
一
　
は
じ
め
に

　
「
井
ヒ
巴
了
と
真
宗
一
‘
．
一
い
・
、
、
テ
‘
ー
マ
で
し
ば
ら
く
の
間
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
の
学
祖
（
井
上
円
．
・
－
）
の
真
宗
理
解
の
特
徴
と
い
う
よ

う
な
と
、
∪
に
つ
い
〔
、
、
お
話
「
三
甲
し
」
げ
た
い
－
．
苗
心
い
ま
す
。
W
子
祖
は
新
潟
県
の
真
宗
の
大
谷
派
の
茅
院
に
生
ま
れ
て
、
本
来
な
ら
ば
お

寺
を
継
い
で
お
坊
ン
．
」
ん
に
な
ら
れ
る
立
場
で
あ
〔
．
一
た
わ
け
で
し
、
参
う
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
ど
う
も
r
供

．
の
時
は
お
析
切
㌔
、
丁
ん
に
な
る
こ
と
に
反
戌
心
を
も
・
、
　
、
い
一
、
、
「
鎖
を
剃
っ
デ
、
数
珠
な
ど
を
も
っ
て
ま
わ
リ
メ
へ
に
ム
云
う
の
は
嫌
だ
っ
た
よ
・
つ
で
す
e

学
゜
阻
は
「
仏
教
に
は
道
理
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
理
．
論
の
面
も
あ
っ
、
た
で
し
ょ
う
が
、
感
情
的
に
も
僧
侶
と
い
う
存
在
に
反
発

し
げ
、
い
た
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
儒
教
を
学
ぶ
わ
け
で
す
。
儒
…
教
に
対
し
て
も
あ
ま
り
真
理
性
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
三
で
、
そ
わ
か
ら
洋
ぷ
．
寸
、
英
語
な
ビ
を
学
び
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
も
あ
ま
り
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
れ
ず
に
、

そ
れ
で
．
西
洋
の
哲
学
を
学
ぶ
に
い
た
っ
た
．
．
哲
学
を
学
ん
で
み
て
、
そ
の
立
場
か
ら
逆
に
仏
教
を
見
返
し
て
み
る
と
、
仏
教
の
中
に
は
西

洋
の
哲
学
に
通
ず
る
道
理
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
思
想
的
な
遍
歴
を
経
た
方
の
よ
う
で
す
。
明
治
十
八
年
、
大
学
を
卒
業
す
る
年
で
し
ょ

　
　
田
村
晃
祐

（
東
洋
大
学
文
学
部
印
度
哲
学
科
教
授

井
上
円
了
と
真
宗
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う
か
、
自
．
分
は
仏
教
と
い
う
己
、
「
ノ
を
見
直
す
に
至
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
も
の
．
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
ど
う
h
∵
z
‘
、
・
形
で
仏
教
の
中
に
真
理
性
を
認
め
、
道
理
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
か
】
い
ニ
ノ
と
、
ど
う
も
仏
教
で
称
す
ろ
中
道
と

い
い
ま
す
か
「
裏
ん
中
の
道
．
」
に
、
西
洋
哲
声
子
に
通
ず
る
も
の
．
を
発
ロ
兄
し
た
よ
う
で
す
。
私
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ロ
ッ
ク

が
経
験
論
で
、
ラ
．
／
．
－
．
フ
　
．
・
一
．
ソ
．
V
か
本
然
論
、
そ
し
て
カ
ン
ト
が
そ
れ
を
統
合
す
る
、
あ
る
い
は
唯
物
論
と
唯
・
七
論
と
を
、
他
の
人
が
統
合

し
た
説
と
え
、
あ
．
○
い
は
・
．
F
．
顯
∵
砲
と
．
客
．
濁
㌣
爾
を
紡
…
ム
ロ
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の
～
埋
相
心
論
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
二
（
ご
の
．
極

端
な
考
え
方
を
統
合
し
た
と
こ
ろ
に
道
理
杉
」
認
め
ろ
こ
ヒ
が
、
学
祖
’
の
西
洋
折
口
学
に
対
す
．
夕
見
方
で
ち
っ
た
よ
当
ノ
で
す
．
。
「
．
総
ム
ロ
」
と
　
言
わ

ず
に
「
．
統
ム
［
∵
と
∵
・
、
、
．
言
葉
を
使
っ
て
い
撒
・
U
．
．
そ
二
・
．
い
う
立
場
で
仏
教
を
み
ま
す
・
二
、
仏
教
は
中
道
、
真
ん
中
の
頂
τ
い
う
こ
・
・
｝
1
1
）
主

張
じ
て
お
り
ま
す
、
例
え
ば
仏
教
の
中
に
口
含
経
、
小
乗
仏
教
の
教
え
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ば
．
い
「
法
が
有
る
」
と
い
う
働
．
圓
を
強
調

す
る
教
え
で
あ
る
の
に
対
」
し
て
、
．
恨
若
経
．
二
い
う
の
は
一
切
皆
空
二
い
う
こ
と
を
・
｝
↑
］
張
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
い
う
な
れ
ば
「
有
」

