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一
、
ボ
サ
ツ
道
の
背
景
と
還
相
廻
向

　
親
書
自
身
に
は
往
生
浄
土
の
目
的
が
何
で
あ
る
か
、
を
明
示
し
た
文
面
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
真
宗
で
は
「
お
助
け
」
と
か
「
お
救
い
」
と
か
に
力
を
入
れ
て
、

助
け
ら
れ
、
救
わ
れ
た
者
が
、
何
の
た
め
に
浄
土
に
往
生
す
る
の
か
、
の
目
的
を

は
っ
き
り
と
説
明
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
浄
土
は
「
極
楽
」
と
か
「
但

受
諸
楽
」
と
も
云
わ
れ
て
い
る
の
で
、
楽
し
み
の
極
限
、
こ
の
上
な
く
楽
し
い
生

活
を
予
想
し
て
、
往
生
を
願
う
人
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
浄
土
に
往
生
す

る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
的
な
楽
し
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
自
分
ひ
と
り
の
楽
し
い
生
活
を
目
的
と
し
て
、
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
す
る

者
が
あ
れ
ば
、
親
人
は
こ
れ
を
強
く
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
自
身
住
持
の
楽
を

　
　
ω

求
め
ず
」
と
云
う
言
葉
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

、
つ
。

　
つ
ぎ
に
浄
土
に
往
生
し
て
成
仏
し
た
い
、
と
云
う
考
え
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
浄

　
　
　
　
　
真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

土
に
往
生
し
て
「
さ
と
り
」
を
ひ
ら
い
て
仏
に
成
る
、
の
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
往
生
し
て
仏
に
な
る
こ
と
が
究
極
の
目
的
で
あ
ろ
う
か
。
仏
に
な

る
、
成
仏
は
大
乗
の
ボ
サ
ツ
道
よ
り
す
れ
ば
「
自
利
」
で
あ
り
、
自
分
を
利
し
、
　
5
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自
分
の
利
益
で
あ
る
。
ボ
サ
ツ
は
自
利
に
止
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
云
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
「
利
他
」
、
他
人
の
利
益
の
た
め
に
ボ
サ
ツ
の
行

を
、
即
ち
利
他
行
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
が
仏
に
な
る
自
利
と
他
人
の
利

益
、
他
人
を
済
度
し
救
済
す
る
利
他
と
が
、
円
満
に
調
和
し
具
足
し
て
、
初
め
て

ボ
サ
ツ
は
仏
に
な
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
「
聖
王
仏
心
は
度
衆
生
心
な
り
」

す
な
わ
ち
仏
に
作
ろ
う
と
願
う
心
は
、
衆
生
を
度
せ
ん
と
す
る
心
で
あ
る
。
自
分

が
仏
に
な
り
た
い
と
願
う
心
は
全
く
、
衆
生
を
済
度
し
よ
う
と
す
る
心
に
発
し
た

も
の
で
あ
る
。
仏
に
な
る
目
的
は
一
切
の
衆
生
、
人
間
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
心

に
根
源
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
古
く
か
ら
大
乗
ボ
サ
ツ
道
の
原
型
と
も
云
う
べ
き
、
ボ
サ
ツ
の
「
共
願
」
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真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

ボ
サ
ツ
の
す
べ
て
に
共
通
な
願
、
理
想
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
次
の
も

の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
ぼ
だ
い

　
「
上
は
菩
提
を
求
め
、
下
は
衆
生
を
化
す
」

ボ
サ
ツ
は
、
上
に
向
っ
て
限
り
な
く
ボ
ダ
イ
、
覚
、
さ
と
り
を
求
め
、
下
に
向
っ

て
は
一
切
の
衆
生
を
教
化
し
済
度
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
ボ
サ
ツ
の
根
本
精
神

な
の
で
あ
る
。
ボ
サ
ツ
は
何
の
た
め
に
上
に
向
っ
て
ボ
ダ
イ
、
覚
、
さ
と
り
を
求

め
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
全
く
、
下
に
向
っ
て
一
切
の
衆
生
を
教
化
し
済
度
せ

ん
が
た
め
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ボ
サ
ツ
が
仏
道
修
行
に
精
進
し
、
仏
に

な
ろ
う
と
努
力
す
る
こ
と
は
、
自
分
一
人
の
成
仏
、
仏
に
な
る
こ
と
に
満
足
す
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
他
人
の
利
益
、
衆
生
の
済
度
、
成

仏
を
願
い
求
め
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
し
く
上
求
菩
提
は
下
思
衆
生
の
た

め
な
の
で
あ
っ
た
。
衆
生
を
教
化
す
る
実
力
を
養
う
た
め
に
仏
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
今
一
つ
ボ
サ
ツ
道
の
原
型
を
示
す
も
の
と
し
て
の
、
ボ
サ
ツ
の
「
四
書
誓
願
」

