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た
だ
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
松
尾
宣
昭
で
す
。
こ
の
た
び
宗
教
・
文
化
研
究
所
所
長
の
普
賢
保
之
先
生
か
ら
お
声
を
か
け
て

い
た
だ
き
、
初
め
て
の
ご
縁
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
短
い
時
間
で
す
が
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
の
専
門
は
西
洋
哲
学
で
す
。
輪
廻
転
生
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
イ
ン
ド
哲
学
、
仏
教
学
の
テ
ー
マ
で
す
の
で
、
私
の
専
門
外
で
す
。

そ
こ
で
仏
教
学
的
な
と
こ
ろ
は
諸
先
生
の
研
究
成
果
を
そ
の
ま
ま
学
ば
せ
て
頂
く
、
と
い
う
か
た
ち
を
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
手
元
に
講
演
原
稿
が
配
布
さ
れ
て
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
本
稿
は
、
大
き
く
三
つ

の
部
分
に
分
か
れ
ま
す
。

　

第
一
に（
第
一
～
三
節
）、輪
廻
と
い
う
教
説
が
原
始
仏
教
に
と
っ
て
本
質
的
な
教
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
そ
の
上
で（
第

四
＆
五
節
）、
輪
廻
説
は
仏
教
に
と
っ
て
非
本
質
的
な
も
の
に
す
ぎ
ぬ
と
言
っ
て
、
日
本
の
仏
教
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
和
辻
哲

郎
の
輪
廻
批
判
を
検
討
し
ま
す
。
以
上
が
本
稿
の
第
一
部
。
第
二
部
（
第
六
節
）
は
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
ま
た
輪
廻
説
が
本
質
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
で
、
本
日
一
番
力
を
入
れ
て
お
話
し
た
い
の
が
第
三
部
（
第
七
節
）
で
す
。
輪
廻
説
の
、
現
代

仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録

仏
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に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
輪
廻
説
と
釈
尊
の
輪
廻
説

　

本
稿
で
輪
廻
説
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
を
起
源
と
し
、
仏
教
が
採
用
し
た
輪
廻
説
で
す
。
輪
廻
説
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
そ
の
他
に
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
し
ま
せ
ん
。

　

仏
教
の
輪
廻
説
に
は
、
イ
ン
ド
の
他
の
宗
教
の
輪
廻
説
と
共
通
す
る
部
分
と
、
異
な
る
部
分
と
が
あ
り
ま
す
。
共
通
す
る
の
は
輪
廻

説
の
大
枠
で
す
。
即
ち
「
私
た
ち
の
迷
い
の
生
存
は
一
度
限
り
の
も
の
で
は
な
い
。
生
き
物
は
死
ん
で
も
ま
た
再
生
し
て
し
ま
う
。
こ

う
し
た
迷
い
の
生
存
の
連
続
を
輪
廻
と
言
い
、
こ
こ
か
ら
脱
出
す
る
因
を
自
ら
の
中
に
獲
得
し
な
い
限
り
、
迷
い
の
生
存
は
、
ど
こ
ま

で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
生
存
は
生
老
病
死
を
始
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
の
で
、
輪
廻
は
厭
う
べ

き
こ
と
で
あ
る
。
輪
廻
の
生
存
は
今
生
で
打
ち
止
め
に
し
て
、
輪
廻
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
こ
そ
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
、
以
上
の
よ
う

な
輪
廻
説
の
大
枠
は
、
釈
尊
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
物
論
を
例
外
と
し
て
、
釈
尊
当
時
の
イ
ン
ド
の
大
多
数
の
哲
学
・

宗
教
に
共
有
さ
れ
て
い
た
教
説
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
輪
廻
説
も
、こ
の
輪
廻
説
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
釈
尊
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
輪
廻
説
と
は
何
か
。
こ
れ
は
國
學
院
大
學
の
宮
元
啓
一
先
生
の
解
説
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
ま
し
た
。

　
「
仏
教
の
開
祖
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
出
家
し
た
こ
ろ
、
輪
廻
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
　

輪
廻
（
苦
）
←
善
悪
の
行
為
（
業
、
功
徳
と
罪
障
）
←
欲
望

　

そ
れ
ゆ
え
欲
望
を
滅
ぼ
せ
ば
輪
廻
と
い
う
苦
も
な
く
な
る
と
人
々
は
考
え
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
流
行
し
た
の
が
苦
行
、
あ
る
い
は

思
考
停
止
を
目
指
す
瞑
想
で
あ
っ
た
。〔
中
略
〕
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
も
、
六
年
間
の
修
行
時
代
の
初
め
の
一
時
期
、
思
考
停
止
を
目
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指
す
瞑
想
に
打
ち
込
み
、
い
と
も
簡
単
に
最
高
の
境
地
に
達
し
た
」。
二
人
の
先
生
に
就
い
て
、
心
を
無
に
す
る
瞑
想
法
に
打
ち
込
ま

れ
た
の
で
す
が
、
程
な
く
し
て
先
生
を
超
え
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
が
、
瞑
想
を
や
め
れ
ば
ま
た
欲
望
が
出
て
く
る
こ

と
に
疑
問
を
覚
え
、
そ
れ
を
や
め
て
苦
行
へ
と
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
い
く
ら
激
し
い
苦
行
を
し
て
も
、
苦

し
み
に
耐
え
る
力
は
つ
い
て
も
、
苦
し
み
を
永
遠
に
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
苦
行
も
や
め
た
。

　

こ
こ
で
ブ
ッ
ダ
は
大
き
な
発
見
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
輪
廻
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
起
点
は
欲
望
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
欲
望
を
も
た
ら

す
、
ほ
と
ん
ど
自
覚
不
能
、
制
御
不
能
の
根
本
的
生
存
欲
が
奥
底
に
控
え
て
い
る
こ
と
を
、
発
見
し
た
の
で
あ
る
」。
ほ
と
ん
ど
自
覚

不
能
、
制
御
不
能
の
根
本
的
生
存
欲
と
は
、
仏
教
語
で
「
無
明
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
が
欲
望
の
さ
ら
に
奥
に
控
え
て

い
る
こ
と
を
若
き
釈
尊
は
発
見
さ
れ
た
。「
そ
こ
で
、
輪
廻
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

　
　

輪
廻
（
苦
）
←
善
悪
の
行
為
（
業
、
功
徳
と
罪
障
）
←
欲
望
←
根
源
的
生
存
欲

　

そ
し
て
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
こ
の
根
本
的
生
存
欲
を
滅
ぼ
す
も
の
は
智
慧
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
」。
こ
の
「
智
慧
」
は
、

普
通
、
私
た
ち
が
、「
あ
の
人
は
知
恵
の
あ
る
人
だ
」
と
言
う
と
き
の
「
知
恵
」
と
は
全
く
違
う
も
の
で
す
。
宮
元
先
生
に
よ
れ
ば
「
智

慧
と
は
、
輪
廻
的
生
存
に
つ
い
て
の
事
実
を
繰
り
返
し
観
察
、
考
察
し
、
そ
れ
を
知
り
ぬ
い
た
う
え
、
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
知
識
の

こ
と
で
あ
る
」。
こ
の
「
知
識
」
と
い
う
言
葉
は
、そ
れ
だ
け
で
は
誤
解
を
与
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ
が
大
事
か
と
い
う
と
、「
繰

り
返
し
観
察
」
し
て
「
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
」
と
い
う
所
で
す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
体
得
で
す
。
頭
だ
け
で
は
な
く
体
全
体
で
得

