
悪
人
正
…
機
に
つ
い
て

（
歎
異
抄
を
中
心
に
）

松

永

大

覚

　
親
身
の
説
か
れ
た
浄
土
真
宗
の
教
義
を
、
最
も
端
的
に
顕
わ
せ
る
言
葉
と
し

て
、
古
来
”
悪
人
正
機
の
教
え
”
と
称
さ
れ
、
そ
の
拠
り
所
を
”
歎
異
抄
〃
の
上

に
置
か
れ
て
い
る
事
は
周
知
の
所
で
あ
る
。
全
野
は
、
此
の
小
論
に
於
て
、
本
抄

の
上
に
示
さ
れ
た
悪
人
正
機
の
教
え
の
内
容
に
就
て
、
そ
の
総
結
の
文
の
中
に
出

て
来
る
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
」
の
上
か
ら
も
う
一
度
思
捌
し
、
日
頃
考
え
て

い
る
二
三
の
問
題
を
提
起
し
て
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
本
抄
の
総
結
の
文
の
中
に
示
さ
れ
た
、
聖
人
の
御
持
言
と
も
云
う
べ
き
「
つ
ね

の
お
ほ
せ
」
に
は
、
二
つ
の
言
葉
が
賜
る
さ
れ
て
い
る
。
始
め
の
言
葉
に
、

　
　
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
く
案
ず

　
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
思
一
人
が
た
め
な
り
け
り
、
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
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

　
　
　
　
　
悪
人
正
機
に
つ
い
て

た
じ
け
な
さ
よ
と
、
御
述
懐
さ
ふ
ら
ひ
し
」

と
示
さ
れ
、
す
ぐ
続
い
て
本
抄
作
者
は
、
彼
の
有
名
な
、
唐
の
善
導
大
師
の
機
の

深
信
の
言
葉
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。
亦
そ
の
後
に
、

　
　
「
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
、
善
悪
の
ふ
た
つ
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な

　
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
、
し
り

　
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お

　
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
、
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も

　
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
う
つ
の
こ
と
、
み

　
な
も
て
そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み

　
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
ほ
し
ま
す
と
こ
そ
、
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
」

と
示
さ
れ
て
い
る
。
自
己
中
心
に
し
か
も
の
を
見
得
な
い
、
浅
薄
な
る
計
ら
い
の

主
体
を
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
示
さ
れ
、
そ
の
凡
夫
の
依
っ
て
い
る
世
界
を
火
宅
無

常
の
世
界
と
規
定
せ
ら
れ
、
此
の
分
別
相
対
の
世
界
を
超
剋
し
て
、
如
来
真
実
の

大
行
に
依
り
円
成
せ
ら
れ
た
念
仏
の
み
が
、
此
土
に
於
け
る
唯
一
の
真
実
で
あ
る

二
一
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悪
人
正
機
に
つ
い
て

と
語
ら
れ
た
親
鶯
の
言
葉
に
は
、
恰
か
も
、
聖
徳
太
子
の
「
世
間
虚
仮
唯
寒
々
真

」
の
言
葉
そ
の
ま
ま
に
、
真
実
の
法
に
生
か
さ
る
る
者
の
み
の
持
ち
得
る
”
智
慧

の
ま
な
こ
4
の
、
卓
越
せ
る
領
解
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
今
、
此
の
二
つ
の
御
魚
塩
を
読
む
時
、
先
の
言
葉
に
は
、
本
願
と
対
決
す
る
者

の
取
る
べ
き
、
根
本
的
な
態
度
が
厳
然
と
示
さ
れ
て
あ
り
、
後
の
言
葉
に
は
そ
の

信
の
内
容
が
、
虚
仮
不
実
の
も
の
の
絶
対
否
定
を
契
機
と
し
て
、
如
来
回
施
の
唯

真
実
な
る
も
の
へ
の
、
転
回
再
生
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
本
心
の
作
者
が
、
先
の
御
持
言
の
す
ぐ
後
に
引
用
し
た
、
彼
の
善

導
大
師
の
機
の
深
信
の
言
葉
－
二
種
一
具
な
る
故
に
そ
の
ま
ま
法
の
急
信
へ
と

展
開
す
る
一
を
想
起
せ
し
め
、
此
の
事
は
即
ち
、
親
鶯
の
所
謂
”
浄
土
真
実
の

宗
教
”
の
意
義
は
、
此
の
二
種
深
信
、
即
ち
是
、
本
抄
の
御
高
言
に
示
さ
れ
る
言

葉
に
尽
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
従
っ
て
、
今
、
浄
土
真
宗
を
示

し
て
“
悪
人
正
機
の
教
え
〃
と
称
す
る
時
、
そ
の
内
容
は
全
く
座
れ
、
機
の
深
信

（
法
の
深
信
）
即
ち
、
　
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正

因
な
り
」
と
云
う
こ
と
で
あ
り
，
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
如
来
の
本
願
を
「
わ
が
御

身
に
ひ
き
か
け
」
「
親
鶯
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
仰
ぐ
所
に
、
法
爾
自
然
と

展
げ
て
行
く
世
界
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
見
来
る
時
、
本
抄
一
部
全
体

は
、
全
く
此
の
二
つ
の
御
戯
言
の
心
を
以
て
、
自
か
ら
の
心
と
し
て
作
者
の
、
師

聖
人
の
御
持
言
の
心
、
即
ち
是
全
き
本
願
他
力
の
意
趣
に
背
い
た
、
遺
弟
の
不
実

を
歎
く
心
情
の
発
露
と
云
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二

親
鶯
が
浄
土
教
の
先
達
と
し
て
仰
が
れ
た
人
々
に
、
印
度
・
中
国
・
口
頭
に
於

二
二

け
る
七
人
の
高
僧
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
人
間
に
於
け
る
悪
の
主
体
的
追

求
に
酷
し
か
っ
た
の
が
、
下
意
祖
で
あ
る
。
即
ち
、
中
国
に
於
け
る
道
緯
・
呂

導
、
日
本
の
源
信
・
法
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
の
上
三
盛
、
印
度
の
龍
樹
・
天