が
教
え
ら
れ
て
い
る
。

　
衆
生
無
辺
誓
願
度

　
煩
悩
無
尽
誓
願
断

法
門
無
量
誓
願
学

　
仏
道
無
上
誓
願
成

こ
れ
も
亦
す
べ
て
の
ボ
サ
ツ
に
共
通
の
願
で
あ
る
。

　
⇔

　
㊨

乱
雲
誓
願
の
意
味
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
無
辺
、
無
数
の
衆
生
を
、
誓
っ
て
願
っ
て
、
済
度
し
た
い
。

　
無
尽
、
無
数
の
煩
悩
を
、
誓
っ
て
願
っ
て
、
断
滅
し
た
い
。

　
無
量
、
無
数
の
法
門
を
、
誓
っ
て
願
っ
て
、
学
習
し
た
い
。

　
無
上
、
極
上
の
仏
道
を
、
誓
っ
て
願
っ
て
、
成
就
し
た
い
。

e　tg

二

こ
れ
ら
の
四
つ
の
誓
い
な
り
願
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
た
だ
四
つ
を
併
列

し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
第
一
の
誓
願
で
あ
る
、
無
辺
、
無
数
の
衆
生
、
人
類
を

済
度
し
た
い
と
の
誓
願
こ
そ
ボ
サ
ツ
の
究
極
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
人
類
を
済
度

し
救
済
し
た
い
と
の
大
き
な
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
そ
、
ボ
サ
ツ
は
無
数
の

煩
悩
を
断
滅
し
た
い
と
誓
い
願
い
、
さ
ら
に
、
無
数
の
法
門
、
真
理
の
門
を
学
習

せ
ん
こ
と
を
誓
い
願
い
、
無
上
、
極
上
の
仏
道
を
誓
っ
て
願
っ
て
成
就
し
た
い
と

誓
い
願
う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
衆
生
済
度
の
利
他
行
の
た
め
に
、
煩
悩
を
断

滅
し
、
法
門
を
学
習
し
、
仏
道
を
成
就
し
完
成
し
た
い
と
誓
い
願
う
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
衆
生
無
辺
誓
願
度
は
下
化
衆
生
で
あ
り
、
第
二
、
第

三
、
第
四
の
誓
願
は
上
求
菩
提
で
あ
る
。
下
汐
衆
生
の
た
め
に
の
み
上
里
菩
提
は

あ
る
の
で
あ
る
。

　
ボ
サ
ツ
の
六
婆
羅
密
も
亦
そ
の
精
神
は
同
様
の
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
と
云
う
六
つ
の
ボ
サ
ツ
道
の
実
践

も
、
た
だ
六
つ
を
羅
列
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
究
極
の
目
的
は
布
施
一
ほ
ど
こ

し
一
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
利
他
の
た
め
の
布
施
行
を
実
践
し
、
完
成
す
る
た
め

に
、
ボ
サ
ツ
は
持
戒
し
、
忍
辱
し
、
精
進
し
、
禅
定
し
、
智
慧
を
身
に
つ
け
る
も

の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
ボ
サ
ツ
行
の
究
極
は
利
他
行
の
完
成
に
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
だ
と
す
れ
ば
、
真
宗
に
於
て
、
往
生
浄
土
し
、
往
生
成
仏
す
る
と
云
う
こ
と

も
、
や
が
て
は
利
他
行
の
完
成
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
で
は
、

真
宗
で
の
利
他
行
は
ど
こ
で
、
ど
う
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

云
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
還
相
廻
向
」
に
於
て
行
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
真
宗
の
究
極
目
的
は
、
還
相
廻
向
の
完
成
に
あ
る
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と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
真
宗
に
お
け
る
二
種
の
廻
向

　
真
宗
教
義
の
要
網
を
示
す
も
の
は
二
種
の
廻
向
で
あ
る
。
親
鷺
の
主
著
「
教
行

信
証
」
に
は

　
「
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
廻
向
あ
り
。
一
に
は
往
相
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
廻
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
星
行
信
証
あ
り
。
」

　
　
と
明
示
さ
れ
て
あ
る
。

往
相
と
は
人
間
が
如
来
の
本
願
、
念
仏
、
名
号
の
力
で
、
こ
の
人
生
か
ら
浄
土
に

往
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
如
来
の
廻
向
、
め
ぐ
み
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
往
相
廻
向
の
仕
組
を
つ
ぶ
さ
に
説
き
あ
か
し
た
も
の
が
、
教
行

信
証
の
全
内
容
な
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
親
拝
は
「
往
相
の
廻
向
に
つ
い
て
真
実

の
難
行
信
証
あ
り
」
と
教
示
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
教
行
信
証
」
一
部
は
こ
れ
す
べ

て
が
往
相
の
廻
向
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
意
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
は
、
還
相
廻
向
に
つ
い
て
は
心
行
信
証
の
ど
の
巻
に
、
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
証
巻
や
そ
の
他
断
片
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
組
織

的
、
体
系
的
に
は
の
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
も
そ
も
還
相
と
は
、
一
度
浄
土
に