ら
れ
た
、
つ
ま
り
心
を
変
え
、
体
を
変
え
る
力
を
持
っ
た
も
の
が
智
慧
で
す
。
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
知
識
に
は
、
こ
の
繰
り
返
し
の

観
察
が
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
単
に
言
葉
が
心
に
貼
り
付
い
て
い
る
よ
う
な
状
態
、
概
念
が
頭
に
登
録
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
に
す
ぎ

ず
、
不
動
の
も
の
に
は
全
然
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

繰
り
返
し
の
内
観
を
通
し
て
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
「
智
慧
の
み
が
、
解
脱
を
も
た
ら
す
こ
と
を
発
見
し
た
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
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徹
底
的
に
思
考
を
深
め
る
瞑
想
に
入
り
、
短
時
日
の
う
ち
に
、
目
覚
め
た
人
ブ
ッ
ダ
と
な
り
、
解
脱
し
て
、
永
遠
の
安
楽
で
あ
る
涅
槃

の
境
地
に
入
っ
た
」
と
、
宮
元
先
生
は
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
生
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
、
二
つ
の
こ
と
を
発
見
し
た
極
め
て
独
創
的
な
聖
者
で
し
た
。
一
つ
は
、
輪
廻
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
根
本
的

な
改
訂
を
行
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
全
く
新
し
い
解
脱
方
法
を
発
見
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
、
ま
ず
輪
廻
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
深

層
を
探
り
当
て
、
次
い
で
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
方
法
を
考
案
し
、
最
後
に
そ
れ
に
従
っ
て
実
際
に
脱
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
、
き
れ
い

な
段
階
を
踏
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
輪
廻
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
深
層
も
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
方
法
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
輪

廻
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
す
ら
も
、
釈
尊
が
悟
り
を
開
い
た
と
き
に
、
ほ
ぼ
同
時
に
直
観
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
次
に
釈
尊
の
悟
り
の
内
容
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
み
ま
す
。

二
、
釈
尊
の
悟
り
の
内
容

　

こ
れ
に
つ
い
て
も
専
門
家
の
解
説
を
借
り
る
こ
と
に
し
ま
す
。
阪
大
の
初
期
仏
教
（
原
始
仏
教
）
の
専
門
家
で
あ
る
榎
本
文
雄
先
生

の
解
説
で
す
。
こ
の
解
説
は
『
岩
波　

哲
学
思
想
事
典
』
に
お
け
る
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
」
の
項
目
に
あ
る
も
の
で
す
の
で
、
こ
う

い
う
言
葉
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
権
威
の
あ
る
解
説
だ
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
内
容
に
関
し
て
は
〔
中
略
〕
以
下
の
三
種
に
大
別
で
き
る
。（
一
）縁
起
の
考
察
、（
二
）人
間
や
世

界
を
構
成
す
る
諸
要
素
─
こ
の
諸
要
素
と
い
う
の
は
五
蘊
の
こ
と
で
す
─
の
享
楽
と
艱
難
と
そ
れ
ら
諸
要
素
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
知
る
、

（
三
）三
種
の
知
（
三
明
）。

　

こ
の
う
ち
、
ま
ず（
一
）は
、
悟
り
の
際
の
考
察
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
悟
り
の
後
の
考
察
で
あ
る
と
い
う
伝
承
の
方
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が
は
る
か
に
多
い
。
次
い
で（
二
）は
阿
含
経
に
は
見
ら
れ
る
が
、律
蔵
な
ど
の
伝
説
的
仏
伝
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
、（
三
）

は
、
そ
の
全
体
や
そ
の
第
三
知
─
第
三
知
と
は
自
ら
が
解
脱
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
知
の
こ
と
で
す
─
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
含
ま

れ
る
四
諦
の
知
が
、
阿
含
経
の
み
な
ら
ず
、
律
蔵
な
ど
の
伝
説
的
仏
伝
に
お
い
て
も
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
内
容
と
し
て
、

ま
た
そ
れ
に
準
じ
た
仏
弟
子
の
解
脱
知
の
内
容
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
最
も
有
力
な
伝
承
で
あ
る
」
と
、
先
生
は
以
上
の
よ
う
に
解

説
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
三
明
と
は
何
か
と
い
う
と
、「
①
自
己
の
前
世
を
知
る
、
②
人
々
が
自
ら
の
業
に
従
っ
て
天
界
や
地
獄
に
輪
廻
し
て
い
く
様
を

知
る
、
③
四
諦
の
知
に
よ
っ
て
輪
廻
の
要
因
と
な
る
煩
悩
や
業
が
漏
れ
込
む
こ
と
（
漏
）
か
ら
心
が
解
脱
し
た
こ
と
を
知
り
、
二
度
と

生
ま
れ
変
わ
ら
な
い
と
知
る
」。
こ
の
三
種
類
の
知
が
悟
り
の
内
容
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
、
こ
の
三
明
の
う
ち
の
①
宿
命
通
と
②
天
眼
通
に
よ
っ
て
輪
廻
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
直
観
し
、
同
時
に
、

い
わ
ば
試
行
的
に
行
っ
た
新
種
の
瞑
想
法
に
よ
っ
て
─
「
い
わ
ば
試
行
的
に
行
っ
た
」
と
い
う
の
は
私
の
想
像
で
す
が
─
自
ら
が
輪
廻

か
ら
解
脱
し
た
こ
と
を
知
っ
た
（
漏
尽
通
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
輪
廻
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
改
訂
と
新
た
な
解
脱
方
法
の
発
見
は
、

こ
の
漏
尽
通
に
基
づ
く
事
後
的
反
省
だ
と
推
測
で
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
の（
一
）縁
起
、（
二
）
五
蘊
和
合
も
、
ま
た
釈
尊
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
洞
察
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
論
は
省
き
ま
す
け
れ
ど
も
、（
一
）（
二
）に
共
通
し
て
含
ま
れ
る
教
え
と
し
て
、
諸
法
無
我
と
い
う
洞
察
（
無
我
説
）
が
あ
り
ま
す
。

生
滅
変
化
を
免
れ
た
永
遠
不
滅
の
実
体
は
、
少
な
く
と
も
私
た
ち
が
生
き
る
こ
の
現
象
世
界
に
は
な
い
と
い
う
洞
察
で
す
。

　

い
ま
無
我
説
に
触
れ
た
の
は
、
次
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
昭
和
二
年
、
高
名
な
倫
理
学
者
で
あ
る
和
辻
哲
郎
に
よ
っ
て
、「
輪

廻
説
は
無
我
説
と
矛
盾
す
る
。
無
我
説
を
説
か
れ
た
釈
尊
が
輪
廻
説
を
積
極
的
に
是
認
さ
れ
た
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
議
論
が
展
開
さ

れ
、
こ
の
こ
と
が
少
な
か
ら
ぬ
学
者
、
僧
侶
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
こ
の
影
響
力
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
続
い
て
い
た
の
で
は
な



48

い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
影
響
力
を
も
っ
た
の
か
を
推
測
し
ま
す
に
、
一
つ
に
は
い
わ
ゆ
る
「
科
学
時
代
」
に
お
け
る
素
朴

な
実
証
主
義
、
あ
る
い
は
凡
夫
の
経
験
を
全
て
と
み
る
経
験
主
義
の
影
響
が
加
勢
し
た
こ
と
。
二
つ
に
は
、
和
辻
説
に
対
す
る
徹
底
批

判
が
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

三
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
説

　

和
辻
博
士
の
所
説
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
博
士
は
、
原
始
仏
教
の
資
料
中
に
輪
廻
の
教
説
が
大
量
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
認