皇
、
中
国
の
曇
鶯
に
あ
っ
て
は
、
浄
土
教
の
立
場
は
、
単
に
聖
道
自
力
の
修
行
の

器
で
な
い
「
檸
弱
怯
劣
に
し
て
、
大
心
有
る
こ
と
無
き
」
者
の
た
ど
る
、
信
易
行

方
便
の
道
程
と
し
か
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
然
る
に
中
国
の
道
緯
の

著
わ
し
た
”
安
楽
集
〃
に
於
て
「
聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
」
と
し
て
二

由
一
証
を
挙
げ
、
浄
土
教
の
立
場
を
判
然
と
内
外
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
、
即

ち
、
そ
の
二
由
と
は
、

　
　
「
一
に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
に
由
る
、
二
に
は
理
深
く
し
て
、
解

　
微
な
る
に
由
る
」

の
二
で
あ
り
、
一
証
と
は
、
大
集
月
蔵
経
の
中
の

　
　
「
我
が
末
法
時
中
の
億
々
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
す
と
も
、
未
だ
一
人

　
の
得
る
者
有
ら
ず
。
当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
五
濁
悪
世
な
り
、
唯
浄
土
の

　
一
門
の
み
有
っ
て
、
通
入
す
べ
き
路
な
り
」

の
言
葉
で
あ
る
。
此
の
二
由
一
証
に
依
っ
て
、
浄
土
教
の
立
場
を
、
末
法
に
於
け

る
唯
一
の
得
道
成
仏
の
教
と
し
て
提
示
せ
ら
れ
た
の
が
道
緯
で
あ
っ
た
。
善
導
に

於
て
は
、
先
に
示
し
た
機
の
深
信
の
痛
切
な
る
悲
歎
の
声
が
あ
り
、
日
本
浄
土
教

に
於
け
る
叡
山
の
源
信
、
そ
し
て
親
鷺
の
師
法
然
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著

述
の
中
に
、
自
己
の
人
間
悪
を
直
視
し
て
送
り
出
た
、
悲
哀
の
文
字
を
見
る
事
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
殊
に
今
、
注
目
す
べ
き
は
道
緯
の
示
し
て
二
由
と
そ
の
一
証

の
内
容
で
あ
る
。

　
始
め
の
一
由
は
、
置
土
に
出
現
せ
ら
れ
た
大
聖
釈
迦
牟
尼
世
尊
が
、
そ
の
姿
を
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地
上
か
ら
消
さ
れ
て
既
に
遙
か
な
年
代
を
経
、
副
題
の
生
き
て
い
る
時
代
は
も
は

や
末
法
の
世
の
中
に
入
っ
て
い
る
事
を
歎
い
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
事
は
即
ち
、

道
緯
の
住
む
時
代
そ
の
世
界
が
、
末
法
の
、
汚
れ
た
罪
の
世
界
で
あ
る
事
を
意
味

し
て
い
る
。
故
に
こ
そ
、
そ
の
後
の
一
直
と
し
て
示
さ
れ
た
大
孟
月
蔵
経
の
中
の

「
当
今
は
末
法
に
し
て
、
現
に
是
五
濁
悪
世
な
り
」
と
云
う
言
葉
が
重
要
な
意
味

を
持
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
中
国
・
日
本
を
通
じ
て
、
浄
土
教
の
発
展

に
大
い
な
る
寄
与
を
な
し
た
も
の
に
末
法
思
想
が
あ
る
。
末
法
と
は
、
正
法
・
像

法
に
対
す
る
言
葉
で
あ
り
、
釈
尊
の
滅
後
、
遺
さ
れ
た
真
実
の
教
が
、
正
し
く
守

ら
れ
修
行
さ
れ
て
い
る
時
期
を
正
法
と
し
、
此
の
時
期
に
は
悟
り
の
境
地
に
達
す

る
者
も
多
い
が
、
此
の
時
期
を
過
ぎ
る
と
、
教
は
正
し
く
守
ら
れ
修
行
も
行
わ
れ

て
は
い
て
も
、
も
は
や
悟
り
を
得
る
事
が
出
来
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
此
の

時
期
が
像
法
で
あ
る
。
即
ち
教
の
像
（
か
た
ち
）
修
行
の
像
の
み
が
残
さ
れ
、
悟

り
の
実
の
無
い
時
代
で
あ
る
。
此
の
像
法
の
時
期
を
す
ぎ
る
と
末
法
の
時
代
に
入

り
、
此
の
時
期
に
は
悟
り
は
勿
論
、
修
行
も
な
く
な
り
、
い
た
ず
ら
に
教
の
み
が

保
も
た
れ
る
時
代
で
あ
る
と
す
る
。
親
鶯
の
著
述
の
上
に
も
、
末
法
の
事
を
書
か

れ
た
二
心
の
末
法
燈
明
記
を
教
行
信
証
の
中
に
引
用
さ
れ
た
り
、
亦
三
帖
和
讃
の

中
に
、
正
像
末
和
讃
を
著
わ
さ
れ
て
末
法
の
相
を
雪
げ
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
事

が
出
来
る
。
中
国
・
日
本
の
高
僧
と
称
さ
れ
る
人
々
の
中
に
も
、
末
法
の
世
に
生

れ
合
せ
た
自
己
の
不
運
を
か
こ
ち
、
釈
尊
在
世
の
昔
を
憧
が
れ
た
も
の
も
数
多
い

の
で
あ
る
が
、
今
此
処
に
掲
げ
た
安
楽
集
の
言
葉
も
亦
、
そ
の
一
と
見
る
事
が
出

来
よ
う
。

　
次
の
第
二
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
直
接
人
間
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。
即
ち
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
仏
教
の
哲
理
は
深
遠
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
学

悪
人
正
機
に
つ
い
て

ぶ
人
間
の
理
解
の
浅
い
事
を
歎
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
之
は
所
謂
機
根
の
上
下
の