往
生
し
て
、
仏
の
さ
と
り
を
ひ
ら
い
て
、
仏
に
な
っ
た
も
の
が
、
再
び
迷
い
の
世

界
、
人
間
界
に
帰
還
し
て
、
有
縁
の
衆
生
を
教
化
し
済
度
す
る
利
他
行
で
あ
る
。

こ
の
還
相
も
ま
た
如
来
の
廻
向
一
め
ぐ
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
往
相
も
還
相

も
と
も
に
こ
れ
如
来
大
悲
の
廻
向
と
さ
れ
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
「
往
還
の
廻
向
ほ
他
力
に
よ
る
」

真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

こ
の
よ
う
に
、
真
宗
で
ほ
二
種
の
廻
向
が
説
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と

も
す
れ
ば
往
相
に
力
を
入
れ
、
往
相
を
重
要
視
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

浄
土
に
往
生
し
、
往
生
し
て
仏
に
成
る
こ
と
が
教
義
の
中
心
と
な
っ
て
、
還
相
廻

向
は
何
か
つ
け
た
り
の
よ
う
に
な
り
、
余
り
重
要
視
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
村
上
速
水
教
授
は
童
生
思
想

と
、
還
相
廻
向
と
の
関
連
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
氏
は
ま
ず
願
生

思
想
に
つ
い
て
、
　
「
そ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば
、
素
朴
な
現
実
肯
定
の
精
神
に
立
脚

し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
反
対
に
単
な
る
現
実
否
定
の
精
神
か
ら
来
る
も
の
で

も
な
く
、
極
わ
め
て
深
刻
な
自
己
否
定
の
精
神
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
浄
土
は
、
感
覚
的
享
楽
の
世
界
と
し
て
の
浄
土
で
も
な
け

れ
ば
、
感
傷
的
逃
避
の
世
界
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
主
我
的
功
利
性
の
全
く
否

定
さ
れ
た
浄
土
今
生
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
現
世
に
新
ら
　
4
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
1

し
い
意
味
と
価
値
と
が
付
与
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
信
仰
で
あ
る
」
と
の

べ
て
い
る
。
こ
の
文
に
つ
づ
い
て
氏
は
「
往
相
廻
向
義
に
比
べ
て
第
二
義
的
な
も

の
と
見
倣
さ
れ
や
す
い
け
れ
ど
も
、
親
鷺
の
教
義
の
上
で
、
還
相
廻
向
の
占
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

地
位
は
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
い
」
と
。

　
そ
の
後
に
本
聖
教
巻
の
冒
頭
の
二
種
廻
向
の
文
と
、
「
正
忌
末
和
讃
」
の

　
南
無
阿
弥
陀
仏
の
廻
向
の
、
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て
往
相
廻
向
の
利
益
に
は
、

　
還
相
廻
向
に
廻
入
せ
り

の
文
を
あ
げ
て
い
る
。

　
氏
の
云
う
が
如
く
、
親
書
ほ
還
相
廻
向
を
重
要
視
し
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
親
鶯

教
学
に
於
け
る
還
椙
廻
向
義
は
、
往
相
廻
向
義
に
比
べ
れ
ば
ま
こ
と
に
第
二
義
的

な
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
種
の
廻
向
あ
り
と
し
て
、
折
角
対
等
に
扱
わ

三



真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

れ
た
還
相
廻
向
も
つ
い
に
は
往
相
廻
向
に
附
随
的
な
も
の
、
従
属
的
な
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
少
く
と
も
還
相
は
滅
度
、
往
相
の
必
然
の
作
用
、
悲
用
と
さ
れ
て
お

り
、
往
相
、
還
相
と
独
立
し
て
二
重
に
組
立
て
た
も
の
を
わ
ざ
く
一
つ
に
組
み

な
お
し
た
感
が
あ
る
。

　
村
上
教
授
も
「
滅
度
と
還
相
と
は
別
体
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
得
に
時

間
は
前
後
が
あ
る
の
で
も
な
い
。
玉
に
具
わ
る
光
の
如
く
、
還
相
は
滅
度
の
証

果
に
具
わ
る
力
用
で
あ
る
。
還
相
摂
化
を
し
な
い
よ
う
な
滅
度
は
な
く
、
滅
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

証
を
開
く
こ
と
は
、
同
時
に
還
相
摂
化
に
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
の
べ
て
い

る
。
だ
と
す
れ
ば
往
相
即
還
相
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
還
相
は
あ
く

ま
で
往
相
に
附
随
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
端
的
に
云
う
な
ら
ば
、
往
相
は
還
相
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
往
相
し
て
、

浄
土
に
往
生
し
て
、
滅
度
の
さ
と
り
を
開
き
、
仏
に
な
る
こ
と
は
還
相
摂
化
す
る

た
め
の
実
力
を
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
往
生
浄
土
の
目
的
は
、
単
な
る
往

生
成
仏
で
は
な
く
て
、
成
仏
し
て
次
の
段
階
で
還
相
摂
化
す
る
こ
と
が
究
極
の
目

的
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
往
相
の
地
位
と
還
相
の
地
位
は
ま
さ
に
逆
で
あ
っ