に
対
、
し
て
は
…
．
．
紐
い
．
の
鰺
∵
．
・
三
L
あ
る
口
．
そ
れ
に
．
対
」
じ
・
て
法
華
ば
杜
レ
一
か
、
浬
般
ポ
経
と
い
え
ノ
の
は
中
嚇
迫
で
．
右
ど
し
一
「
空
．
」
を
中
に
A
弓
ん
だ
・
ら
一

い
う
融
合
し
た
立
場
で
あ
る
．
．
．
．
．
川
巳
融
「
と
い
う
円
く
融
『
．
合
う
．
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
け
．
れ
ど
も
、
あ
つ
い
は
倶
舎
論
が
唯
物
的
’
、
、
あ

り
、
，
法
相
占
示
W
．
已
唯
・
心
的
、
で
あ
ン
「
」
に
汁
、
．
．
二
．
．
、
r
入
・
ぢ
が
巾
㍑
…
巡
で
仁
初
る
レ
．
一
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
⊂
争
．
げ
ま
L
ぐ
｝
、
〃
…
教
・
目
・
身
の
．
直
〔
理
知
飢
が
山
．

道
に
あ
川
、
、
，
統
今
ニ
ニ
か
一
中
一
ん
・
七
張
斗
・
る
点
で
道
理
㌢
．
一
認
め
る
と
い
㌧
つ
舷
㌣
、
仏
教
の
．
真
理
を
認
め
、
た
よ
う
一
＼
ナ
．
で
す
か
ら
、
そ
∴
．
ノ

い
う
立
場
で
亘
、
宗
の
教
理
の
基
本
を
み
て
㌧
く
．
．
・
　
こ
ろ
が
、
円
了
の
見
．
方
の
一
番
．
の
中
心
で
も
あ
る
し
、
こ
れ
は
ま
た
真
宗
教
学
の
本
流

に
根
差
」
す
・
口
の
で
あ
．
三
と
い
・
つ
．
．
＝
　
］
い
．
万
、
を
㌧
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
田
心
い
ま
す
曳
基
－
本
は
プ
て
う
．
い
う
‘
こ
こ
ろ
．
に
あ
り
ま
す
・
け
れ
ど
も
、

も
う
少
し
細
か
な
L
二
こ
z
、
．
を
み
て
い
．
’
．
二
’
・
・
☆
．
こ
、
学
阻
白
〕
．
身
が
少
．
し
．
ず
つ
考
え
方
や
見
方
が
変
わ
る
と
い
う
レ
．
一
こ
ろ
．
も
あ
り
ま
し
て
、
少

し
面
白
い
と
思
う
・
「
ご
つ
ク
と
こ
ろ
・
も
あ
り
£
丁
の
で
、
そ
れ
を
少
し
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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二
　
学
祖
の
亘
　
宗
観

　
学
祖
は
仏
教
の
中
で
、
真
宗
が
ど
う
い
二
，
位
置
を
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
み
て
い
ま
す
．
。
主
な
と
こ
ろ
は
同
じ

で
す
け
れ
ビ
も
、
少
し
ず
つ
違
う
図
表
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
し
た
表
は
；
、
日
本
仏
教
」
と
い
う
書
物
の
中
に
書
い
て
あ
る
も

の
を
中
心
と
し
て
書
い
た
も
の
で
丁
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
す
ヒ
仏
教
の
中
で
ヒ
い
っ
て
も
口
本
の
こ
と
を
中
心
に
し
て
書
い
て
い
ま
す
。

　　

@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　

@
蝶
ー
力
的
宗
竺
』
鶯
杜
甦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
，
」
．
．
」
一
R
訂
二
ー
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ
L
　
刊
↑
日
目
、
延
、

　
　
　
　
一

日
本
仏
教
ー
…

　
　
　
　
「

　
　
　
　
一

　
　
　
　
［

実
際
宗

rL｝

感智
情力
ノ」く 刀て

±道
門門
）　　 ）

浄禅
il・
・日
真蓮一一
宗宗大小
　　乗

1’一’」一’

）I．9

教　・
門　．

．
権
大
乗

「
実
人
〉
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
世
間
道

　
こ
こ
で
は
日
本
仏
教
を
出
世
間
道
と
世
間
道
の
二
つ
に
分
け
〔
、
い
る
．
．
こ
れ
は
ど
の
宗
派
が
・
出
世
間
道
で
、
ど
の
宗
派
が
世
間
道
で
あ

る
か
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
同
じ
｛
示
派
の
中
で
も
出
世
間
、
即
ち
悟
り
自
身
に
関
す
る
も
の
、
仏
教
の

本
質
に
関
す
る
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
世
間
道
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
を
世
俗
的
に
生
か
し
て
い
く
道
と
、
そ
う
い
・
つ
二
面
性
が
あ
る

と
い
う
と
こ
ろ
で
世
間
と
・
出
世
間
と
，
分
け
て
お
り
ま
し
て
、
宗
派
に
よ
っ
て
こ
の
宗
派
は
出
世
間
だ
、
こ
の
宗
派
は
世
間
だ
と
い
う
ふ
う

に
分
け
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
．
、
た
だ
出
世
間
㍉
兵
迫
の
中
を
理
論
宗
と
実
際
宗
、
理
論
宗
は
道
理
宗
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
ヒ

こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
理
論
宗
と
実
際
宗
に
分
け
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
理
論
宗
と
い
う
の
は
大
体
奈
良
時
代
、
そ
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れ
か
ら
平
安
時
代
の
仏
教
を
理
論
宗
と
呼
λ
で
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
を
実
際
宗
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
理
論
と
実
際
と
い
う
も
の
を

ビ
こ
で
分
け
て
い
る
か
と
い
う
と
、
理
論
宗
は
理
論
を
表
に
出
し
て
い
る
宗
派
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
天
台
宗
で
は
、
理
屈
か
ら
言

う
ヒ
「
凡
て
の
も
の
は
本
来
仏
で
あ
る
」
・
こ
い
う
立
場
を
取
る
わ
け
で
す
ね
。
本
来
仏
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
貫
け
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
は
じ
め
か
ら
凡
て
の
も
の
が
仏
で
あ
る
ヒ
い
う
な
ら
ば
、
修
業
な
ん
か
い
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
．
．
ヒ
こ
ろ
が
実
際
に
は
迷
っ
て
い
る
人
間
だ
か
ら
、
道
理
か
ら
い
え
ば
仏
で
あ
っ
て
も
、
修
業
し
て
悟
り
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
が

な
け
れ
ば
仏
教
と
し
て
の
実
際
の
役
割
は
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
面
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
面
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
、
例
え
ば
道
元
な
ん
か
も
そ
う
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
問
題
を
提
出
し
、
凡
て
は
本
来
仏
で
あ
る
と
い
う
一
線
で
修
業
の

理
論
化
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
．
．
そ
う
い
う
二
つ
の
矛
盾
し
た
面
を
持
つ
中
で
道
理
の
面
を
表
に
し
て
い
く
も
の

を
理
論
宗
、
そ
れ
に
対
し
て
実
際
に
自
分
達
が
悟
り
に
到
達
す
る
と
い
う
面
を
表
に
出
し
て
い
る
も
の
を
実
際
宗
と
区
別
を
し
た
よ
う
で

す
．　

そ
れ
で
先
程
、
中
道
あ
る
い
は
融
合
、
円
融
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
の
も
理
論
宗
と
実
際
宗
と
い
う
も
の

は
ど
っ
ち
を
表
に
出
し
て
い
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
理
論
宗
な
ら
ば
理
論
一
点
ば
り
、
実
際
宗
な
ら
ば
実
際
だ
け
で
理
論

が
な
い
と
い
う
よ
う
な
わ
け
で
な
い
と
み
て
い
る
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
の
仏
教
は
理
論
を
表
に
出
し
た
宗
派
、

言
う
な
ら
ば
・
実
際
の
修
業
よ
り
も
理
論
を
表
．
面
に
し
、
重
視
し
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
仏
教
は
理
論
的
な
面
よ
り
も
実
際
に
悟
る
こ
と
を

中
心
に
し
て
い
る
宗
派
だ
と
い
う
意
味
で
分
け
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
理
論
宗
の
な
か
を
哲
学
門
、
宗
教
門
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
小
乗
、

大
乗
、
権
大
乗
、
実
大
乗
と
分
け
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
出
世
間
道
、
世
間
道
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
理
論
の
中
の
哲
学
的

な
面
と
宗
教
的
な
面
ヒ
い
う
こ
ヒ
で
分
け
て
い
っ
て
、
宗
派
に
よ
る
区
別
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
権
大
乗
、
実
大
乗
、
こ
こ
の
と
こ
ろ

は
宗
派
に
対
す
る
分
類
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
権
大
乗
と
い
う
も
の
は
大
乗
的
な
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
大
乗
に
準
ず
る
よ
う
な
も
の
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と
い
う
二
と
で
す
け
れ
ど
も
、
法
相
宗
と
三
論
宗
が
権
大
乗
で
、
天
台
宗
、
華
厳
宗
、
真
言
宗
な
ど
が
真
実
の
大
乗
だ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
分
け
ヱ
、
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
実
際
宗
の
な
か
を
智
力
宗
と
感
情
宗
と
い
う
二
つ
に
分
け
て
お
り
ま
し
て
、
こ
こ
が
学
祖
の
独
特
の
と

こ
ろ
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
起
源
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
私
は
む
し
ろ
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
人
間
の
心
の
働
き
を
智
力
と
感
情
の
二
つ
の
面
で
捉
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
智
力
を
表
に
出
す
宗
派

と
感
情
を
表
に
出
す
宗
派
と
分
け
て
い
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
智
力
を
表
に
出
し
て
い
る
宗
派
が
い
わ
ゆ
る
聖
道
門
、
禅
と
か
日
蓮
だ
と
、

そ
れ
か
ら
感
情
を
表
に
出
し
て
い
る
宗
派
は
浄
土
宗
と
真
宗
だ
と
い
う
こ
と
で
、
し
た
が
っ
て
真
宗
は
日
本
仏
教
の
中
の
出
世
間
．
道
で
実

際
宗
の
感
情
宗
と
い
う
よ
う
な
位
置
付
け
を
、
学
祖
は
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
．
、