め
ま
す
。
例
え
ば
、
最
古
の
経
と
言
わ
れ
て
い
る
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
と
い
う
お
経
。
何
種
類
も
翻
訳
が
出
て
い
ま
す
が
、
今
日
は

宮
坂
宥
勝
先
生
の
訳
を
載
せ
ま
し
た
。

　
「
真
実
で
な
い
こ
と
を
言
う
者
は
地
獄
に
行
く
。
あ
る
い
は
ま
た
、
な
し
た
の
に
、『
私
は
し
な
い
』
と
言
う
者
も
（
地
獄
に
行
く
）。

そ
の
両
者
と
も
、死
後
に
（
地
獄
に
再
生
す
る
点
で
は
）
同
じ
こ
と
に
な
る
」。「
死
後
に
」
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
。
あ
る
い
は
「
何

人
の
行
い
（
業
）
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
（
戻
っ
て
）
き
て
、（
そ
の
行
い
の
）
主
が
受
け
る
だ
け
で
あ
る
。
愚
か

し
く
罪
過
を
犯
し
た
者
は
、
他
の
世
で
自
分
自
身
で
苦
を
経
験
す
る
」。「
他
の
世
」
と
は
来
世
の
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
「（
地
獄
に
落
ち
た
者
は
）
鉄
釘
が
打
た
れ
た
所
や
鋭
利
な
刃
の
あ
る
鉄
串
に
近
付
い
て
い
く
。
ま
た
、
赤
熱
し
た
鉄
球
に

似
た
食
物
が
あ
り
、（
罪
過
を
犯
し
た
者
に
は
以
前
に
つ
く
っ
た
悪
い
行
い
の
）
そ
の
と
お
り
に
ふ
さ
わ
し
い
（
果
報
が
あ
る
）」「
彼

ら
（
地
獄
の
獄
卒
た
ち
）
は
、（
地
獄
に
落
ち
た
者
た
ち
を
）
網
で
覆
っ
た
上
、鉄
槌
で
打
つ
。
あ
る
い
は
（
地
獄
に
落
ち
た
者
た
ち
は
）

〔
中
略
〕
火
の
よ
う
に
燃
え
た
ぎ
っ
た
銅
の
釜
に
入
る
」。
こ
の
よ
う
な
説
法
が
延
々
と
続
き
ま
す
。

　

最
悪
の
輪
廻
形
態
で
あ
る
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
具
体
相
に
つ
い
て
の
説
法
は
、
こ
の
よ
う
に
最
古
の
経
典
に
お
い
て
既
に
認
め
ら
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れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
「
輪
廻
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
出
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
次
は
「
輪
廻
」「
再
生
」
と
い
う
言
葉

が
出
て
い
る
聖
句
か
ら
引
用
し
ま
し
た
。

　
「
こ
の
状
態
か
ら
他
の
状
態
へ
と
繰
り
返
し
生
死
輪
廻
に
赴
く
者
た
ち
は
、
た
だ
根
源
的
な
無
知
（
無
明
）
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の

行
く
方
（
趣
）
が
（
決
ま
る
）。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
根
源
的
な
無
知
は
大
い
な
る
愚
か
さ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
輪
廻
し
て
い

る
（
期
間
）
は
長
く
な
る
。
そ
し
て
、（
無
明
を
滅
ぼ
し
）
悟
り
の
智
に
達
し
た
人
々
は
、
再
生
に
戻
る
こ
と
が
な
い
」。
こ
こ
で
は
、

生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
生
死
輪
廻
が
は
っ
き
り
出
て
き
ま
す
。「
輪
廻
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
無
明
が
輪
廻
の
因
で
あ
り
、
無
明
を
滅
し
た
人
々
は
輪
廻
か
ら
脱
却
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
無
明
に
よ
っ
て
輪
廻
が
あ
り
、
無
明
を
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輪
廻
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
輪
廻
の

教
え
は
、
原
始
仏
教
経
典
中
に
明
確
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
和
辻
博
士
は
完
全
に

認
め
て
い
る
の
で
す
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
上
で
博
士
は
、
輪
廻
の
教
え
は
釈
尊
の
実
際
の
説
法
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
先
ほ
ど
引
用
し
た
経

典
の
「
輪
廻
」
を
含
む
文
章
は
、
後
世
の
人
間
が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
か
、
た
と
え
仮
に
釈
尊
自
身
が
説
い
た
も
の
だ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
当
時
の
道
徳
観
に
合
わ
せ
て
説
か
れ
た
妥
協
の
産
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
仏
教
の
本
質
に
と
っ
て
は
輪
廻
説
は
な
く
て

構
わ
な
い
、
と
主
張
し
た
の
で
す
。

　

そ
の
理
由
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
た
だ
一
点
、
輪
廻
説
は
無
我
説
と
矛
盾
す
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。
無
我
説
は
三
法
印
の
一
つ

で
す
か
ら
、
絶
対
に
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
無
我
説
と
矛
盾
す
る
輪
廻
説
を
釈
尊
が
積
極
的
に
是
認
さ
れ
た
は
ず
が
な
い
、

と
い
う
わ
け
で
す
。
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四
、
輪
廻
説
は
無
我
説
と
矛
盾
す
る
か

　

和
辻
博
士
の
立
論
は
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
輪
廻
説
は
無
我
説
と
本
当
に
矛
盾
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
輪
廻
説
は
有
我
説
を
前
提

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
、
博
士
の
主
張
で
す
。
博
士
い
わ
く
「
輪
廻
思
想
と
無
我
思
想
と
の
調
和
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
輪
廻

思
想
が
、
本
来
、
転
生
の
道
途
に
お
い
て
自
己
同
一
を
保
持
せ
る
『
我
』
あ
る
い
は
『
霊
魂
』
の
信
仰
に
基
づ
く
に
対
し
、
無
我
思
想

が
か
か
る
『
我
』
あ
る
い
は
『
霊
魂
』
の
徹
底
的
排
除
を
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
」。

　

輪
廻
説
と
無
我
説
の
見
か
け
上
の
矛
盾
を
ど
う
説
明
す
る
か
に
つ
い
て
伝
統
仏
教
が
腐
心
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
博
士
も
承

知
し
て
い
ま
す
。
和
辻
と
同
時
代
人
の
仏
教
学
の
泰
斗
で
あ
る
木
村
泰
賢
博
士
は
、大
正
十
年
に『
原
始
仏
教
思
想
論
』を
出
版
し
、ア
ー

ト
マ
ン
（
和
辻
の
い
う
「
転
生
の
道
途
に
お
い
て
自
己
同
一
を
保
持
せ
る
『
我
』
あ
る
い
は
『
霊
魂
』」）
を
前
提
に
せ
ず
に
輪
廻
を
説

明
す
る
た
め
に
、
そ
の
伝
統
的
立
場
を
、
西
洋
哲
学
の
用
語
を
借
用
し
つ
つ
解
説
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
ま
ず
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
木
村
博
士
は
、
主
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
葉
を
使
っ
て
、
伝
統
仏
教
の
言
う
な
れ
ば
無
我
輪
廻
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説

明
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
和
辻
が
─
西
洋
哲
学
の
専
門
家
で
す
か
ら
─
激
し
く
か
み
つ
い
た
の
で
す
。
そ
の
筆
致
の
激
し
さ

と
議
論
内
容
の
難
解
さ
に
気
お
さ
れ
た
た
め
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
木
村
博
士
は
、
そ
れ
に
対
し
て
な
ぜ
か
徹
底
抗