問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
法
の
高
遭
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
人
間
の
、
自
己
の
不

敏
を
悲
し
む
下
品
の
衆
生
の
歎
き
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
大
藩
月

蔵
経
の
中
に
示
さ
れ
た
「
未
有
一
人
血
者
」
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
は
、
法
を
学
べ

ば
学
ぶ
程
、
そ
の
得
が
た
い
事
が
愈
々
知
ら
さ
れ
て
行
く
、
換
言
す
れ
ば
、
自
己

の
解
微
の
浅
は
か
な
赤
裸
に
な
る
姿
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
行
く
矛
盾
に
逢
着
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
此
処
に
こ
そ
、
人
間
と
し
て
の
、
根
源
的
な
無
明
の
存

在
、
悪
の
自
覚
に
到
着
せ
し
め
ら
れ
る
契
機
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
此
の
よ
う
に
し
て
、
道
緯
に
依
っ
て
提
示
せ
ら
れ
た
浄
土
教
の
立
場
は
、
そ
の

後
継
者
で
あ
る
善
導
に
も
承
け
つ
が
れ
、
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
、
二
種
深

信
の
告
辞
と
な
り
、
日
本
浄
土
教
に
於
て
は
、
偏
依
善
導
一
師
の
法
然
に
依
っ
て

念
仏
為
本
の
浄
土
一
宗
の
建
立
と
な
っ
て
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
浄
　
6
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

土
教
思
想
史
の
流
れ
に
於
い
て
、
道
緯
の
提
起
し
た
二
つ
の
立
場
は
、
そ
の
労
わ

れ
方
は
異
る
が
、
お
よ
そ
浄
土
教
の
根
本
的
な
立
場
と
し
て
継
承
さ
れ
て
行
っ
た

と
云
う
事
が
出
来
る
。
そ
し
て
今
、
此
の
歎
異
抄
に
語
ら
れ
た
親
鶯
の
御
食
言

の
上
に
も
、
そ
れ
を
見
る
事
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
火
宅
無

常
の
世
界
」
と
示
さ
れ
、
　
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
云
は
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ

う
。
　
「
火
宅
無
常
の
世
界
」
は
そ
の
ま
ま
末
法
の
世
界
で
あ
り
「
よ
う
つ
の
こ

と
、
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
」
世
界
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
大
聖
釈
迦
牟
尼
世
尊
と
距
た
る
こ
と
遙
る
か
後
の
、
遙
る
か
彼
方

の
日
本
の
土
地
の
五
濁
悪
世
で
あ
る
。
　
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
は
、
末
法
に
入
り

て
久
し
く
す
ぎ
た
世
界
の
子
孫
の
機
根
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
併
し
乍
ら
、
か
く
の
如
く
全
く
そ
の
当
面
の
顕
わ
す
意
味
内
容
が
同
じ
で
あ
り

二
一
二



悪
人
正
機
に
つ
い
て

乍
ら
、
此
の
二
人
の
示
さ
れ
た
言
葉
の
間
に
は
、
大
い
な
る
相
違
の
あ
る
事
を
省

過
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
道
緯
の
所
謂
二
重
は
、
両
者
が
共
に
全

く
同
じ
立
場
で
、
互
に
相
成
の
意
を
以
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
親
鷺

の
態
度
は
、
　
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
の
一
語
が
、
　
「
火
宅
無
常
の
世
界
」
を
敵
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
道
緯
の
場
合
、
二
由
が
相
成
で
あ
る
と
云
う
事
は
、
　
「
去
大

聖
遙
遠
」
な
る
末
法
の
世
で
あ
る
が
故
に
「
理
深
解
微
」
で
あ
り
、
「
理
深
黒
蝿

」
な
る
劣
機
で
し
か
あ
り
得
な
い
事
は
、
大
聖
の
逝
い
て
久
し
い
末
法
の
世
な
る

が
故
で
あ
る
と
す
る
。
而
し
て
此
の
事
は
、
修
行
の
道
程
に
於
け
る
未
熟
の
責
を

此
の
二
由
の
夫
て
に
転
嫁
す
る
事
に
な
り
、
或
る
場
合
に
は
世
俗
的
な
諦
ら
め

を
、
或
る
場
合
に
は
怠
情
を
も
許
す
事
に
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る

の
で
あ
る
。
正
し
く
機
根
の
問
題
と
し
て
、
徹
底
し
た
自
己
の
凝
視
を
怠
っ
て
、

時
代
の
中
へ
理
深
解
微
の
責
任
を
転
じ
換
え
て
行
く
事
に
な
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
ひ
る
が
え
っ
て
親
鶯
の
立
場
に
重
て
は
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
知
ら
し
め

ら
れ
た
立
場
の
上
か
ら
、
一
切
の
も
の
を
視
じ
て
行
く
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

は
、
上
に
掲
げ
た
始
め
の
御
持
言
に
依
っ
て
端
的
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即

ち
、
如
来
の
本
願
の
生
起
本
末
の
全
体
は
、
煩
悩
と
し
て
全
く
欠
け
る
所
の
な

い
、
此
の
判
型
一
人
を
救
わ
ん
が
為
に
在
る
の
で
あ
り
、
　
「
火
宅
無
常
の
世
界
」

は
、
此
の
地
上
に
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
で
あ
る
親
鶯
一
人
が
存
す
る
限
り
、
他

の
人
に
於
て
は
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
於
て
こ
そ
「
火
宅
無
常
」
な
の
で
あ

っ
た
。
道
緯
の
云
う
所
の
末
法
、
正
像
末
の
三
時
思
想
に
顕
わ
さ
れ
た
末
法
の
時

代
も
、
そ
の
世
界
も
、
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
た
る
乱
塾
が
居
れ
ば
こ
そ
の
末
法

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
親
鶯
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
釈
尊
の
滅
後
直
接
に
つ
な
が