　
そ
れ
で
感
情
と
い
う
言
葉
で
実
際
に
ビ
う
い
う
も
の
を
称
し
て
い
る
か
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
二
つ
の
面
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
　
一
つ
は
人
間
の
立
場
で
感
情
中
心
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
仏
の
立
場
で
感
情
中
心
と
い
う
よ
う
な
、
二
つ
の
面
か
ら
感
情
中
心
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
の
立
場
ぞ
、
の
感
情
・
中
心
と
は
人
の
賢
愚
を
問
わ
ず
い
か
な
る
も
の
に
て
も
信
じ
得
ら
れ
る
教
義
を
説
き
、
た
だ

信
念
と
か
依
糠
、
仏
に
よ
る
・
二
か
仏
を
信
ず
る
と
い
う
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
［
．
信
ず
る
」
と
か
「
依
る
」
と
い
う
こ

と
が
智
力
に
依
る
の
で
は
な
ー
感
情
に
依
る
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
信
仰
中
心
と
い
い
ま
す
か
、
信
心
を
中
心
と
す
る

宗
派
で
あ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
人
間
の
感
情
を
表
と
し
て
い
る
宗
派
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
感
情
に
つ
い
て
、
感
情
に

は
実
は
高
等
な
感
情
と
下
等
な
感
情
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
下
等
な
感
情
と
は
、
例
え
ば
雷
を
恐
れ
て
雷
を
支
配
し
て
い
る
神
様
に
お
祈

り
を
し
て
、
雷
の
害
を
防
い
で
い
こ
三
ご
　
い
う
の
が
愚
民
の
信
ず
る
下
等
な
感
情
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
真
宗
は
阿
弥
陀
仏
を
信
ず
る
と

㌧
つ
こ
と
を
通
じ
て
真
正
の
徳
性
を
啓
発
し
真
善
美
を
包
有
す
る
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、
高
等
な
感
情
に
属
す
る
ん
だ

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
、
す
。
そ
れ
か
ら
仏
の
方
も
、
真
宗
の
教
学
で
は
感
情
が
表
に
出
て
い
る
ん
だ
と
主
張
い
た
し
ま
し

て
、
こ
れ
は
仏
と
い
う
も
の
は
智
慧
と
慈
悲
と
い
う
二
つ
の
徳
を
も
っ
て
い
る
、
智
慧
と
慈
悲
の
二
つ
．
の
徳
を
も
っ
て
い
る
問
で
、
阿
弥

100



，
陀
仏
が
人
を
救
う
と
い
う
の
．
は
慈
悲
に
よ
る
ん
だ
と
、
智
慧
に
よ
る
の
．
で
は
な
く
慈
悲
に
よ
る
の
は
智
慧
ヒ
感
情
と
二
つ
に
対
立
さ
せ
れ

ば
感
情
の
部
分
に
入
る
ん
だ
・
二
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
信
ず
る
と
い
う
立
場
も
感
情
の
分
野
に
属
す
．
る
し
、
そ
れ
を
慈
悲
を
も
っ

て
救
三
つ
と
い
う
仏
の
立
田
プ
も
蔵
合
情
の
立
場
に
よ
る
し
二
い
う
こ
と
で
、
亘
ぶ
ボ
な
ど
は
威
心
情
｛
示
と
い
弓
立
場
ば
に
人
る
ん
だ
と
・
王
張
し
て
い
る
わ

け
で
す
．
、
た
だ
、
聖
道
門
と
浄
土
門
の
分
け
方
の
と
こ
ろ
で
、
ど
う
1
ー
ン
初
期
の
頃
は
、
聖
道
門
は
智
力
と
い
う
ニ
と
に
対
し
〔
、
、
浄
七
門

は
感
情
と
い
う
こ
ヒ
に
当
て
は
め
て
い
き
ま
す
。
浄
上
門
は
智
に
対
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
、
愚
か
な
男
性
、
　
、
、
　
、

ー
u
の
な
ん
ビ
㌧
と
い
ー
つ
肯
痘
物
で
、
　
ン
．
†
畑
m
は
み
て
い
七
長
ト
ご
つ
で
す
。

　
『
仏
教
活
論
序
論
』
明
治
二
十
年
の
著
作
に
聖
道
門
は
「
自
ラ
理
ヲ
究
．
メ
行
ヲ
修
ム
」
し
二
い
う
の
に
対
し
て
、
浄
土
門
は
［
唯
、
他
ノ

カ
ニ
ヨ
⑭
、
テ
成
仏
ス
ベ
・
／
、
そ
れ
か
ら
聖
道
門
は
白
力
に
－
．
治
る
、
浄
土
門
は
他
力
に
、
土
る
、
聖
道
門
は
難
行
だ
、
浄
仁
門
は
易
行
だ
、
聖

道
門
は
渓
貝
利
．
、
汚
伊
土
門
は
愚
鈍
な
る
も
の
、
　
し
た
が
っ
て
聖
・
適
門
は
「
知
者
き
ナ
者
｝
二
滴
｝
ス
」
、
浄
土
門
は
「
漫
㌣
宏
愚
婦
二
滴
一
ス
ル
法
」
／
1
｝
い

う
分
類
二
の
仕
．
方
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
．
．
た
だ
、
こ
れ
は
浄
土
門
は
萬
心
夫
禺
心
婦
‥
の
教
え
だ
レ
一
い
う
規
｛
疋
の
仕
方
を
已
貝
い
て
い
き
ま
す
．
と
、