戦
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

両
方
読
み
比
べ
て
み
た
ら
分
か
り
ま
す
が
、
木
村
の
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
は
、
文
章
は
古
め
か
し
く
て
も
分
か
り
や
す
い
の
で
す
。

対
し
て
和
辻
の
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
は
言
葉
使
い
が
難
解
で
す
。
西
洋
哲
学
の
専
門
用
語
が
頻
出
、
し
か
も
無
定
義
で
、
知
っ

て
い
て
当
然
と
い
う
感
じ
で
出
て
き
ま
す
。
し
か
も
和
辻
は
こ
の
書
に
よ
っ
て
京
大
の
博
士
号
を
取
得
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
本
は
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京
大
の
学
者
た
ち
の
折
紙
付
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
若
い
俊
才
が
難
解
な
、
激
し
い
筆
致
で
自
信
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
や
っ
て
き
た
の
で
、

こ
れ
を
相
手
に
し
た
ら
泥
沼
に
な
る
と
思
っ
た
の
か
、
な
ぜ
だ
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
木
村
博
士
は
徹
底
し
て
戦
お
う
と
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
よ
く
検
討
す
れ
ば
、
和
辻
の
木
村
批
判
は
失
敗
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
は
ず
と
思
う
の
で
す
が
。
し
か
し
、
和
辻
の
木
村

批
判
も
、
私
か
ら
和
辻
へ
の
反
批
判
も
、
時
間
の
都
合
上
、
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
興
味
あ
る
方
は
拙
論
「『
輪
廻
転
生
』

考
（
四
）」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
先
ほ
ど
紹
介
し
た
和
辻
の
輪
廻
批
判
は
次
の
二
点

を
見
落
と
し
て
い
る
が
故
に
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　

和
辻
が
見
落
と
し
た
の
は
、
第
一
に
、
実
体
と
い
う
概
念
と
相
続
と
い
う
概
念
が
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
和
辻
は
実
体
が
な

い
と
相
続
が
な
い
と
い
う
先
入
観
に
陥
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
輪
廻
と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
に
は
相
続
と
い
う
概
念
が
絶
対

に
必
要
で
す
が
、
相
続
の
概
念
が
必
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
実
体
の
概
念
ま
で
も
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
今
こ
の

机
は
相
続
し
て
い
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
机
が
実
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
輪
廻
の
概
念
は
先
の
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
釈
尊
の
悟
り
の
内
容
と
し
て
の
三
明
そ
の
も
の
だ
と
い
う
点
。
釈
尊

が
悟
り
を
開
か
れ
た
と
き
、
釈
尊
は
自
己
の
過
去
世
を
知
っ
た
、
人
々
の
輪
廻
転
生
の
有
り
様
を
知
っ
た
、
自
分
は
そ
の
輪
廻
か
ら
抜

け
出
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
、
三
つ
の
知
を
確
立
し
ま
し
た
。
和
辻
時
代
の
仏
教
学
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
榎
本
先
生
が
ま
と

め
て
下
さ
っ
た
よ
う
な
答
を
ま
だ
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
も
し
和
辻
博
士
が
現
在
の
仏
教
文
献
学
の
成
果
を
知
る
こ
と
が
で

き
て
い
た
な
ら
ば
、
六
道
や
神
通
力
な
ど
一
見
神
話
的
に
見
え
る
も
の
に
対
し
て
謙
虚
な
姿
勢
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
す
。
こ

の
点
、
彼
は
全
然
謙
虚
で
な
く
、
お
よ
そ
神
話
的
な
も
の
は
仏
教
の
本
筋
と
し
て
は
論
外
と
い
う
立
場
で
す
。

　

た
だ
、
以
上
の
よ
う
に
総
括
的
に
述
べ
た
だ
け
で
は
、
私
の
単
な
る
決
め
付
け
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
上
に

述
べ
た
二
つ
の
欠
点
が
現
れ
て
い
る
典
型
的
な
箇
所
を
次
に
採
り
上
げ
ま
す
。
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五
、
輪
廻
説
は
聖
者
の
洞
見
に
基
づ
く

　

和
辻
博
士
は
次
の
よ
う
な
真
っ
当
な
こ
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。「（
原
始
仏
典
に
お
い
て
）
最
も
し
ば
し
ば
繰
り
返
し
現
れ
て
い
る
記

述
は
、
悪
業
故
に
人
は
死
後
に
地
獄
に
生
じ
、
あ
る
い
は
悪
業
故
に
畜
生
と
生
ま
れ
、
応
報
を
受
け
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
が

業
に
よ
る
輪
廻
の
意
義
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
『
道
徳
的
報
復
』
と
い
う
一
点
に
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
ご
と
き
も
輪
廻
思
想
の
中
心

的
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
」。「
報
復
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
で
替
え
ま
す
が
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
輪
廻
に
対
す
る
正
し

い
見
方
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
続
き
ま
す
。「
と
こ
ろ
で
、
こ
の
道
徳
的
報
復
は
、
同
一
の
人
格
が
自
己
の
業
に
対
し
て
自
ら
応
報
を

受
く
る
の
で
な
く
し
て
は
意
味
を
成
さ
ぬ
」。
私
が
バ
ナ
ナ
を
盗
ん
で
食
べ
た
と
し
た
ら
、
親
か
ら
叱
ら
れ
る
の
は
私
で
あ
っ
て
、
妹

が
叱
ら
れ
て
は
困
り
ま
す
。
や
っ
た
本
人
が
罰
、
応
報
、
報
復
を
受
け
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
、「
道
徳
的
報
復
は
、
同
一
の
人
格
が

自
己
の
業
に
対
し
て
自
ら
応
報
を
受
け
る
の
で
な
く
て
は
意
味
を
な
さ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
生
物
を
殺
害
す
る
こ
と
を
喜
び
と

し
た
者
が
死
後
地
獄
中
に
生
ず
る
、
こ
の
果
を
味
わ
う
も
の
は
生
物
を
殺
害
し
た
そ
の
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。
同
じ
こ
と
の
例

示
で
す
ね
。
こ
こ
ま
で
は
問
題
な
い
の
で
す
。
問
題
は
、
そ
れ
に
続
い
て
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
次
の
発
言
、
即
ち
「
こ
こ
に
輪
廻
の

主
体
と
し
て
の
同
一
の
『
我
』
を
認
め
な
い
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
輪
廻
思
想
が
輪
廻
思
想
で
あ
る
限
り
、こ
の
点
は
動
か
せ
な
い
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
発
言
が
正
し
い
か
否
か
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
我
」
の
意
味
次
第
で
す
。
以
下
、
私
の
考
え
を
述

べ
て
い
き
ま
す
。

　

確
か
に
、
和
辻
博
士
の
言
う
よ
う
に
、
輪
廻
の
概
念
が
成
立
し
得
る
に
は
、「
同
一
の
人
格
」
と
い
う
概
念
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。
罪
を
犯
し
た
者
と
「
同
一
の
人
格
」
が
罰
を
受
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
外
せ
ま
せ
ん
。
輪
廻
の
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概
念
に
は
「
同
一
の
人
格
」
の
概
念
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
同
一
の
人
格
」
と
い
う
概
念
は
、
い
み
じ
く
も
博
士
自
身
が
言
う
よ
う
に
、「
道
徳
的
報
復
」
と
い
う
概
念
が
成

立
し
得
る
た
め
に
こ
そ
必
要
な
概
念
な
の
で
す
。
博
士
の
「
道
徳
的
報
復
」
と
い
う
言
葉
は
語
弊
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
以
下
、
不
適