て
、
還
相
す
る
と
云
う
究
極
の
目
的
が
あ
っ
て
、
往
相
す
る
の
で
あ
る
と
云
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
利
他
の
た
め
に
自
利
が
あ
る
の
で
、
自
利
の
た
め
に
利
他
が
あ
る

の
で
は
な
い
。
真
実
の
証
と
は
利
他
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
利
の
成
仏
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
親
掛
は
こ
の
こ
と
を
次
の
如
く
明
示
し
て
い
る
。

　
「
謹
ん
で
真
実
の
証
を
あ
ら
は
さ
ば
、
す
な
は
ち
こ
れ
利
他
円
満
の
妙
位
、
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
上
士
桑
の
極
果
な
り
」

　
利
他
円
満
の
妙
位
、
即
ち
利
他
の
行
が
円
満
に
完
成
さ
れ
た
妙
位
こ
そ
、
真
実

の
証
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
滅
度
に
お
け
る
真
実
証
と
は
、
実
は
そ
の
ま
ま
利
他

四

行
の
完
成
を
云
う
の
で
あ
っ
て
、
自
利
の
成
仏
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
こ

そ
が
無
上
浬
葉
の
極
果
な
の
で
あ
っ
て
、
還
相
し
な
い
往
相
は
決
し
て
無
上
浬
藥

の
極
果
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
普
賢
大
円
教
授
は
こ
の
点
を
「
還
相
廻
向
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

は
、
真
実
の
証
た
る
滅
度
を
明
す
」
と
の
べ
て
お
る
。
真
実
の
報
土
に
お
い
て
体

験
す
る
と
こ
ろ
の
、
真
実
の
証
と
は
実
は
そ
の
ま
ま
還
相
廻
向
な
の
で
あ
る
。
還

相
廻
向
に
お
い
て
の
み
、
真
宗
の
利
他
行
は
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
親

鶯
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
①

　
「
還
相
廻
向
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
益
な
り
」

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
利
他
教
化
地
の
益
に
つ
い
て
、
更
に
次
の
よ
う
に
詳
述
し

て
い
る
。

　
「
論
の
註
に
い
は
く
、
還
相
は
か
の
土
に
生
じ
お
は
り
て
、
シ
ヤ
マ
タ
、
ビ
バ

　
　
シ
ヤ
ナ
、
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
え
て
、
生
死
の
稠
林
に
廻
固
し
て
、
一
　
4
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1

　
　
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
と
も
に
仏
道
に
む
か
は
し
む
る
な
り
。
も
し
は
往
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
も
し
は
還
、
み
な
衆
生
を
ぬ
き
て
、
生
死
海
を
わ
た
さ
ん
が
た
め
な
り
。
」

　
こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
往
も
還
も
み
な
衆
生
を
教
化
し
、
済
度
し
て
生
死
の
迷
界

を
渡
り
、
真
実
の
証
の
世
界
、
浬
葉
の
世
界
に
到
ら
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
往
す
ら
も
既
に
利
他
を
予
想
し
て
の
往
で
あ
り
、
往
相
で
あ
り
、
往

生
な
の
で
あ
っ
た
。

　
本
来
仏
教
に
は
自
利
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
利
他
に
役
立
つ
自

利
は
認
め
ら
れ
る
が
、
自
利
の
た
め
の
自
利
は
仏
教
で
は
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
だ
と
す
れ
ば
、
親
鶯
が
「
還
相
廻
向
の
願
」
と
呼
ん
だ
第
二
十
二
願
こ
そ
、

真
宗
の
中
核
で
あ
っ
て
、
第
十
八
願
や
第
十
一
願
は
第
二
十
二
願
の
た
め
の
手
段

で
あ
っ
て
、
目
的
は
あ
く
ま
で
も
第
二
十
二
願
の
完
成
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら



な
い
。
豆
蒔
は
ま
た
次
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る
。

　
「
廻
向
に
二
種
の
相
あ
り
、
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
と
い
ふ

　
　
は
お
の
れ
が
功
徳
を
も
て
一
切
衆
生
に
廻
施
し
て
、
三
塁
し
て
と
も
に
阿
弥

　
　
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
た
ま
へ
る
な
り
」

こ
こ
で
は
、
往
相
、
浄
土
に
往
生
し
て
滅
度
の
浬
葉
を
さ
と
ら
し
め
る
た
め
に
、

自
己
の
功
徳
を
一
切
衆
生
に
廻
施
す
る
こ
と
、
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
あ
る
。
往
相

ま
で
も
が
利
他
の
行
な
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
往
相
と
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に

よ
っ
て
、
衆
生
が
浄
土
に
往
生
し
て
成
仏
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
前
文
に
よ
れ
ば
、
往
相
そ
の
も
の
が
利
他
の
願
行
で
あ
っ
て
、
自
利
の
た
め
で

は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
ボ
サ
ツ
道
の
根
本
精
神
よ
り
云
え
ば
、
至
極
も