や
っ
．
は
り
こ
れ
は
真
巨
示
・
シ
∨
し
て
は
具
合
が
悪
い
．
．
真
宗
を
信
ず
る
も
の
は
愚
か
な
も
の
で
、
知
識
の
あ
る
も
の
は
み
ん
な
聖
道
門
か
と
い

う
．
）
レ
）
に
な
る
と
具
合
が
悪
い
こ
と
に
な
る
ん
じ
⇔
、
な
い
か
、
学
祖
は
、
こ
の
点
を
後
で
は
方
向
を
少
し
転
換
し
て
い
る
よ
．
う
な
感
じ
が

い
た
し
ま
す
、
こ
れ
は
真
宗
自
身
の
思
想
や
考
え
方
、
浄
土
門
自
身
の
考
え
方
の
中
で
、
例
え
ば
龍
樹
と
い
う
昔
の
人
は
仏
教
に
は
目
的

に
到
達
す
る
の
に
無
量
の
門
が
開
か
れ
て
い
て
、
し
た
が
っ
一
、
目
的
地
に
到
達
す
る
た
め
に
易
行
ヒ
難
行
と
い
う
二
つ
の
道
が
あ
る
ヒ
い

う
の
で
す
．
そ
れ
で
仁
又
L
入
志
幹
と
圭
日
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
立
派
な
人
は
困
難
W
な
道
を
歩
’
い
て
い
き
な
さ
い
、
こ
れ
は
陸
．
の
ぺ
遭
を
歩
ジ

い
て
い
・
O
．
亡
つ
な
も
の
だ
．
．
そ
れ
か
ら
易
L
い
行
と
い
う
の
は
船
に
よ
っ
．
て
目
的
地
に
い
く
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
は
・
自
分
が
努
力
し
な

く
て
も
た
だ
船
に
さ
え
乗
れ
ば
、
船
が
日
］
的
地
へ
運
ノ
八
で
く
れ
る
。
・
自
分
の
足
で
歩
い
て
い
く
の
は
困
難
な
方
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
途

中
で
ダ
ウ
、
、
・
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
船
に
乗
〔
．
て
い
く
道
は
易
し
い
道
で
あ
っ
て
早
：
確
実
に
日
的

／｛．｝1



地
に
つ
け
る
．
、
た
だ
し
、
こ
れ
は
弱
い
人
間
（
檸
弱
怯
劣
）
が
採
用
す
る
道
で
あ
っ
て
、
し
っ
か
り
し
た
人
は
自
分
の
足
で
歩
（
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
2

道
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
・
土
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
道
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
弱
い
人
の
た
め
に
開
か
　
ー

れ
た
道
と
い
う
面
が
最
初
か
ら
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鷺
な
ん
か
は
浄
土
の
思
想
を
仏
教
の
中
で
最
高
の
道
な
ん
だ
と
位
置
付
け

を
し
ま
す
、
、
弱
い
人
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
あ
り
ま
す
し
、
悪
人
正
機
と
か
、
親
鷺
自
身
が
愚
禿
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
弱
い
愚
か
な
人
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
最
甘
同
の
道
な
ん
だ
、
釈
迦

が
．
｝
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
目
的
が
本
来
は
浄
土
教
を
開
く
た
め
で
あ
っ
た
ん
だ
と
位
置
付
け
を
い
た
し
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
微
妙

に
影
響
し
て
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ね
。

　
大
体
学
祖
は
蓮
如
と
い
う
人
の
立
場
を
中
心
に
し
て
も
の
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
蓮
如
の
書
い
た
も
の
を
み
て
も
愚
夫

愚
婦
の
教
え
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
愚
夫
愚
婦
も
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
教
え
、
愚
夫
愚
婦
を
も
包
含
す
る
教
え
と
い
う
よ
う
な
表
現

が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
の
点
は
あ
る
程
度
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
言
っ
〔
、
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は
っ
き
り
一
三
口
う
た

め
に
は
も
っ
と
学
祖
の
言
っ
た
．
一
と
を
並
べ
て
端
か
ら
調
べ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
感
じ
が

し
ま
す
と
い
う
程
度
に
止
ど
め
て
置
き
た
い
と
思
う
の
で
す
．
、
少
し
後
の
も
の
に
な
る
と
や
っ
ぱ
り
学
祖
自
身
も
愚
夫
愚
婦
を
も
含
む
教

え
、
そ
れ
か
ら
聖
道
門
と
浄
土
門
は
裏
表
の
関
係
で
あ
っ
て
結
局
は
同
じ
も
の
な
ん
だ
と
い
う
位
置
付
け
を
す
る
の
に
努
力
し
て
い
る
と

い
う
戚
心
じ
が
い
た
し
ま
す
。三

　
学
祖
の
真
理
観

　
こ
れ
は
平
等
即
差
別
と
い
い
ま
し
兵
う
か
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
相
反
す
る
両
面
を
結
び
つ
け
る
、
溶
け
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ

に
仏
教
の
全
体
の
真
理
と
い
う
も
の
を
も
認
め
て
い
く
よ
う
で
す
し
、
真
宗
の
思
想
に
対
し
て
も
そ
う
い
う
面
で
認
め
て
い
く
と
い
う
こ



と
が
あ
る
わ
け
で
す
、
、
こ
れ
は
実
は
浄
土
教
の
思
想
に
昔
か
ら
あ
る
も
の
で
、
浄
土
教
に
限
ら
ず
に
仏
教
全
体
が
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、