る
正
法
の
時
代
に
仮
り
に
生
き
て
い
た
と
し
て
も
、
矢
張
り
思
懸
は
「
煩
悩
具
足

二
四

の
凡
夫
」
で
あ
る
事
に
変
り
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
鴬
豆
末
の
三
時
思
想

も
、
親
鶯
に
於
て
は
そ
の
本
来
の
意
味
は
失
わ
れ
、
全
く
純
粋
に
自
己
自
身
の
機

根
の
問
題
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
親
身
に
於
て
は
、
自

身
の
生
き
る
時
代
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
救
は
れ
る
唯
一
の
道
は
、
唯
、
真
実
な

る
念
仏
の
み
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
く
、
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」

た
る
”
悪
人
”
親
鶯
が
、
何
時
の
世
に
て
も
あ
れ
、
何
れ
の
処
に
て
も
あ
れ
、
「

他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
」
こ
と
に
依
り
、
唯
一
真
実
の
念
仏
に
生
か
さ
れ

て
、
「
も
と
も
往
生
の
正
因
」
た
り
得
る
こ
と
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な

か
ら
う
か
。

三

　
上
来
述
べ
た
る
所
は
、
親
鶯
の
浄
土
真
実
の
教
え
が
、
耕
馬
抄
に
示
さ
れ
た
二

つ
の
御
二
言
の
上
か
ら
も
、
　
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
即
ち
「
煩
悩

具
足
の
凡
夫
」
の
為
の
救
い
で
あ
る
こ
と
を
、
道
書
の
提
示
し
た
、
浄
土
教
の
依

っ
て
以
て
立
て
る
所
の
二
つ
の
理
由
と
の
対
比
に
於
て
示
し
て
来
た
の
で
あ
っ

た
。
然
る
に
今
、
　
「
他
力
を
た
の
む
悪
人
」
と
云
い
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
云

う
も
、
何
れ
も
他
力
た
の
み
を
、
唯
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
と
知

ら
さ
れ
た
人
間
の
、
換
言
す
れ
ば
、
如
来
回
施
の
信
心
と
対
決
し
、
如
来
の
恩
寵

に
生
か
さ
れ
た
人
間
の
云
い
得
る
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
仏
教
で
用

い
る
言
葉
の
中
に
”
正
極
・
依
報
4
と
云
う
言
葉
が
あ
る
。
正
報
と
は
、
果
報
の

正
体
の
意
で
あ
り
、
業
報
に
酬
う
て
感
ぜ
ら
れ
た
有
情
の
身
を
云
う
の
で
あ
り
、

依
報
と
は
、
所
依
の
果
報
の
意
で
、
有
情
の
身
の
所
依
た
る
国
土
・
器
世
界
の
果
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報
を
云
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
的
に
云
え
ば
、
即
ち
人
間
と
、
人
間
を
と
り

ま
く
現
実
の
世
界
と
の
事
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
人
間
は
此
の
現
実
世
界
に
於
け

る
正
報
で
あ
り
、
人
間
を
と
り
ま
く
現
実
世
界
の
一
切
は
依
報
で
あ
り
、
従
っ
て

仏
教
的
に
云
え
ば
、
現
実
世
界
は
正
報
た
る
人
間
に
依
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
又
人
間
は
依
報
た
る
現
実
世
界
に
依
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る

と
云
え
よ
う
。
此
の
事
は
、
二
十
世
紀
の
今
日
も
、
親
鶯
の
生
き
た
八
百
年
昔
の

世
界
で
も
変
り
は
な
い
。
そ
の
正
報
で
あ
る
買
損
が
、
如
来
回
施
の
他
力
信
心
に

生
か
さ
れ
る
事
に
依
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
親
鶯
の
心
情
と
、
以
後
の
そ
れ
と
の
間

に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
頑
強
に
生
き

て
来
た
親
鶯
が
、
生
か
さ
れ
て
い
た
事
に
気
付
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま

で
は
善
人
で
あ
っ
た
親
鶯
が
、
悪
人
と
し
て
生
れ
変
っ
て
行
っ
た
。
悟
り
を
求
め

て
止
ま
な
か
っ
た
親
骨
が
、
実
は
、
如
来
の
真
実
に
求
め
ら
れ
て
い
た
事
を
知
ら

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
正
忌
の
上
に
一
大
変
化
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
依

報
の
上
に
も
、
大
転
換
が
な
さ
れ
た
の
は
当
然
の
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
が
即
ち

「
火
宅
無
常
の
世
界
」
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
よ
う
つ
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら

ご
と
た
わ
ご
と
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鷺
は
他
力
の

信
に
対
決
し
た
後
は
、
自
己
を
と
り
ま
く
依
報
の
一
切
を
、
如
来
の
真
実
、
即
ち

如
来
よ
り
賜
は
っ
た
自
か
ら
の
信
心
で
は
か
っ
て
行
っ
た
。
　
「
如
来
の
御
こ
こ
ろ

に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
、
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ
よ
き
を
し
り
た
る
に

て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
、
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ

そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
」
そ
の
こ
と
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫

と
知
ら
し
め
ら
れ
た
今
で
は
、
到
底
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
親

鶯
に
は
「
善
悪
の
二
つ
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

悪
人
正
機
に
つ
い
て

う
な
こ
と
は
問
題
に
出
来
な
か
っ
た
。
否
！
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
自
己
の
真
実
の
姿
を
知
ら
さ
れ
る
に
つ
け
て
は
、
愈
々
、
本
願
の
か
た
じ
け

な
さ
を
思
い
、
願
力
の
偉
大
さ
を
仰
い
で
行
っ
た
。
併
し
、
此
の
事
は
、
師
法
然

の
下
に
於
て
他
力
摂
生
の
旨
趣
を
了
得
し
て
以
来
、
決
し
て
坦
々
た
る
道
に
鞭
て

な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
京
都
に
於
け
る
法
然
や
親
鶯
の
念
仏
の
布
教
は
、