切
な
連
想
を
排
除
す
る
た
め
、「
報
復
」
と
い
う
言
葉
を
や
め
て
「
応
報
」
ま
た
は
「
責
任
」
に
替
え
ま
す
。
そ
の
上
で
今
言
っ
た
こ

と
を
繰
り
返
す
な
ら
、
輪
廻
の
概
念
が
「
同
一
の
人
格
」
と
い
う
概
念
を
必
然
的
に
前
提
す
る
の
は
、
道
徳
的
応
報
や
道
徳
的
責
任
の

概
念
が
成
立
し
得
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
で
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
応
報
な
い
し
責
任
の
概
念
さ
え
確
保
さ
れ
得
た
な
ら
ば
、
輪
廻
の

概
念
の
成
立
に
と
っ
て
は
十
分
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
意
味
で
の
「
同
一
の
人
格
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
実
体
と
し
て
の
我
で
あ
る
必
要
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
釈
尊
は
、
昨
日
も
今
日
も
、
あ
る
同
一
の
人
格
に
対
し
て
「
阿
難
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
釈

尊
が
そ
の
同
一
の
人
格
を
阿
難
の
ア
ー
ト
マ
ン
だ
と
見
て
い
た
こ
と
に
は
、
も
ち
ろ
ん
な
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
私
（
松
尾
）
が
窃
盗

を
犯
し
て
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
つ
ま
り
道
徳
的
応
報
の
実
例
が
今
生
に
お
い
て
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、「
同
一
の
人
格
」
の
概
念
が
現
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
に
は
な
っ
た
と
し
て
も
、
当
然
な

が
ら
、「
松
尾
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
確
か
に
存
在
す
る
」
と
い
う
結
論
を
導
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

以
上
を
言
い
換
え
れ
ば
、
有
我
論
を
前
提
せ
ず
と
も
、
つ
ま
り
、
無
我
論
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
あ
る
存
在
者
を
同
一
の
人
格
と
し

て
経
験
的
に
同
定
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
、
完
全
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
経
験
的
に
同
定
さ
れ
得
る
人
格
の
こ
と
を
、
以
下
「
経

験
我
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
経
験
我
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
験
我
さ
え
あ
れ
ば
、
輪
廻
は
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、

輪
廻
の
概
念
を
確
保
す
る
た
め
に
有
我
論
を
前
提
す
る
必
要
な
ど
全
く
な
い
の
で
す
。

　

し
か
し
和
辻
博
士
は
、
輪
廻
の
概
念
に
と
っ
て
は
経
験
我
で
十
分
だ
と
は
気
づ
け
な
か
っ
た
。
な
ぜ
気
づ
け
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
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は
、
今
生
と
後
生
と
に
わ
た
っ
て
同
一
で
あ
る
よ
う
な
人
格
な
ど
、
私
た
ち
凡
夫
に
は
経
験
不
可
能
だ
か
ら
、
だ
と
思
い
ま
す
。
今
生

の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
経
験
我
の
同
定
は
ど
ん
な
凡
夫
に
も
で
き
ま
す
。
私
が
念
珠
を
盗
ん
で
い
っ
た
ら
、
仏
具
屋
さ
ん
は

「
待
て
、
泥
棒
」
と
言
っ
て
追
い
掛
け
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
仏
具
屋
さ
ん
の
眼
に
は
こ
の
（
松
尾
と
名
指
さ
れ
る
）
身
体
が
時
間
的
に

持
続
し
て
映
っ
て
い
る
と
い
う
、
仏
具
屋
さ
ん
の
視
覚
経
験
の
お
か
げ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
今
生
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
経
験
我
の
同

定
は
簡
単
に
で
き
る
。
し
か
し
、
今
生
を
超
え
た
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
た
な
ら
ば
、
途
端
に
同
定
不
可
能
に
な
る
。
松
尾
が
死
ん
で

骨
と
灰
に
な
っ
た
ら
、
松
尾
の
経
験
我
は
物
体
知
覚
し
か
で
き
な
い
凡
夫
の
眼
か
ら
は
消
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
和
辻
博
士
は
、

「
見
え
な
い
ん
だ
っ
た
ら
経
験
我
で
は
不
十
分
だ
。
ア
ー
ト
マ
ン
を
前
提
す
る
し
か
な
い
は
ず
だ
」
と
考
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
和
辻
博
士
が
道
徳
的
応
報
概
念
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
経
験
我
で
十
分
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
理
由
は
、
今
生
と
後

生
と
に
わ
た
っ
て
同
一
で
あ
る
人
格
の
経
験
が
、
私
た
ち
凡
夫
に
は
不
可
能
だ
か
ら
、
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
ま
っ
と

う
な
事
実
認
識
な
の
で
す
が
、
く
だ
ん
の
経
験
が
凡
夫
に
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
を

引
き
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
和
辻
の
誤
り
が
あ
る
の
で
す
。

　
「
経
験
我
」
と
言
う
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
私
た
ち
が
、
つ
い
自
分
た
ち
凡
夫
の
経
験
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て

し
ま
い
が
ち
な
こ
と
で
す
。
少
な
く
と
も
釈
尊
在
世
中
に
は
、
凡
夫
の
み
な
ら
ず
、
神
通
力
あ
る
聖
者
も
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

聖
者
が
経
験
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
凡
夫
が
経
験
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
の
で
す
。
次
は
「
パ
ー
ヤ
ー
シ
王
の
対
論
」
と
い
う
経

典
に
お
け
る
、
釈
尊
ご
自
身
の
説
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
聖
者
が
凡
夫
に
対
し
て
行
っ
た
説
法
で
す
。

　
「
こ
の
世
界
以
外
の
ほ
か
の
世
界
は
、
あ
な
た
が
お
考
え
に
な
る
よ
う
に
肉
眼
で
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。
森
の
中
で
人
里
離
れ
た

場
所
で
寝
起
き
し
て
い
る
道
の
人
・
バ
ラ
モ
ン
は
、
そ
こ
で
怠
る
こ
と
な
く
一
心
不
乱
に
天
眼
を
清
め
て
い
る
。
こ
の
人
た
ち
は
、
こ

の
清
め
ら
れ
た
超
人
的
な
目
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
や
他
の
世
界
や
生
ま
れ
変
わ
る
生
存
者
を
見
る
。
こ
の
よ
う
に
、
王
族
の
お
方
よ
、
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ほ
か
の
世
界
は
見
ら
れ
て
い
る
。
あ
な
た
が
お
考
え
に
な
る
よ
う
に
肉
眼
で
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。
王
族
の
お
方
よ
、
こ
の
論
拠
に

よ
っ
て
、
あ
な
た
は
『
来
世
は
存
在
し
、
生
ま
れ
変
わ
る
存
在
者
は
存
在
し
、
善
悪
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
報
い
を
受
け
る
』
と
い
う

こ
と
を
信
ず
る
べ
き
で
あ
る
」。

　

こ
の
よ
う
に
、
聖
者
で
あ
れ
ば
天
眼
で
も
っ
て
衆
生
が
輪
廻
し
て
い
く
様
を
見
る
と
い
う
経
験
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ

ま
り
聖
者
の
天
眼
に
は
、
輪
廻
す
る
衆
生
の
経
験
我
が
現
前
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
の
経
験
は
、
凡
夫
に
は
不
可
能
な
聖
者

の
経
験
で
す
か
ら
、そ
う
し
た
聖
者
の
経
験
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
経
験
我
は
、確
か
に
肉
身
で
は
な
い
、別
の
何
か
で
し
ょ