例
え
ば
浄
土
の
本
質
ヒ
は
な
に
か
、
浄
土
と
い
う
と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
う
こ
レ
一
に
な
る
わ
け
で
す
。
普
通
、
経
典
と
か
い

ろ
い
ろ
な
論
に
表
現
品
、
」
れ
て
い
る
浄
土
の
姿
と
い
う
の
は
大
変
美
し
い
と
こ
ろ
だ
、
極
楽
浄
土
と
い
い
ま
し
て
、
極
め
て
楽
し
い
と
書
い

て
あ
る
わ
け
で
す
、
見
た
目
に
も
非
常
に
美
し
い
、
い
つ
で
も
静
か
な
音
楽
が
流
れ
て
い
て
、
そ
の
音
楽
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
仏
法
の

真
理
を
音
楽
で
表
し
て
い
る
、
そ
れ
か
ら
い
つ
で
も
こ
こ
ち
よ
い
風
が
吹
い
て
い
る
と
い
う
非
常
に
感
覚
的
な
楽
し
さ
の
世
界
と
い
う
表

現
が
レ
、
㌔
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
大
き
な
御
殿
が
あ
っ
て
そ
の
中
で
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
が
実
際
に
法
を
説
い
て
い
ら
’
，
し
ゃ
る
。

そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
世
の
中
で
は
も
う
既
に
釈
迦
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
時
間
が
た
っ
て
し
ま
っ
て
、
直
接
仏
か
ら
教
え
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
経
典
と
い
う
形
で
残
さ
れ
た
も
の
を
読
む
よ
り
し
ょ
う
が
な
い
．
．
レ
＝
｝
う
が
極
楽
浄
土
と
い
う
世
界
は
実
際
に

今
、
仏
が
い
㎡
、
、
そ
こ
で
仏
が
説
法
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
か
ら
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
れ
ば
仏
か
ら
直
接
教
え
を
聞
い
一
、
悟
っ
て
い

く
こ
と
が
て
き
る
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
浄
上
教
の
立
場
で
す
。
、
一
，
伝
統
的
な
L
と
付
け
加
え
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

は
そ
れ
を
一
歩
昇
前
に
引
き
出
し
ま
し
て
、
こ
の
世
で
念
仏
を
称
え
る
ヒ
き
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
る
。
そ
れ
で
浄
上
に

生
ま
れ
れ
ば
、
即
仏
に
な
る
こ
と
が
で
長
、
・
る
と
㌧
つ
形
に
転
換
し
た
わ
け
で
す
．
伝
統
的
な
浄
土
教
で
い
う
と
、
こ
の
世
で
念
仏
し
た
も

の
は
来
世
に
極
楽
浄
⊥
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
れ
ば
阿
弥
陀
仏
か
ら
直
接
教
え
を
聞
い
て
、
そ
こ
で
必
ず
仏

に
な
る
二
‘
二
が
で
き
る
と
い
う
の
が
考
え
庁
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
極
楽
浄
土
と
い
う
の
は
非
常
に
美
し
い
世
界
、

素
晴
し
い
、
楽
に
満
ち
満
ち
た
世
界
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
・
質
は
空
だ
ヒ
い
う
わ
け
で
す
。
空
と
い
う

の
は
本
来
不
可
思
議
の
も
の
で
あ
っ
∠
、
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
と
か
、
表
現
を
超
え
た
世
界
で
あ
る
と
言
う
わ
け
で
す
．
思
惟
・
表
現
の
世

界
を
超
え
た
世
界
で
あ
る
空
の
世
界
が
、
空
そ
の
も
の
に
し
｝
ど
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
人
々
を
救
う
力
を
実
際
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
　
0
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

い
。
空
の
世
界
が
、
空
自
身
の
原
理
が
浄
土
と
い
う
姿
に
展
開
す
る
こ
と
を
通
じ
て
人
々
を
救
う
力
が
あ
る
レ
三
］
う
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
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．
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宗
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．
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が
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わ
れ
が
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か
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な
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も
の
1．．
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．L

撃
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．
自
分
の
上
に
感
知
せ
ら
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し
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こ
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．
ん
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だ
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智
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し



え
方
と
ウ
ェ
イ
ト
の
置
き
方
が
か
わ
っ
イ
、
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
一
番
に
あ
げ
た
の
が
報
謝
の
念
仏
で
す
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
グ
、
親
・
鷺
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
わ
れ
る
と
ち
ょ
っ
と
困
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
報
謝
と
い
う
の
は
、

仏
に
　
二
恐
謝
す
る
へ
．
心
仏
L
一
C
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
親
鷺
の
言
葉
を
あ
げ
れ
ば
「
念
仏
を
申
さ
ん
と
思
い
立
つ
・
心
の
起
る
と

き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
．
い
し
め
た
ま
う
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
念
仏
を
称
え
よ
う
・
二
い
う
心
が
起
こ
一
．
た
と
キ
、
＼
に
も

う
仏
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
決
圭
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
そ
れ
な
り
の
特
色
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
ま

