
の
「
天
真
仏
」
を
そ
ん
な
仏
様
だ
と
断
定
さ
れ
た
根
拠
は
何
だ
ろ
う
か
。
入
麺
義
高
氏
の
『
寒
山
』
（
岩
波
書
店
）
の
、
こ
の
「
天
真

仏
」
に
対
す
る
注
に
は
、
『
濡
話
大
悲
経
』
は
出
て
こ
ず
、
『
証
道
歌
』
の
「
無
明
の
実
性
は
即
ち
仏
性
、
幻
化
の
空
身
は
即
ち
法
身
。
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と

身
を
覚
し
了
ら
ば
一
物
無
し
、
本
源
の
自
性
　
天
真
の
仏
」
と
い
う
文
や
、
　
『
宗
鏡
録
』
巻
十
八
の
「
若
し
此
の
心
を
了
ら
ば
、
即
ち
誤

れ
天
真
の
作
な
り
」
と
い
う
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
　
「
本
来
、
人
人
に
生
得
の
仏
（
仏
性
）
を
い
う
。
」
と
も
書
か
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
禅
門
で
用
い
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
解
釈
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
な
ら
良
寛
詩
の
「
天
真
」
と
同
じ
仏
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
、
仏
教
の
仏
様
で
シ
ソ
の
通
ら
な
い
仏
様
は
一
人
も
お
ら
れ
な

い
の
だ
。
酸
い
も
甘
い
も
か
み
わ
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
仏
な
ぞ
、
一
人
も
お
ら
れ
な
い
の
だ
。
柳
田
氏
の
説
と
は

ち
が
っ
て
、
や
は
り
寒
山
子
は
「
天
真
仏
」
と
い
う
時
、
禅
門
で
い
う
「
不
生
無
相
の
本
体
」
や
「
本
源
の
自
性
」
を
意
図
し
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

だ
と
筆
者
は
思
う
。
従
っ
て
筆
者
は
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
い
。



　
寒
山
子
よ
、
あ
な
た
は
千
人
の
聖
人
を
向
う
に
ま
わ
し
て
自
己
の
内
な
る
天
真
仏
を
誇
る
よ
り
は
、
自
身
の
天
真
仏
を
自
覚
し
な
い
千
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2

人
の
聖
人
な
ら
ざ
る
人
々
に
、
そ
の
天
真
仏
の
功
徳
・
福
徳
を
与
え
る
努
力
を
な
さ
っ
た
方
が
も
っ
と
良
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い

か
。　

一
方
、
良
寛
禅
師
の
場
合
を
み
れ
ぽ
、
　
「
任
天
真
」
を
誇
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
ゆ
っ
た
り
と
双
脚
を
並
べ
て
伸
ば
し
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
そ
の
た
め
「
ぼ
ん
や
り
」
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
、
　
「
所
在
な
い
」
の
だ
と
勘
違
い
も
さ
れ
は
し
た
。
だ
が
実
は
、
そ
の
「
双
脚

等
聞
伸
」
は
、
　
「
任
天
真
」
か
ら
く
る
大
安
心
か
ら
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
た
姿
態
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
　
「
他
の
人
を
化
他
（
1
1
感
化
）

す
る
た
め
に
は
お
の
ず
か
ら
持
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
方
便
i
周
囲
の
人
々
が
疑
い
を
持
た
な
い
よ
う
に
な
れ
ぽ
仏
性
と
い
う
自
性
が

生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
た
方
便
」
と
し
て
の
姿
態
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
無
相
碩
」
の
「
欲
擬
化
他
人
　
自
須
有

方
便
　
勿
是
彼
有
疑
　
即
断
自
性
現
」
を
踏
ま
え
た
上
で
の
「
双
脚
等
聞
伸
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
寒
山
詩
は
隠
者
次
元
止
ま
り

の
詩
で
あ
り
、
他
方
の
良
寛
詩
は
出
家
者
の
敏
な
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
聖
人
と
の
比
較
に
お
け
る
自
己
確
信
に
た
だ
終
始
し
て
い
る

が
、
後
老
は
広
丘
へ
と
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
詩
と
し
て
の
面
白
さ
は
持
ち
つ
つ
も
、
後
者
が
内
蔵
す
る
同
事
行
や
化
他
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か

へ
と
通
ず
る
無
限
の
奥
行
き
に
欠
け
て
い
る
。
自
己
に
内
在
す
る
天
真
仏
を
誇
る
自
己
確
信
は
美
事
だ
が
、
天
真
仏
と
し
て
の
自
ら
な
る

は
な
ら
き

作
用
が
始
動
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
寒
山
詩
と
比
較
し
た
の
は
、
寒
山
詩
に
見
ら
れ
る
「
焙
れ
に
天
真
の
仏
あ
り
」
の
強
い
自
己
確
信
が
良
寛
禅
師
か
ら
は
感
じ
ら

れ
な
い
、
と
い
う
指
摘
が
か
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
比
較
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
良
寛
詩
を
選
ん
だ
の
は
、
両
刃

に
「
天
真
（
仏
）
」
が
出
て
く
る
こ
と
が
、
比
較
の
土
台
を
そ
ろ
え
る
点
で
好
条
件
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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