う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
別
の
何
か
が
恒
常
不
変
の
実
体
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。

凡
夫
に
と
っ
て
経
験
不
可
能
、
聖
者
に
の
み
経
験
可
能
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
経
験
不
可
能
な
も
の
が
恒
常
不
変
の
実
体
だ
と
い
う
こ

と
は
全
く
別
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
前
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
後
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
者
が
目

撃
経
験
す
る
そ
の
別
の
何
か
が
五
蘊
仮
和
合
の
何
か
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
何
か
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

当
初
の
問
題
に
戻
る
な
ら
、
輪
廻
に
お
い
て
経
験
我
の
断
絶
を
想
定
す
る
の
は
凡
夫
だ
け
で
あ
っ
て
、
凡
夫
が
そ
の
よ
う
に
想
定
す

る
の
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
凡
夫
の
能
力
の
限
界
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
聖
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
限
界
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
私
の
議
論
は
、
聖
者
の
神
通
力
（
天
眼
）
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
和
辻
博
士
は
、
神
通
力
な
ど
一

蹴
し
て
い
ま
す
。「
神
通
力
獲
得
の
方
法
の
ご
と
き
は
、
神
話
的
な
る
仏
教
文
学
と
と
も
に
仏
教
の
哲
学
の
範
囲
外
に
置
か
れ
な
く
て

は
な
ら
ぬ
」
と
。
最
初
か
ら
排
除
し
ま
す
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
が
述
べ
て
き
た
以
上
の
反
論
は
、
博
士
に
は
受

け
入
れ
難
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
神
通
力
の
概
念
を
拒
否
す
る
の
な
ら
、
拒
否
す
る
べ
き
根
拠
を
丁
寧
に
述
べ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
問
答
無
用
で
は
学
問
的
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。



56

六
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
輪
廻
説

　

こ
の
第
六
節
で
は
、
浄
土
真
宗
の
お
聖
教
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
輪
廻
説
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
多
く
の
引

用
に
よ
っ
て
紹
介
し
ま
し
た
。
紙
面
の
都
合
上
『
無
量
寿
経
』
か
ら
二
カ
所
、
曇
鸞
大
師
、
道
綽
禅
師
、
善
導
大
師
、
源
信
和
尚
、
源

空
上
人
、
親
鸞
聖
人
の
著
作
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
所
ず
つ
し
か
引
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
輪
廻
説
が
大
量
に
存
在
し
て
い
る
と

言
っ
て
構
い
ま
せ
ん
。
歴
代
の
覚
如
、
存
覚
、
蓮
如
の
各
上
人
の
著
作
に
お
い
て
も
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
多
く
の
箇
所
に
認

め
ら
れ
ま
す
。
お
手
元
の
原
稿
に
各
自
で
目
を
通
し
て
お
い
て
頂
け
れ
ば
有
難
い
で
す
。
時
間
の
関
係
上
、
こ
こ
は
飛
ば
し
ま
す
。

七
、
仏
教
の
輪
廻
説
の
意
味

　

輪
廻
説
は
、
第
一
に
、
釈
尊
を
は
じ
め
と
す
る
聖
者
が
そ
の
天
眼
通
に
よ
っ
て
観
察
し
た
上
で
説
か
れ
た
教
え
だ
と
い
う
こ
と
、
第

二
に
、
浄
土
真
宗
の
祖
師
方
が
例
外
な
く
継
承
し
て
い
る
教
え
だ
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、「
こ
の
二
点
が
確
認
で
き
れ
ば
十
分
。
こ
れ
で
自
分
は
輪
廻
説
に
何
の
疑
惑
も
抱
き
よ
う
が
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
仏
教

徒
は
、
現
代
日
本
で
は
多
く
な
い
で
し
ょ
う
。
何
よ
り
も
自
分
に
は
輪
廻
し
て
き
た
記
憶
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
輪
廻
説
と
言

わ
れ
て
も
、「
は
あ
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
素
直
に
受
け
入
れ
に
く
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、「
輪
廻
説
に
は
聞
く
べ
き
も
の
が
あ

る
。
輪
廻
は
本
当
に
事
実
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
方
向
に
心
が
動
く
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
点
に
着
目
し
た
ら
い
い
か
に
つ
い
て
、

私
な
り
に
考
え
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。
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最
初
に
、
輪
廻
を
肯
定
す
る
よ
う
な
態
度
は
仏
教
で
は
な
い
旨
を
、
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
臨
死
体
験
の

研
究
が
急
速
に
進
展
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
輪
廻
と
い
う
こ
と
で
何
か
希
望
の
未
来
が
連
想
さ
れ
る
よ

う
な
傾
向
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
死
は
全
て
の
終
わ
り
で
は
な
い
。
死
後
も
無
限
に
成
長
す
る
道
が
開
け
て
い
る
こ
と
を

輪
廻
説
は
教
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
受
け
取
り
方
で
す
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

仏
教
を
含
め
た
イ
ン
ド
の
宗
教
に
お
い
て
、
輪
廻
は
希
望
の
原
理
で
は
な
く
、
陰
鬱
な
事
実
な
の
で
す
。
私
な
り
に
表
現
す
る
な
ら
、

輪
廻
説
の
核
心
は
「
死
ん
だ
ら
そ
れ
で
し
ま
い
に
な
る
な
ど
と
い
っ
た
甘
い
こ
と
を
思
う
な
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
厳
し

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
輪
廻
説
の
核
心
に
は
、「
お
前
が
し
た
こ
と
の
後
始
末
は
、
お
前
自
身
が
つ
け
ね
ば
な
ら
な

い
ぞ
。
た
と
え
死
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
責
任
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
ぞ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。
す
ご
く

厳
し
く
陰
鬱
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
釈
尊
は
、「
こ
の
陰
鬱
な
サ
イ
ク
ル
か
ら
早
く
出
な
さ
い
」
と
、
解
脱
を
強
く
勧
め
て
お
ら
れ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
輪
廻
説
を
こ
の
よ
う
な
視
角
で
見
直
し
ま
す
と
、
ハ
タ
と
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
輪
廻
の
世
界
と
は
、
私
た
ち
自

身
の
迷
い
の
心
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
輪
廻
の
世
界
と
は
、
ど

こ
ま
で
行
っ
て
も
行
為
者
本
人
に
責
任
を
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
世
界
で
す
。
こ
の
や
ま
ざ
る
責
任
追
及
態
勢
は
、
私
た
ち
の
心
そ
の
も

の
の
本
質
的
な
在
り
方
で
は
な
い
か
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
即
ち
、
私
た
ち
は
深
層
心
理
に
お
い
て
、
断
固
と
し
て
輪
廻
を
要
求
し
て

や
ま
な
い
と
い
う
迷
い
の
在
り
方
を
取
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　

以
前
、
あ
る
小
学
校
で
児
童
殺
人
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
放
課
後
、
校
庭
で
遊
ん
で
い
た
小
学
生
が
若
い
男
に
ナ
イ
フ
で
刺
殺
さ

れ
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
で
し
た
。
男
は
逃
げ
ま
し
た
が
、
程
な
く
し
て
二
十
代
の
容
疑
者
が
特
定
さ
れ
、
捜
査
員
か
ら
任
意
同
行

を
求
め
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
容
疑
者
の
若
者
は
、
捜
査
員
た
ち
の
説
得
を
の
ら
り
く
ら
り
と
か
わ
し
、
隙
を
見
て
逃
走
し
、
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あ
ち
こ
ち
逃
げ
回
っ
た
揚
げ
句
に
、
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
屋
上
に
逃
げ
込
み
、
そ
こ
か
ら
身
を
投
げ
て
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
と
き
、
こ
の
事
件
の
直
接
の
当
事
者
は
、
二
人
と
も
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
事
者
た
ち
が
こ
の
世
か