で
法
然
だ
っ
た
ら
お
そ
ら
く
実
．
際
に
口
で
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
行
為
に
か
な
り
ウ
ェ
イ
ト
を
も
っ
て
見
て
い
た
こ
と
に
な
る
ん
で
し
．
▲

う
け
れ
ど
も
、
親
．
鷺
は
念
仏
を
称
え
よ
う
と
い
う
心
が
起
こ
っ
た
と
き
に
救
わ
れ
る
ん
だ
と
い
っ
て
、
信
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調
す

る
わ
け
、
で
す
。
そ
こ
で
来
世
に
極
楽
往
生
が
決
ま
っ
、
た
ら
、
す
な
わ
ち
念
仏
申
そ
う
と
い
う
心
が
思
い
立
っ
、
た
ら
、
そ
の
後
は
な
ん
に
も

し
な
く
て
い
い
か
と
い
う
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
念
仏
の
行
者
は
一
生
死
ぬ
ま
で
念
仏
を
称
え
続
け
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

じ
ゃ
信
が
確
立
し
た
後
の
念
仏
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
対
す
る
報
謝
、
ご
恩
に
報
い
る
た
め
の

念
仏
な
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
す
．
、
こ
れ
は
親
鷺
の
中
に
ま
っ
た
く
な
い
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
親
鷺
は
こ
う
い
う
こ
と

は
言
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
真
宗
教
学
の
研
究
家
な
ど
で
は
親
鷺
の
曾
孫
に
あ
．
た
る
覚
如
が
、
信
心
を
確
立
し
た
ヒ
の
念
仏

は
報
謝
の
た
め
の
念
仏
だ
と
い
’
つ
こ
と
を
非
常
に
強
調
し
て
い
っ
た
し
、
そ
れ
を
受
け
て
蓮
如
と
い
う
人
が
こ
れ
を
強
調
し
た
ん
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
の
蓮
如
の
書
い
た
も
の
を
み
ま
す
と
、
御
恩
報
謝
の
た
め
に
念
仏
を
称
え
な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
終
始
で
て
き
ま

し
て
、
報
謝
の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
学
祖
の
書
い
た
も
の
を
見
る
と
、
へ
．
心
仏
を
称
え
る
こ
と
は
報
謝
の
念

仏
だ
と
い
う
こ
と
で
、
「
．
仏
カ
ノ
不
思
議
ヲ
信
知
シ
テ
、
コ
レ
ニ
帰
順
ス
ル
ヲ
言
ウ
、
其
ノ
心
定
マ
リ
タ
ル
上
ぺ
、
其
日
夜
・
／
称
名
へ
報
恩

ノ
業
務
ト
シ
テ
、
仏
恩
ノ
広
大
ナ
ル
ニ
報
謝
ス
ル
意
ナ
リ
ト
ス
」
と
、
報
謝
の
念
仏
と
い
う
考
え
方
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
学
祖
は
親
鷺
自
身
よ
り
も
親
鷺
以
後
に
発
展
し
た
真
宗
教
学
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す

1〔｝6



る
わ
け
で
す
．
．

　
そ
れ
か
ら
、
真
俗
二
諦
が
大
き
な
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
仏
教
の
教
説
を
真
諦
と
俗
諦
と
い
う
二
つ

の
面
に
分
け
る
と
い
う
考
え
方
が
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
出
て
き
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
分
野
と
い
い
ま
す
と
、
三
論
宗
は
三
論
宗
で
そ
う
い

う
も
の
を
出
し
ま
す
し
、
い
ろ
ん
な
宗
派
で
そ
れ
を
持
ち
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
真
諦
と
は
＝
応
考
え
れ
ば
宗
教

的
な
真
理
と
い
・
ユ
思
味
で
、
俗
諦
と
は
世
俗
的
な
真
理
と
い
う
意
味
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
世
俗
と
真
実
と
い
う
も
の
を
ど
う
い

う
と
こ
ろ
〔
．
・
分
け
て
考
え
て
い
く
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
段
階
の
も
の
が
あ
．
り
ま
し
一
、
、
　
一
概
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
ち
．
奏
っ
と
他
の
例
を
持
ち
出
し
ま
す
と
、
例
え
ば
維
摩
経
と
い
う
経
典
の
中
で
は
空
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
文
殊
菩
薩
と
維
摩

居
士
が
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
出
す
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
文
殊
は
空
と
い
う
こ
と
は
不
可
思
議
で
あ
る
と
述
べ
ま
す
．
、
不
可
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
、
思
は
思
う
で
す
ね
、
議
は
言
葉
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
、
空
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、

表
現
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
，
し
た
が
っ
て
、
空
と
い
う
の
は
本
当
は
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
こ
と
も
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
だ

と
文
殊
が
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
維
・
摩
に
、
あ
な
た
な
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
言
う
か
と
き
く
と
、
維
摩
は
全
然
黙
っ
て
な
ん
に
も
応
え

な
か
っ
た
、
　
一
言
も
発
し
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
言
葉
で
は
表
現
で
き
ま
せ
ん
よ
と
い
う
ふ
・
つ
に
、
言
葉

で
表
現
し
た
世
界
と
い
う
の
は
俗
諦
だ
と
い
う
よ
う
に
当
て
は
め
て
言
う
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
言
葉
で
表
現
で