当
時
の
既
成
教
団
た
る
南
都
北
嶺
の
僧
徒
か
ら
の
弾
圧
を
受
け
、
二
人
は
生
き
別

れ
の
流
罪
に
処
せ
ら
れ
、
再
び
相
見
え
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
北
国
に
於
て
根

尾
は
下
僧
非
俗
を
名
の
り
、
き
び
し
い
配
所
の
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
三
年
の
後
晴
れ
て
赦
免
に
な
り
、
再
び
念
仏
の
布
教
に
乗
り
出
し
た
親
鶯

に
、
亦
も
や
武
士
の
弾
圧
が
あ
り
、
親
鶯
を
し
て
北
国
を
去
ら
し
め
る
結
果
と
な

り
、
寛
喜
の
回
心
等
の
事
を
経
て
、
や
っ
と
関
東
に
そ
の
所
住
の
地
を
得
た
の
で

あ
る
。
そ
の
間
、
　
「
信
順
を
因
と
し
、
疑
読
を
縁
と
し
て
」
親
鶯
自
身
の
法
味
愛
　
5
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

楽
の
深
さ
も
、
漸
次
そ
の
度
合
を
増
し
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
此

の
歎
導
車
一
巻
は
、
主
と
し
て
関
東
に
於
け
る
親
身
と
そ
の
弟
子
と
の
間
の
対
話

を
、
後
日
誌
る
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此

の
様
な
、
親
類
を
取
り
ま
く
依
報
の
展
開
を
今
日
的
に
云
え
ば
、
彼
を
と
り
ま
く

社
会
の
歴
史
的
展
開
と
云
え
よ
う
と
思
う
。
上
記
の
如
き
社
会
世
相
の
推
移
の
中

に
在
っ
て
、
親
鶯
は
如
何
に
自
ら
を
処
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
換
言
す
れ

ば
、
歴
史
的
現
実
の
中
に
在
っ
て
、
如
来
の
恩
寵
に
あ
ず
か
っ
た
「
煩
悩
具
足
の

凡
夫
」
、
悪
人
正
機
に
於
け
る
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
は
、
如
何

に
そ
の
歴
史
的
現
実
に
対
決
し
て
行
っ
た
か
。
更
に
、
親
鶯
の
在
世
か
ら
八
百
年

を
下
っ
た
現
在
の
二
十
世
紀
に
分
て
も
、
人
類
の
歴
史
は
時
々
刻
々
に
変
化
し
生

成
し
、
そ
の
速
度
の
速
さ
は
凡
そ
比
較
に
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
の
社

二
五



悪
人
正
機
に
つ
い
て

会
の
分
化
発
展
の
度
合
も
亦
、
当
時
に
比
す
れ
ば
想
像
も
及
ば
な
い
程
複
雑
多
岐

に
渉
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
求
め
て
止
ま
ぬ
平
和
の
大
原
則
、
或
は
人
間

の
社
会
に
人
間
不
在
の
叫
ば
れ
る
現
実
の
歴
史
的
社
会
の
諸
現
象
に
、
親
鶯
の
示

さ
れ
た
本
願
他
力
の
信
心
は
、
如
何
に
対
決
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
此
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
は
、
此
の
小
論
の
敢
て
よ
く
す
る
所
で
は
な
い
が
、

今
、
云
い
得
る
事
は
、
一
度
び
如
来
回
施
の
他
力
信
心
に
対
決
し
、
自
己
の
回
心

が
成
就
し
終
っ
た
時
点
に
立
っ
た
親
署
に
於
て
は
、
自
己
を
と
り
ま
く
依
報
の
一

切
が
、
そ
の
時
点
に
於
て
同
じ
く
価
値
転
換
を
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
歓

喜
と
感
謝
の
心
情
の
言
わ
れ
と
し
て
、
他
の
一
切
の
有
情
に
対
し
て
、
自
身
の
救
は

れ
た
如
来
の
恩
寵
の
福
音
を
伝
え
る
べ
く
、
自
信
教
人
信
の
立
場
を
貫
か
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
仏
恩
報
謝
の
念
仏
で
あ
る
と
共
に
、
仏
の
御
業
を
成
就
す
る

た
め
の
仏
化
助
成
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
既
に
親
鶯
に
於
て
は
他
力
回
向
の
念
仏
へ

の
回
心
に
依
っ
て
、
全
く
新
し
い
人
生
を
歩
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
他
力
の
念

仏
に
依
っ
て
救
わ
れ
た
親
鷺
に
は
、
も
は
や
、
弥
陀
の
救
い
を
希
求
す
る
念
仏
は

必
要
で
は
な
か
っ
た
。
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
の
前
に
、
自
己
の
一
切
を
乗
托
し
切

っ
た
藩
儒
に
と
っ
て
は
、
老
少
善
悪
を
簡
ば
ず
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
も
差
別
さ

れ
ず
、
救
わ
ず
に
は
止
ま
ぬ
如
来
の
平
等
の
大
悲
の
妙
用
を
、
ひ
し
ひ
し
と
、
身

に
も
心
に
も
味
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
此
処
に
到
っ
て
、
親
鶯
に
於
け
る
念

仏
の
意
味
は
全
く
変
っ
て
行
っ
た
。
弥
陀
助
け
た
ま
え
の
念
仏
か
ら
、
弥
陀
の
救

い
に
対
す
る
、
御
恩
報
謝
の
念
仏
へ
と
転
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
親
指
は
自
己

の
残
り
の
生
涯
を
、
新
し
い
人
生
の
価
値
と
、
生
き
る
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
弥

陀
に
対
す
る
報
恩
の
た
め
に
、
念
仏
の
救
い
を
、
一
人
で
も
多
く
の
人
々
に
教
え

信
じ
さ
せ
る
事
に
捧
げ
る
決
意
を
し
、
歩
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
前
世
の
宿

二
六

業
に
あ
や
つ
ら
れ
、
悪
業
し
か
行
じ
得
な
い
煩
悩
具
足
の
衆
生
に
、
唯
、
念
仏
一

つ
で
永
遠
に
生
死
の
絆
を
絶
ち
、
久
遠
の
浄
土
に
生
れ
変
る
身
の
上
と
決
定
さ
せ

て
戴
く
教
え
を
伝
え
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
日
本
国
中
に
念
仏