っ
と
も
な
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
来
ボ
サ
ツ
道
に
は
自
利
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
の
宗
学
で
は
還
相
は
む
し
ろ
往
相
の
滅
度
に
附
随
す
る

も
の
で
あ
り
、
滅
度
の
動
的
作
用
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
「
真
実
報
土
に
於
て
う
る
と
こ
ろ
の
証
果
は
、
第
十
一
願
に
誓
は
れ
て
あ
る
滅

　
　
度
で
あ
っ
て
、
利
他
円
満
の
妙
位
無
上
浬
藥
の
極
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
乗

　
　
仏
教
の
証
果
が
自
利
の
み
に
極
限
さ
れ
た
る
小
里
な
る
に
対
し
、
自
利
々
他

　
　
円
満
せ
る
大
乗
仏
教
の
大
果
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
決
し
て
自
己
一

　
　
人
の
安
息
を
む
さ
ぼ
る
が
如
き
、
非
活
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
浄
土
の
す

　
　
く
ひ
は
こ
れ
を
静
的
に
観
察
す
れ
ば
、
滅
度
の
達
観
で
あ
り
、
こ
れ
を
動
的

　
　
に
観
察
す
れ
ば
、
還
相
の
摂
化
で
あ
る
。

　
　
　
滅
度
の
達
観
と
は
、
往
生
人
そ
の
も
の
が
、
仏
の
さ
と
り
を
得
る
自
利
の

　
　
成
就
で
あ
り
、
還
相
の
乳
化
と
は
、
そ
の
往
生
人
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
、

　
　
現
実
の
世
界
に
還
り
来
り
て
行
ふ
利
他
の
活
動
を
い
ふ
。
し
か
も
こ
の
自
利

真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

　
　
の
さ
と
り
と
、
利
他
の
は
た
ら
き
と
は
、
決
し
て
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、

　
　
仏
果
そ
の
も
の
の
内
容
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
果
は
自
利
利
他
円
満

　
　
の
妙
果
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
に
往
生
し
て
仏
の
さ
と
り
を
得
る
も
の
は
、
そ

　
　
の
内
面
性
の
必
然
と
し
て
、
還
相
の
利
他
の
活
動
に
出
で
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
か
か
る
二
言
円
満
の
仏
果
こ
そ
、
仏
教
の
も
つ
究
極
目
的
と
し
て
の
大
理
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
真
実
報
土
に
於
て
う
る
と
こ
ろ
の
真
実
証
で
あ
る
。
」

い
さ
さ
か
長
文
に
な
っ
た
が
、
こ
の
文
に
は
重
要
な
こ
と
が
ら
が
幾
つ
か
表
明
さ

れ
て
い
る
。

　
仏
果
が
自
利
利
他
円
満
の
妙
果
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
還
相
が

往
相
の
滅
度
の
仏
果
に
内
面
の
必
然
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
、
と
見
る
の
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
唐
墨
は
明
か
に
「
浄
土
真
宗
に
二
種
の
廻
向
あ
り
、
一
に
は
往

相
、
二
に
は
還
相
な
り
」
と
、
往
相
と
還
相
と
を
は
っ
き
り
二
つ
に
分
け
て
い
　
4
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1

る
。
分
け
た
と
云
う
こ
と
は
、
こ
と
が
ら
が
一
応
別
の
働
き
を
す
る
と
云
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
往
相
の
中
に
還
相
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
二

種
の
廻
向
と
し
て
、
往
相
と
還
相
と
を
区
別
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
而
も
往

相
、
滅
度
の
証
果
を
自
利
利
他
円
満
の
妙
果
と
し
て
、
そ
の
翼
果
の
一
面
が
自
利

的
、
静
的
な
も
の
、
そ
し
て
今
ひ
と
つ
の
面
が
利
他
的
、
動
的
な
も
の
と
し
て
の

還
相
の
摂
化
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。
恰
も
二
種
の
廻
向
が
一
具
の
も
の
の
よ
う

に
解
さ
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
二
種
一
具
の
廻
向
で
あ
ろ
う
か
。
還
相
の
生
命
は

何
ん
と
云
っ
て
も
利
他
の
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
還
相
の
廻
向
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
益
な
り
」

こ
の
利
他
教
化
地
の
益
ま
で
も
滅
度
の
内
容
と
し
て
の
利
他
活
動
を
見
る
こ
と
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
滅
度
や
大
虚
葉
の
さ
と
り
と
云
う
も
の
、
往
相
そ
の

五



真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

も
の
ま
で
が
利
他
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
往
相
こ
そ
む

し
ろ
還
相
に
従
属
す
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
浄
土
文
類
聚
紗
」
に
は

「
大
浬
葉
は
す
な
は
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
果
な
り
」
と
さ
え
の
べ
て
い
る
。
大

幸
葉
、
滅
度
の
車
線
ま
で
も
が
利
他
の
教
化
な
の
で
あ
る
。
往
相
に
還
相
を
一
元

し
ょ
う
と
す
る
従
来
の
詩
学
は
、
こ
れ
を
逆
転
し
て
還
相
に
往
相
を
一
元
化
す
る

こ
と
が
至
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
総
じ
て
大
乗
ボ
サ
ツ
道
の
背
景
と
な
る
も
の
は
、
如
何
な
る
場
合
に
あ
っ
て
も