ら
居
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
こ
の
事
件
は
一
件
落
着
だ
と
感
じ
た
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、
児
童
の
ご

両
親
を
は
じ
め
と
す
る
遺
族
、
親
戚
、
友
人
た
ち
が
ま
だ
お
ら
れ
る
、
当
事
者
は
ま
だ
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
な
い
と
反
論
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
も
っ
と
時
間
を
長
く
見
て
み
た
ら
い
い
で
す
。
五
百
年
、
千
年
、
五
千
年
と
い
う
長
大
な
時
間
が
経
過
し
て
、
こ
の
事
件
を
覚

え
て
い
る
人
が
誰
も
い
な
く
な
っ
た
暁
に
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
こ
の
事
件
は
今
度
こ
そ
解
決
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
言

え
な
い
で
し
ょ
う
。「
時
が
全
て
を
解
決
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、「
時
が
た
て
ば
、
何
事
で
あ
れ
忘

れ
去
ら
れ
て
ゆ
く
」
と
い
う
人
間
心
理
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、「
解
決
」
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

千
年
た
と
う
が
五
千
年
た
と
う
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
（
時
の
経
過
に
よ
っ
て
）
殺
人
行
為
の
責
任
を
取
っ
た
こ
と
に
な
る
、
な

ど
と
は
思
わ
な
い
。
私
た
ち
の
心
は
そ
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。
あ
の
若
者
は
自
殺
し
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
責
任
が
免
除
さ
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
─
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
そ
う
思
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
彼
は
、
ど
こ
か
で
あ
の

児
童
と
再
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
自
分
が
し
た
こ
と
の
責
任
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
私
た

ち
は
感
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
内
に
あ
る
応
報
の
感
覚
で
あ
り
、
道
徳
的
責
任
追
及
の
態
勢
で
す
。

　

私
た
ち
の
心
に
は
、
こ
う
い
う
応
報
、
道
徳
的
責
任
追
及
と
い
う
縛
り
が
抜
き
難
く
あ
っ
て
、
こ
の
応
報
の
実
現
を
こ
の
世
を
超
え

て
ど
こ
ま
で
も
求
め
る
心
根
を
現
に
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
善
因
楽
果
悪
因
苦
果
、
つ
ま
り
「
善
い
行

為
は
た
た
え
ら
れ
よ
。
悪
い
行
為
は
罰
せ
ら
れ
よ
」
と
い
う
、
こ
れ
に
の
っ
と
っ
た
輪
廻
を
現
に
要
請
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

言
葉
を
換
え
て
言
い
直
し
ま
す
。
こ
の
世
を
超
え
て
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
、
私
た
ち
が
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
姿
勢
を
な
く
さ
な
い
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と
い
う
の
は
、
た
と
え
時
間
が
ど
れ
ほ
ど
経
過
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
間
の
経
過
を
も
っ
て
、「
こ
れ
で
責
任
は
果
た
さ
れ
た
。
応

報
は
果
た
さ
れ
た
」
と
見
な
す
こ
と
は
し
な
い
し
、
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
応
報
の
必
然
性
に
は
時
間
は
無
関
係
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
れ
だ
け
時
間
が
た
と
う
が
、
応
報
の
必
然
性
は
い
さ
さ
か
も
揺
る
ぎ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
応
報
の
必
然
性
を

い
わ
ば
無
時
間（
つ
ま
り
は
永
遠
）の
事
柄
と
見
な
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
無
時
間
的
な
応
報
の
必
然
性
が
現
象
世
界
で（
つ

ま
り
時
間
の
中
で
）
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
そ
れ
は
無
限
の
時
間
を
前
提
し
た
応
報
、
す
な
わ
ち
輪
廻
と
い
う
か
た
ち

を
取
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
輪
廻
説
の
本
質
は
、
和
辻
博
士
が
い
み
じ
く
も
喝
破
し
た
よ
う
に
応
報
必
然
性
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
応
報
必
然
性
が
私
た
ち
の
迷
い
の
心
の
本
質
的
な
在
り
方
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
思
う
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
自
分
で
は
無
自
覚
な
ま
ま
に
、
現
に
陰
鬱
な
輪
廻
を
要
請
し
、
陰
鬱
な
心
根
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
い
う
応
報
を
要
請
す
る
心
根
か
ら
完
全
に
脱
却
し
、
輪
廻
的
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
、
も
は
や
い
か
な
る
個
体
に
も
生
ま
れ
る
こ

と
な
く
、
い
か
な
る
苦
を
も
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
と
勧
め
て
い
る
の
が
釈
尊
の
教
え
、
仏
教
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
の
力
で
は

絶
対
に
で
き
な
い
と
教
え
て
い
る
の
が
浄
土
真
宗
で
す
。

　

そ
も
そ
も
応
報
の
要
請
は
自
他
分
別
か
ら
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
自
分
と
自
分
以
外
と
い
う
境
界
線
を
引
い
て
し
ま
う
こ
と
が
全
て
の

始
ま
り
で
す
。
こ
の
境
界
線
さ
え
な
け
れ
ば
、「
や
っ
た
」「
や
ら
れ
た
」
と
い
う
関
係
は
、
も
と
よ
り
成
り
立
ち
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
る
に
自
他
の
境
界
線
を
引
か
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
そ
し
て
自
分
の
方
に
執
着
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
私
た
ち
衆
生
、
生
き
物
で

す
。
生
き
物
に
と
っ
て
応
報
の
態
勢
か
ら
自
由
に
な
る
よ
う
に
自
他
の
境
界
線
を
引
く
の
を
や
め
る
な
ど
、
一
部
の
聖
者
を
除
け
ば
、

ま
ず
無
理
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
自
分
と
い
う
特
別
な
も
の
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
真
如
（
真
理
）
に
全
身
全
霊
で
も
っ
て
目
覚
め

た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
が
、
自
分
と
い
う
も
の
に
執
着
し
な
い
生
き
物
は
も
は
や
普
通
の
生
き
物
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
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生
き
な
が
ら
成
仏
し
た
人
は
、
ど
う
い
う
行
動
を
取
る
で
し
ょ
う
か
。
彼
が
繁
華
街
の
人
ご
み
で
大
金
の
入
っ
た
財
布
を
す
ら
れ
た

と
し
て
み
て
下
さ
い
、
生
き
な
が
ら
成
仏
し
た
人
は
、
そ
ん
な
財
布
な
ど
持
た
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
の
話
で
す
。
財
布
を

ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
抜
か
れ
た
瞬
間
、
彼
に
は
そ
の
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
が
、
既
に
成
仏
し
て
い
る
彼
に
は
「
自
分
の
も
の
」
と
い
っ
た

思
い
な
ど
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
彼
は
、
取
っ
て
い
っ
た
ス
リ
の
逃
げ
る
背
中
を
見
な
が
ら
、「
ま
あ
自
他
一
如
だ
か
ら
な
あ
」
と
、

虚
勢
で
は
な
く
心
の
底
か
ら
平
然
と
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
通
り
魔
に
刺
さ
れ
た
場
合
で
も
、「
あ
あ
、
こ
れ
も
ご
縁
で
す
ね
。
あ
な

た
も
真
理
に
目
覚
め
て
く
だ
さ
い
よ
」
と
ほ
ほ
笑
み
な
が
ら
死
ぬ
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
肉
体
を
持
っ
て
い
る
以
上
、
刺
さ
れ