の
教
え
を
広
め
る
こ
と
に
依
り
、
国
と
、
社
会
の
真
の
意
味
で
の
幸
福
の
世
界
を

実
現
せ
ん
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
事
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
信
教

人
魚
・
大
悲
伝
普
化
の
行
業
の
中
に
、
当
時
の
歴
史
的
社
会
と
の
対
決
の
道
を
見

出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
歴
史
的
社
会
は
人
間
の
作
る
も
の
で
あ

り
、
仏
教
の
立
場
か
ら
云
え
ば
、
宿
業
の
世
界
で
あ
る
。
親
鶯
に
於
て
は
、
そ
の

意
味
に
著
て
、
「
よ
う
つ
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
ま
こ
と
あ
る
こ

と
な
き
」
虚
仮
自
力
の
信
の
世
界
で
あ
る
。
歴
史
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ

り
、
此
の
よ
う
な
宿
業
の
世
界
と
し
て
の
歴
史
的
現
実
の
徹
底
せ
る
否
定
の
下
に

生
れ
る
の
が
、
他
力
の
信
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
更
を
超
え
た
真
実
の
世
界
へ
開
け
　
5
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た
眼
で
あ
り
、
歴
史
と
根
底
と
な
っ
て
、
歴
史
を
支
え
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鶯
の
生
涯
の
上
に
託
て
、
歴
史
的
社
会
と
の
対
決
の

具
体
的
な
事
実
を
求
め
る
な
ら
ば
、
叡
山
と
の
欠
講
と
、
寛
喜
の
回
心
の
二
つ
の

事
実
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
当
時
の
比
叡
の
山
は
、
と
り
す
ま
し
た
善
人
の
集
る
社

会
、
世
俗
の
権
力
社
会
と
何
等
異
る
こ
と
な
き
ま
で
に
堕
落
し
た
社
会
で
あ
り
、

此
の
山
に
欠
別
を
告
げ
て
、
師
法
然
の
下
へ
走
っ
た
親
鶯
の
行
為
は
、
明
ら
か
に

自
己
の
属
す
る
歴
史
的
社
会
へ
の
、
未
完
成
な
る
求
道
者
崇
重
の
、
真
剣
な
る
抵

抗
の
済
わ
れ
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
亦
、
恵
信
尼
の
消
息
に
残
さ
れ
た
、
大
衆
利

益
の
為
に
、
浄
土
．
．
西
経
を
千
部
下
調
せ
ん
と
発
願
し
、
そ
の
中
途
に
於
て
、
念

仏
の
他
に
読
請
す
る
の
意
義
無
き
事
を
思
い
、
之
を
中
止
し
た
事
実
は
、
思
い
上

っ
た
自
力
の
計
ら
い
に
対
す
る
、
他
力
信
心
の
下
し
た
痛
烈
な
鉄
槌
で
あ
っ
た
。



自
身
を
と
り
ま
く
歴
史
的
現
実
へ
の
、
誤
っ
た
対
決
の
仕
方
に
対
す
る
親
鶯
の
反

省
は
、
そ
の
後
の
彼
の
宗
教
的
態
度
の
上
に
、
大
い
な
る
警
鐘
と
な
っ
た
で
あ
ら

う
こ
と
は
推
察
さ
れ
得
る
。
か
く
し
て
親
鶯
に
点
て
は
、
現
実
の
歴
史
的
社
会
へ

の
対
決
は
、
信
を
人
に
伝
え
る
自
信
教
人
柄
の
中
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人

に
他
力
の
信
を
伝
え
る
と
云
う
事
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
現
実
の
歴
史
的
社
会

の
成
り
立
ち
、
現
実
の
苦
悩
の
根
底
を
究
め
尽
く
す
事
で
あ
ら
う
。
如
来
回
施
の

他
力
の
信
の
前
に
、
虚
仮
不
実
の
否
定
さ
る
べ
き
も
の
、
厭
わ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
歴
史
的
社
会
の
成
り
立
ち
を
説
き
、
念
仏
に
生
か
さ
れ
た
「
煩
悩
具
足
の
凡

夫
」
が
、
如
来
を
媒
介
と
し
て
、
一
人
く
が
自
我
を
滅
し
て
人
倫
を
形
成
し
、

歴
史
的
社
会
を
形
成
し
て
行
く
所
に
、
真
の
意
味
で
の
平
和
に
し
て
幸
福
な
人
間

社
会
が
形
成
さ
れ
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
事

は
、
一
度
、
他
力
信
心
の
前
に
否
定
せ
ら
れ
た
歴
史
的
現
実
が
、
そ
の
価
値
内
容

を
新
ら
た
に
し
て
、
再
び
同
信
の
噌
味
の
信
心
に
生
か
さ
れ
た
御
同
朋
・
御
同
行

の
、
報
恩
の
行
に
精
進
す
る
場
と
し
て
再
生
さ
れ
た
事
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な

か
ら
う
か
。

四

　
悪
人
正
機
と
云
う
時
の
”
悪
人
〃
と
は
、
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い

は
ん
や
悪
人
を
や
」
の
悪
人
で
あ
り
、
　
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
倫
理
・
道
徳
の
世
界
の
善
悪
に
関
は
る
悪
人
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
で
あ
り
、
他
力
を
た
の
む
こ
と
、
即

ち
“
法
〃
と
の
趨
り
合
い
に
於
て
知
ら
さ
れ
た
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

と
り
も
な
お
さ
ず
、
仏
の
光
り
の
中
に
発
見
さ
れ
た
、
自
己
の
罪
悪
深
重
の
姿
に

悪
人
正
機
に
つ
い
て

対
す
る
悲
痛
な
る
叫
び
で
あ
り
、
同
時
に
亦
、
如
来
の
、
人
間
を
呼
び
た
ま
う
生

の
声
そ
の
も
の
で
も
あ
る
と
云
え
よ
う
。
他
力
の
信
・
念
仏
は
そ
れ
自
体
如
来
肝

玉
の
真
実
で
あ
る
。
　
「
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
」
と
云
う
、
真
実