そ
れ
は
「
利
他
行
」
で
あ
る
。
利
他
行
を
抜
き
に
し
て
大
乗
の
ボ
サ
ツ
は
あ
り
得

な
い
。
利
他
行
を
完
成
す
る
た
め
に
こ
そ
往
相
が
あ
り
、
滅
度
が
あ
り
、
大
浬
藥

が
あ
り
、
成
仏
が
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
信
心
に
具
わ
る
二
利
の
徳
と
は
、
願
作
仏
心
と
度
衆
生
心
で
あ
る
と
し
て
も
、

心
霊
仏
心
そ
の
も
の
が
度
衆
生
心
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
仏
に
成
る
往
相
の
廻
向

は
、
あ
く
ま
で
も
衆
生
を
済
度
す
る
度
衆
生
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
往
相
は

あ
く
ま
で
も
還
相
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
願
作
仏
の
心
は
こ
れ
、
度
衆
生
の
こ
こ
ろ
な
り
度
衆
生
の
心
は
こ
れ
、
利
他

　
　
真
実
の
信
心
な
り
」

　
「
浄
土
の
大
菩
提
心
は
、
満
作
仏
心
を
す
す
め
し
し
む
、
す
な
は
ち
習
作
仏
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
を
、
度
衆
生
心
と
な
づ
け
た
り
」

こ
の
和
讃
を
、
滅
度
の
証
果
に
還
相
を
一
元
化
す
る
意
に
解
す
る
こ
と
は
ど
う
で

あ
ろ
う
。
む
し
ろ
前
に
も
の
べ
た
如
く
、
往
相
の
滅
度
を
む
し
ろ
還
相
に
一
元
化

す
る
意
に
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
還
相
の
完
成
な
し
に
は
往
相

は
完
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
ボ
サ
ツ
、
仏
が
利
他
教
化
地
に
生
き
、
利
他
の
活
動

を
し
て
こ
そ
、
真
の
ボ
サ
ツ
で
あ
り
、
真
の
仏
で
あ
る
。

三
、

往
生
浄
土
の
目
的

　
　
－
還
相
廻
向
こ
そ
真
宗
の
究
極

山A

　
浄
土
真
宗
が
大
乗
ボ
サ
ツ
道
の
展
開
と
し
て
開
花
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
以

上
、
往
生
浄
土
の
目
的
が
自
利
の
滅
度
、
さ
と
り
に
止
り
、
自
「
ロ
一
人
の
た
め
の

成
仏
に
終
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
往
生
し
て
成
仏
す
る
段
階

が
完
了
し
た
な
ら
ば
、
次
の
段
階
で
還
相
縮
化
の
利
他
教
化
地
に
、
成
仏
者
が
活

動
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
で
は
従
来
浄
土
に
往
生
し
て
仏
に
な

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
如
く
説
か
れ
て
い
る
。
親
鶯
の
「
掃
溜
信
証
」
自
体
も

「
往
相
の
廻
向
に
つ
い
て
」
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
正
し
く
往
相
の
廻
向
に

つ
い
て
の
孝
行
信
証
な
の
で
あ
っ
て
、
還
相
に
つ
い
て
の
独
立
し
た
教
説
は
ど
こ

に
も
な
い
。
信
巻
、
証
巻
や
和
讃
等
に
還
相
が
説
か
れ
て
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
　
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

滅
度
の
「
証
果
の
内
容
」
と
し
て
で
あ
る
。
浄
土
に
往
生
し
て
仏
に
成
る
こ
と
は

あ
く
ま
で
も
自
利
で
あ
り
、
自
己
一
人
の
た
め
の
利
益
で
あ
る
。
大
乗
の
ボ
サ
ツ

の
利
他
の
面
を
打
ち
出
す
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
利
他
教
化
地
と
し
て
の
還
相

廻
向
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
還
相
が
あ
っ
て
こ
そ
、
真
宗
の
成
仏
が
自
利
利
他

円
満
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
往
相
廻
向
も
還
相
廻
向
も
こ
れ
と
も
に
如

来
か
ら
の
「
他
力
廻
向
」
で
あ
る
が
、
自
利
の
往
相
廻
向
と
利
他
の
還
相
廻
向
と

は
本
来
も
の
が
ら
が
異
っ
て
い
る
と
思
う
。
云
う
ま
で
も
な
く
「
往
相
は
浄
土
へ

　
　
　
　
　
　
　
㊨

往
生
す
る
す
が
た
」
で
あ
り
、
「
こ
の
世
に
お
い
て
信
心
を
得
て
浄
土
に
往
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
浬
藥
を
さ
と
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
還
相
は
浄
土
か
ら
、
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
9

こ
の
世
界
へ
立
ち
還
り
て
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
済
度
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
教
行
信

証
の
四
法
は
正
し
く
こ
の
往
相
廻
向
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
自
利
の
滅