た
ら
痛
い
は
ず
で
す
が
、「
自
分
の
」
体
と
い
う
執
着
対
象
が
、
も
は
や
な
い
の
で
す
か
ら
、
痛
い
け
れ
ど
も
、
苦
し
く
は
な
い
は
ず
。

苦
し
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
痛
さ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
執
着
で
す
。
痛
さ
は
、
た
だ
の
感
覚
。
そ
の
感
覚
を
の
け
よ
う
と
心
が
動
く

け
ど
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
が
苦
し
み
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
凡
夫
に
お
い
て
は
、
苦
し
み
と
痛
み
は
表
裏
一
体
で
切

り
離
せ
ま
せ
ん
が
、
自
他
分
別
を
滅
し
た
釈
尊
に
は
、
切
り
離
せ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
痛
く
あ
っ
て
も
苦
し
く
は
な
い
。

　

釈
尊
は
過
去
世
に
お
い
て
飢
え
た
鷹
や
虎
に
体
を
お
布
施
さ
れ
た
と
か
、
い
ろ
ん
な
伝
説
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
調
べ
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
が
、「
虎
に
バ
リ
バ
リ
と
食
わ
れ
、
ウ
ギ
ャ
ー
と
叫
ば
れ
た
」
な
ん
て
い
う
記
述
は
、
多
分
な
い
と
思
い
ま
す
。
痛
く
て

も
苦
し
く
な
い
わ
け
で
す
。
い
や
、
い
か
に
お
釈
迦
さ
ま
と
て
そ
ん
な
状
態
な
ど
あ
り
得
な
い
と
頑
張
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

の
で
、
一
つ
例
を
出
し
て
お
き
ま
す
。
病
名
は
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
る
脳
の
手
術
を
受
け
た
患
者
は
、「T

he pain is still 

here but it does not w
orry m

e any m
ore.

（
痛
み
は
相
変
わ
ら
ず
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
苦
し
く
は
な
い
）」
と
報
告
す
る
そ

う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
患
者
は
悟
り
を
開
い
た
と
言
い
た
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
痛
み
と
苦
し
み
と
が
分
離
さ
れ
た
実
例
が
あ

る
と
言
い
た
か
っ
た
だ
け
で
す
。
そ
し
て
悟
り
を
開
か
れ
、
自
他
の
境
界
線
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
釈
尊
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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自
他
の
境
界
線
を
引
く
と
、
自
分
（
た
ち
）
を
傷
つ
け
た
者
が
出
現
し
た
な
ら
そ
の
者
に
対
す
る
道
徳
的
責
任
追
及
を
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
（
先
ほ
ど
述
べ
た
原
理
に
よ
っ
て
）
輪
廻
を
実
際
に
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
心
か
ら
脱
却

す
べ
く
自
他
分
別
の
境
界
線
を
消
し
な
さ
い
、
真
如
に
お
い
て
は
自
分
な
ど
と
い
う
も
の
は
無
い
こ
と
（
無
我
）
に
目
覚
め
な
さ
い
、

と
い
う
の
が
釈
尊
の
教
え
だ
と
私
は
頂
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
頭
で
は
理
解
で
き
る
し
、
心
で
は
感
動
も
す
る
そ
の
教
え
が
、
私
に
は
全
く
実
践
で
き
な
い
の
で
す
。
自
他
の
境
界
線
を
無

意
識
の
う
ち
に
引
い
て
し
ま
う
こ
と
を
、
ど
う
し
て
も
や
め
ら
れ
な
い
。
自
分
（
の
も
の
）
と
い
う
、
実
は
あ
り
も
し
な
い
も
の
を
虚

構
し
、
そ
の
自
分
（
の
も
の
）
に
執
着
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
や
ま
な
い
。
そ
ん
な
の
生
存
本
能
じ
ゃ
な
い
か
な
ど
と
開
き
直
り

さ
え
し
て
い
る
。
こ
れ
が
私
の
真
の
姿
で
あ
り
、
こ
れ
を
迷
い
と
言
う
の
だ
ろ
う
─
と
、
や
は
り
頭
と
感
情
レ
ベ
ル
で
分
か
っ
て
頷
い

て
い
る
だ
け
。
そ
れ
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
に
行
く
た
め
の
実
践
を
す
る
気
が
な
い
。
私
の
深
い
迷
い
の
姿
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
者
が
、
こ
の
迷
い
か
ら
抜
け
出
す
に
は
ど
う
す
る
か
。
自
力
で
は
三
大
阿
僧
祇
劫
を
要
す
る
修
行
が
必
要
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
の
行
も
及
び
難
き
私
に
と
っ
て
は
金
輪
際
、
迷
い
の
生
存
、
輪
廻
の
生
存
か
ら
自
力
で
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

応
報
の
態
勢
が
私
の
生
ま
れ
な
が
ら
持
っ
て
い
る
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
輪
廻
的
生
存
は
私
の
本
質
的
実
存
で
あ
る
と
言
う
し

か
な
い
。
私
（
た
ち
）
の
心
の
本
質
的
あ
り
方
が
、
輪
廻
的
世
界
を
造
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
あ
り
方
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
救
い
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
如
来
の
意
志
、
真
如
の
意
志
が
生
起
し
た
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
本

願
の
起
こ
り
。
こ
の
本
願
の
力
に
私
の
全
て
を
打
ち
任
せ
る
の
が
浄
土
真
宗
の
救
い
な
の
で
す
。

　

原
稿
が
終
わ
り
ま
し
た
。
反
論
が
予
想
さ
れ
ま
す
。「
今
の
お
話
で
『
道
徳
的
責
任
追
及
の
姿
勢
を
私
は
や
め
ら
れ
な
い
』
と
言
わ

れ
た
が
、
釈
尊
は
『
法
句
経
』
で
『
恨
み
に
報
い
る
に
恨
み
を
も
っ
て
せ
ば
、
つ
い
に
恨
み
の
や
む
こ
と
な
し
。
恨
み
を
捨
て
て
こ
そ

恨
み
は
や
む
。
こ
れ
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る
』
と
説
か
れ
た
で
は
な
い
か
。
そ
こ
は
で
き
る
限
り
や
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
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で
は
な
い
か
」
と
。

　

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
理
性
は
「
仏
教
徒
た
る
以
上
そ
う
す
べ
き
だ
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
が
、
理
性
に
尽
き
な
い
心
の

奥
底
は
、
そ
う
は
動
い
て
い
ま
せ
ん
。
わ
が
子
を
殺
さ
れ
て
も
死
刑
廃
止
運
動
は
続
け
る
人
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
け
れ
ど
も
そ

れ
は
人
間
的
理
性
の
力
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
子
を
殺
さ
れ
た
自
分
の
心
全
体
が
完
全
に
も
う
恨
み
な
し
と

い
う
状
態
に
な
り
う
る
の
か
と
い
う
と
、
少
な
く
と
も
私
に
は
な
れ
な
い
と
言
う
し
か
な
い
。
本
当
に
そ
う
な
れ
た
ら
、
そ
れ
は
「
わ

が
子
」
の
「
わ
が
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
無
我
、
仏
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
こ
そ
望
ま
し
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
私
に
は
そ
う
は
な
れ
な
い
と
答
え
る
よ
り
他
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
が
余
っ
た
の
で
、

先
走
っ
て
想
定
し
た
反
論
に
答
え
ま
し
た
。
ご
清
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
終
了
）

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

輪
廻　

無
明　

解
脱　

和
辻
哲
郎