の
世
界
の
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
人
間
の
世
界
、
入
間
存

在
と
は
か
け
は
な
れ
た
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
の

前
に
立
た
さ
れ
た
人
間
は
、
そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
の
虚
仮
不
実
と
知
ら
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
知
ら
さ
れ
た
内
容
は
、
人
間
世
界
に
於
け
る
悪
の
自
覚
と
は
質

的
に
全
く
異
る
も
の
で
あ
ら
う
。
即
ち
、
自
覚
さ
れ
た
悪
は
、
如
何
に
そ
の
内
容

が
強
烈
で
あ
り
、
深
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
所
詮
は
人
間
が
人
間
の
悪
を
自
覚
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
人
間
な
る
が
故
に
見
る
事
の
出
来
な
い
、
人
間

存
在
の
全
体
を
覆
い
尽
く
す
人
間
の
罪
悪
性
・
煩
悩
性
が
、
最
後
の
一
線
と
し

て
、
所
謂
悪
の
自
覚
の
内
容
の
外
に
残
さ
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
此
の
最
後
の
鋤

一
線
は
究
極
的
に
は
、
飛
躍
の
な
い
限
り
剋
服
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
し

て
、
限
り
な
く
続
く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
如
何
と
も
し
が
た
い
人
間
の
悲
哀
が

あ
り
、
是
を
”
宿
業
〃
と
観
じ
て
行
か
れ
た
人
間
親
鶯
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ

る
。
「
定
水
を
凝
ら
す
と
羅
も
、
識
浪
頻
り
に
動
き
、
心
月
を
観
ず
と
錐
も
、
妄

雨云

P
覆
う
」
と
は
、
親
鶯
が
叡
山
二
十
年
の
間
、
徹
底
し
て
自
己
を
攻
め
、
叱
陀

激
励
し
て
、
自
力
修
行
の
証
の
自
覚
に
到
達
せ
ん
と
精
進
し
た
結
果
出
て
来
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
自
力
の
限
界
を
示
す
言
葉
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

此
の
姿
は
そ
の
ま
ま
「
自
力
作
善
の
ひ
と
」
の
姿
で
あ
る
。
　
「
自
力
作
善
の
ひ
と

」
は
「
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
が
け
た
る
あ
ひ
だ
」
弥
陀
の
本
願
と
真

の
対
決
の
な
し
得
な
い
立
場
に
い
る
の
で
あ
ら
う
。
真
の
対
決
な
き
所
に
、
真
の

救
い
の
成
就
さ
れ
る
所
以
は
な
い
。
自
己
の
力
を
た
の
み
、
自
己
の
溶
し
た
善
を

二
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悪
人
正
機
に
つ
い
て

誇
る
心
の
存
在
が
、
如
来
の
本
願
に
真
向
き
に
な
り
得
ず
、
そ
の
事
が
本
願
の
独

り
固
き
を
碍
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
真
の
意
味
で
の
、
根
源
的
な
人

間
の
世
俗
性
・
煩
悩
性
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
世
俗
の
倫
理
・
道
徳
へ
の
人
間
の

執
着
が
、
そ
の
ま
ま
如
来
の
平
等
の
大
悲
の
顕
現
を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

云
っ
て
、
大
切
な
事
は
、
親
玉
の
立
場
は
「
自
力
作
善
」
そ
の
も
の
を
否
定
し
た

の
で
は
な
い
。
　
「
自
力
作
善
の
ひ
と
」
が
、
自
己
の
重
し
た
善
を
誇
る
僑
慢
の
故

に
、
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
む
心
を
欠
き
、
仏
恩
の
不
思
議
を
疑
う
事
を
認
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
聞
題
は
自
力
の
心
を
ひ
る
が
え
し
て
、
他
力
を
た
の
む
心
に
転

じ
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
善
人
な
ほ
も
て
往
生
を
と
ぐ
」
と
示
さ
れ
た
所
以
で

あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
養
し
た
善
を
、
そ
の
善
を
誇
る
心
を
捨
て
去
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
”
善
人
”
た
る
事
を
拗
棄
さ
せ
ら
れ
る
事
で
あ
り
、
換
言
す
れ

ば
、
悪
人
に
な
り
切
る
事
に
他
な
ら
な
い
。
此
の
悪
人
に
な
り
切
る
事
が
、
弥
陀

の
お
ん
は
か
ら
い
で
あ
り
、
逆
に
云
え
ば
、
そ
の
お
ん
は
か
ら
い
に
依
っ
て
こ

そ
、
悪
人
と
知
ら
さ
れ
、
自
力
を
た
の
む
心
が
ひ
る
が
え
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
つ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ

か
ら
ざ
る
」
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
力
無
爵
と
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
生
死
を
は
な
れ
る
た
め
の
正
因
は
、
我
等
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
は
絶
無
な
の

で
あ
る
。
彼
の
西
行
信
証
の
信
巻
に
、
第
十
八
願
の
中
に
説
か
れ
た
忠
心
が
即
ち

疑
蓋
無
雑
の
一
心
な
る
事
を
明
か
さ
れ
て
、

　
　
コ
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
巳
来
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
租
悪
汚

　
染
に
し
て
清
浄
の
心
無
く
、
虚
仮
謂
偽
に
し
て
真
実
の
心
無
し
、
是
を
以
て
、

　
如
来
一
切
の
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
潤
し
て
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
於
て
菩
薩

　
の
行
を
行
じ
た
ま
ひ
し
時
、
三
業
の
所
修
、
一
念
一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
事

ご
八

　
な
く
、
真
心
な
ら
ざ
る
こ
と
無
し
、
如
来
清
浄
の
真
心
を
以
て
、
円
融
無
碍
不

　
可
思
議
不
可
称
不
可
説
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
、
如
来
の
至
心
を
以
て
、