度
、
浬
藥
の
さ
と
り
ま
で
が
往
相
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
働
き
が
還
相
で
あ

る
。
四
十
八
願
の
上
か
ら
云
え
ば
第
十
一
願
乃
至
第
十
八
願
は
往
相
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
、
第
二
十
二
願
は
還
相
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
も
し
還
相

を
証
果
の
一
内
容
と
す
る
な
ら
ば
一
つ
の
願
（
十
一
願
）
に
二
つ
の
こ
と
が
ら
を

同
時
に
関
係
せ
し
め
よ
う
と
す
る
無
理
が
あ
る
。

　
以
上
の
諸
点
よ
り
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
主
張
で
き
る
と
思

，
つ
。

　
e
　
真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的
は
滅
度
の
浬
藥
（
自
利
）
を
証
す
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
す
な
わ
ち
仏
に
な
る
こ
と
が
究
極
の
目
的
で
は
な
く
、
利
他
行

と
し
て
の
還
相
廻
向
に
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
往
生
浄
土
は
往
生
成
仏
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
往
相
自
体
を
目
的
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
往
相
を
起
点
と
し
て
還
相
善
化
、
利
他
教

化
地
に
転
ず
べ
き
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
云
え
ば
、
還
相
す
る
た
め
に
往
相
す
る

の
で
あ
る
、
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
還
相
こ
そ
真
宗
の
生
命
で
あ
る
。

　
口
　
往
相
、
還
相
が
共
に
如
来
の
他
力
廻
向
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
二
つ

は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
往
相
の
一
内
容
と
し
て
還
相
を
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
。
往
相
の
一
部
と
し
て
還
相
を
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
浄
土
に
往
く

め
ぐ
み
（
廻
向
）
と
浄
土
か
ら
還
へ
る
め
ぐ
み
（
廻
向
）
は
、
二
つ
の
異
っ
た
他

力
廻
向
の
二
つ
の
大
き
な
柱
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
往
相
は
成
仏
ま
で
、

還
相
は
成
仏
以
後
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
従
っ
て
、
真
宗
の
教
学
で
は
今
少
し
還
相
廻
向
に
つ
い
て
究
明
を
な
す
べ
き

で
、
従
来
の
往
相
中
心
の
教
学
を
修
正
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
も
、
還
相

廻
向
と
云
う
教
義
は
、
真
宗
に
お
い
て
特
異
の
教
義
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界

真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

の
宗
教
史
に
お
い
て
も
、
他
に
類
例
を
見
な
い
独
特
の
宗
教
思
想
と
云
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
真
宗
は
往
相
と
還
相
と
を
説
く
宗
教
で
あ
る
。
而
も
往
相
の
究
極
が
還

相
で
あ
っ
て
、
還
相
は
往
相
の
完
成
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
最
後
に
、
真
宗
の
説
く
還
相
廻
向
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
も
、
器
量
の
検
討

を
加
え
て
み
た
い
。
還
相
は
既
に
い
く
た
び
か
述
べ
た
よ
う
に
、
往
相
の
完
成
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
仏
教
的
生
活
な
り
人
間
の
宗
教
生
活
に
あ
っ
て
何
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
ミ
ダ
如
来
の
本
願
の
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
し
て
、
仏
に
な
る
こ
と
が
往

相
廻
向
で
あ
る
が
、
浄
土
に
往
生
し
て
仏
に
な
っ
た
も
の
が
、
再
び
人
間
界
に
還

え
っ
て
来
て
、
有
縁
の
人
間
を
済
度
し
、
教
化
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
て
、
お
も
ふ
か
ご
と
く
　
4
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
衆
生
を
利
益
す
る
」

こ
と
を
、
親
鶯
は
「
浄
土
の
慈
悲
」
と
呼
ん
で
い
る
。
浄
土
の
慈
悲
と
は
云
う
ま

で
も
な
く
、
還
相
廻
向
の
利
益
を
背
景
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
、
最
も
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
浄
土
か
ら
こ
の
人
生
、
人
間
世
界
に
帰
え

っ
て
来
る
も
の
は
唯
れ
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
有
縁
の
人
間
を
済
度
し
利
益
す
る

相
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
答
え

る
こ
と
は
理
性
や
科
学
の
領
域
で
は
な
い
。
そ
れ
は
全
く
理
性
や
科
学
を
超
え

た
、
内
観
の
世
界
で
あ
り
、
心
情
の
秩
序
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
理
性
や
科
学
は

た
だ
外
観
、
外
を
観
る
世
界
で
あ
っ
て
、
内
を
観
る
も
の
は
内
観
で
あ
り
、
心
情

の
秩
序
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眼
を
内
に
向
っ
て
限
り
な
く
観
る
者
の
心
情
に

こ
そ
、
往
相
し
た
も
の
が
還
相
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
で
あ
ろ
う
。
浄
土
に
往
き

七



真
宗
に
お
け
る
往
生
浄
土
の
目
的

生
れ
た
も
の
は
、
如
来
と
同
じ
仏
に
成
る
と
信
知
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
生
命
は

絶
対
の
慈
悲
で
あ
る
。
如
来
と
は
絶
対
の
慈
悲
者
で
あ
る
。

　
「
絶
対
者
が
絶
対
者
で
あ
る
限
り
、
相
対
を
包
摂
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
も
の

　
　
で
あ
る
。
相
対
者
が
自
ら
の
外
に
あ
る
限
り
、
絶
対
者
で
は
あ
り
得
な
い
か

　
　
ら
で
あ
る
。
慈
悲
者
が
慈
悲
者
で
あ
る
限
り
、
苦
し
め
る
者
を
放
棄
で
き
な

　
　
い
。
そ
れ
は
慈
悲
者
と
し
て
は
充
足
せ
ざ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く

　
　
て
慈
悲
者
は
こ
の
現
実
の
中
に
還
へ
り
来
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
浄
土

　
　
に
「
往
く
」
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
現
実
に
「
還
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

　
　
あ
る
。
」

　
仏
教
の
本
質
が
慈
悲
で
あ
る
以
上
、
慈
悲
の
具
現
者
で
あ
り
、
完
成
者
で
あ
る

仏
が
、
未
だ
仏
と
な
っ
て
い
な
い
者
の
世
界
、
人
間
界
、
衆
生
界
に
還
り
来
っ

て
、
自
己
の
本
質
で
あ
り
、
生
命
で
あ
る
慈
悲
の
具
象
化
を
な
す
こ
と
は
当
然
で

あ
ろ
う
。
否
、
万
人
が
如
来
の
慈
悲
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
仏
と
な
る

と
き
、
真
実
の
仏
は
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
金
子
大
栄
氏
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
美
し
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
さ
れ
ば
群
生
の
救
は
る
㌧
法
に
徹
し
て
の
み
自
身
の
救
ひ
は
感
ぜ
ら
る
べ

　
　
く
、
そ
し
て
そ
の
法
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
り
て
大
慈
大
悲
を
証
す
る
身
と
も

　
　
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
思
ひ
出
に
還
り
来
る
祖
先
は
み
な
仏
と
な
り
て
わ
れ
ら
を
安
慰
せ
ら
る
～
。

　
　
さ
れ
ば
わ
れ
ら
も
ま
た
仏
と
な
り
て
後
の
世
の
心
に
現
は
れ
よ
う
。
和
や
か

　
　
な
光
と
な
り
、
忍
び
や
か
に
窓
に
入
り
、
涼
し
き
風
と
も
な
り
て
声
も
な
く

　
　
室
を
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
形
も
な
く
名
も
な
け
れ
ば
、
煩
は
す

　
　
こ
と
な
く
し
て
自
在
に
有
縁
を
慰
め
、
知
ら
る
㌧
こ
と
な
く
し
て
、
無
碍
に

八

　
　
そ
の
人
を
護
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
想
ふ
だ
に
も
快
き
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
還
相
を
感
知
し
信
知
す
れ
ば
、
自
己
の
入
信
に
縁
と
な
る
、
ど
の
よ

う
な
も
の
で
も
、
そ
れ
を
「
還
相
同
化
」
と
味
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
親
旧
は
法
然
を
浄
土
よ
り
還
相
し
て
自
分
を
教
化
し
て
く
れ
た
お
方
だ
と
味

わ
わ
れ
、
又
、
弟
子
達
は
親
旧
を
如
来
の
化
身
と
も
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
逆

縁
、
順
縁
の
す
べ
て
が
わ
が
身
に
と
っ
て
は
、
浄
土
よ
り
の
還
来
者
と
も
味
わ
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
れ
ば
、
浄
土
よ
り
こ
の
世
に
還
来
す
る
も
の
は
、
凡
て
の
往
生
人
－
往
生
し

て
仏
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
摂
化
、
救
済
の
相
は
、
自
己
の
入
信
に
と
っ

て
「
よ
き
人
」
　
「
よ
き
も
の
し
と
感
得
さ
れ
る
凡
て
の
も
の
で
あ
る
、
と
云
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
よ
き
人
、
よ
き
も
の
は
こ
れ
み
な
「
善
知
識
」
で
あ
る
と
云
っ
て

も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
証
す
も
の
は
、
ま
さ
に
理
性
に
よ
る
論
証
で
も
な

く
、
科
学
に
よ
る
実
証
で
も
な
く
、
深
き
内
観
に
よ
る
信
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
か
く
て
仏
と
は
還
相
を
行
ず
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
往
生

人
が
仏
に
な
る
こ
と
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
実
の
仏
と
は
云
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
仏
教
の
本
質
で
あ
る
大
慈
悲
は
、
還
相
廻
向
に
よ
っ

て
の
み
究
極
の
完
成
を
み
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
往
く
こ
と
の
み
あ
っ
て
、
還
る

こ
と
を
し
な
い
仏
は
仏
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
と
し
て
の
真
宗
は
か
か

る
還
相
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
学
音
楽
学
部
　
教
授
）
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