　
諸
有
の
一
切
煩
悩
悪
業
邪
智
の
群
生
海
に
回
施
し
た
ま
え
り
」

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
此
の
間
の
解
釈
を
古
来
先
哲
は
、
四
聖
・
円
成
・
回
施
の

言
葉
で
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
機
無
と
は
衆
生
の
上
に
於
て
は
全
く

黙
れ
清
浄
の
心
無
く
、
真
実
の
心
無
く
、
従
っ
て
浄
土
に
生
れ
る
為
の
正
因
は
全

く
無
き
事
を
意
味
し
、
　
「
是
を
以
て
」
如
来
の
大
悲
心
の
発
願
と
な
り
、
如
来
他

力
の
信
が
円
成
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
第
十
八
願
の
三
唱
と
し
て
衆
生
に
回
施
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
此
の
峻
烈
な
言
葉
は
、
自
己
の
全
存
在
を
か
け
て
、
根
本
的
に
、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
提
起
し
た
時
に
与
え
ら
れ
た
如
来
真
実
の
声

あ
ら
う
。
此
処
に
、
如
来
の
真
実
の
前
に
自
己
の
一
切
を
投
げ
出
し
、
唯
如
来
の

真
実
を
仰
信
ず
る
世
界
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
自
他
の
あ
ら
ゆ
る
分
別
を
超
獅

え
、
自
他
を
包
む
絶
対
他
者
と
し
て
の
如
来
の
真
実
へ
の
超
越
が
な
さ
し
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
世
俗
の
如
何
な
る
規
範
に
も
左
右
さ
れ
ず
、
そ
の
す
べ
て
を

超
え
て
、
人
間
の
前
に
与
え
ら
れ
た
無
差
別
平
等
の
大
悲
に
生
か
さ
れ
て
行
く
の

で
あ
る
。
そ
の
人
間
が
念
仏
者
で
あ
り
、
そ
の
歩
む
道
こ
そ
が
「
無
碍
の
一
道
」

で
あ
る
。

　
念
仏
者
の
歩
む
無
碍
の
一
道
は
、
唯
真
実
な
る
念
仏
に
依
っ
て
現
成
せ
ら
れ
、

開
か
れ
た
道
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
道
に
生
き
る
こ
と
は
、
念
仏
に
支
え
ら
れ
、

念
仏
に
は
か
ら
は
れ
て
生
き
て
行
く
道
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
れ
は
、
〃
念
仏
の
倫

理
〃
と
で
も
名
付
け
る
べ
き
立
場
に
立
つ
の
が
、
念
仏
者
で
あ
り
、
　
「
他
力
を
た

の
む
悪
人
」
の
た
ど
る
べ
き
道
で
あ
る
。
此
の
〃
念
仏
の
倫
理
〃
は
上
来
述
べ
し

如
く
、
先
ず
自
身
の
救
わ
れ
た
事
に
対
す
る
感
謝
の
意
味
に
於
け
る
〃
仏
徳
讃
嘆



の
念
仏
〃
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
自
信
教
人
熱
・
大
悲
伝
票
化
の
〃
仏
乗
助

成
の
念
仏
〃
で
あ
っ
た
。
　
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
の
称
え
る
一
声
の
念
仏
に
、
此

の
両
面
の
意
義
の
存
す
る
事
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
恰
か
も
、
菩
薩
の
道
に
於
け
る
自
利
・
利
他
の
行
の
、
円
融
自
在
に
行
ぜ
ら
れ

る
べ
き
精
進
せ
る
が
如
く
、
他
力
の
信
に
は
か
ら
は
れ
て
生
き
行
く
念
仏
者
の
道

は
、
身
は
未
だ
煩
悩
具
足
の
ま
ま
に
、
法
爾
自
然
と
し
て
二
利
の
行
が
具
足
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
浄
土
に
往
生
し
た
往
生
人
が
、
正
覚
を
成
じ
て
再
び
稼
土
に
還
来
し
、
身
を
菩

薩
に
変
じ
て
念
仏
の
教
を
広
め
、
衆
生
済
度
の
仏
化
を
助
成
す
る
事
を
、
〃
還
相

回
向
”
と
云
わ
れ
る
が
、
今
、
現
実
の
歴
史
的
世
界
に
於
い
て
、
他
力
の
信
に
生

か
さ
れ
、
念
仏
者
と
し
て
無
碍
の
一
道
を
歩
ま
し
め
ら
れ
る
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫

」
は
、
そ
の
行
業
に
於
て
、
正
し
く
還
相
の
菩
薩
の
そ
れ
に
も
似
た
実
践
を
展
開

し
得
る
も
の
と
云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
而
し
て
此
の
事
は
、
一
切
群
生
海

を
救
済
し
て
止
ま
ぬ
法
蔵
菩
薩
の
悲
願
の
中
に
、
そ
の
生
き
る
道
を
得
せ
し
め
ら

れ
る
事
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
類
永
遠
の
理
想
た
る
、
真
の
平
和

・
真
の
幸
福
の
世
界
実
現
へ
の
〃
我
行
精
進
・
忍
終
不
悔
の
大
道
に
他
な
ら
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

理
想
す
る
。
何
卒
、
諸
賢
の
教
示
鞭
錘
を
願
ふ
も
の
で
あ
る
。
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五

　
上
来
、
歎
異
抄
の
総
結
の
文
の
中
に
誌
る
さ
れ
た
親
鶯
の
「
つ
ね
の
お
ほ
せ
」

の
内
容
か
ら
、
日
頃
考
え
て
い
る
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
し
て

の
念
仏
者
の
倫
理
に
就
い
て
、
二
・
三
の
問
題
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
甚
だ

粗
雑
の
悔
を
禁
じ
得
な
い
事
を
恥
じ
る
次
第
で
あ
る
。
何
れ
、
後
日
を
期
し
て
、

悪
人
正
機
に
つ
い
て

二
九