き
な
い
な
ら
ば
黙
っ
グ
、
い
る
よ
り
し
よ
う
が
な
い
、
黙
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
真
諦
に
あ
た
る
。
そ
う
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ

う
い
う
ふ
う
に
し
π
、
仏
教
の
真
理
そ
の
も
の
を
無
言
で
い
る
の
と
、
言
葉
で
は
表
せ
な
い
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
と
が
真
諦
と
俗

諦
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
場
合
は
俗
諦
を
通
じ
て
真
諦
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
文
殊
が
言
葉
で
表
現
で
き
ま
せ
ん
、
考
え
る
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
と
い
う
ふ
う
に
言
ブ
．
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
維
摩
が
黙
っ
イ
．
・
い
る
こ
と
の
意
味
が
よ
・
、
理
解
で
き
る
。
俗
諦
と
真
諦
と
、
　
0
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両
用
相
ま
っ
て
真
実
の
世
界
を
開
顕
し
、
表
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
真
諦
と
俗
諦
と
い
う
も
の
に
対
す
る
程



度
の
高
い
考
え
方
と
い
う
．
｝
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
真
宗
の
教
学
の
中
で
真
俗
二
諦
と
い
二
，
・
こ
ヒ
を
強
調
し
た
の
が
蓮
如
で
あ
っ
、
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た
わ
け
で
す
．
．
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蓮
如
は
、
真
宗
の
信
者
は
表
に
ぱ
あ
ん
ま
り
真
宗
の
一
信
者
ら
し
い
と
こ
ろ
を
出
す
な
と
い
う
の
で
す
ね
．
、
表
側
に
は
そ
の
・
二
き
の
世
俗

的
な
法
律
ヒ
い
い
ま
す
か
、
世
間
的
な
道
徳
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
受
け
入
れ
イ
、
、
そ
れ
を
表
に
出
し
て
い
き
な
さ
い
．
．
例
え
ば
、
干
法

と
い
う
の
は
m
世
間
的
な
教
え
と
い
う
こ
し
二
に
な
り
↓
．
〉
す
け
れ
ど
も
、
「
王
法
を
し
て
も
と
と
し
、
仁
ご
我
を
先
と
し
て
冊
］
問
通
途
「
の
主
我
に
準
じ

て
」
世
間
に
普
通
に
通
用
し
て
い
る
・
．
ご
・
！
な
や
り
方
に
準
じ
て
、
そ
し
て
．
当
流
の
安
心
を
ば
内
心
に
深
く
た
く
わ
え
て
、
外
相
に
法
流

の
姿
．
を
他
家
に
見
え
ぬ
よ
・
つ
に
振
舞
う
べ
し
L
心
の
中
に
自
分
の
信
仰
と
い
う
も
の
は
た
く
わ
え
て
い
て
、
外
側
に
そ
う
い
う
信
仰
を
も
っ

て
い
る
ヒ
い
う
姿
を
示
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
な
二
、
）
い
ヒ
い
う
わ
け
で
す
。
そ
二
，
・
い
・
つ
こ
と
の
巳
体
的
な
姿
と
し
て
「
神
社
を
軽
し
む

る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
．
．
一
そ
れ
か
∴
、
、
「
諸
仏
菩
薩
な
ら
び
に
諸
道
を
軽
し
む
る
べ
か
ら
ず
⊂
」
い
ろ
い
ろ
な
他
の
宗
派
と
か
、
他
の
宗
教

の
御
堂
な
ん
か
を
軽
ん
じ
一
、
は
な
ら
な
い
．
．
「
諸
宗
諸
法
を
誹
誘
す
べ
か
ら
ず
。
」
他
の
教
え
を
非
難
し
て
は
い
け
な
い
。
「
．
守
二
護
地
頭
を
粗

略
・
に
す
べ
か
ら
ず
，
．
」
守
護
．
地
頭
と
い
う
支
配
者
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
ー
。
「
国
の
仏
教
の
次
第
非
義
た
る
問
正
義
に
赴
く

べ
き
こ
と
．
「
国
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
仏
法
が
道
」
理
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
内
・
心
で
L
二
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
け

れ
ど
も
、
正
し
い
仏
教
に
赴
・
・
べ
き
だ
．
、
「
当
流
の
た
つ
る
ヒ
こ
ろ
の
他
力
の
信
心
を
ば
内
心
に
深
く
決
定
す
べ
し
。
一
自
分
の
真
宗
の
信

仰
と
い
う
の
は
心
の
中
に
深
く
確
立
す
べ
き
で
あ
っ
、
て
、
外
側
は
王
法
、
世
問
的
な
道
徳
、
あ
．
る
い
は
法
律
・
み
た
い
な
も
の
に
従
っ
て
い

ー
・
＋
う
に
と
い
う
こ
と
を
蓮
如
は
強
調
す
る
わ
け
で
す
．
．
親
鷺
は
あ
ま
り
真
俗
二
諦
と
は
言
わ
な
い
、
そ
う
い
ス
ノ
一
、
百
葉
を
用
い
な
い
よ
う

に
思
い
ま
す
，
．
親
質
自
身
の
行
な
っ
た
こ
と
と
い
う
の
は
仏
法
－
中
心
、
信
仰
中
心
で
あ
っ
て
信
に
反
す
る
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
も
排
撃

し
て
い
く
と
い
・
つ
立
場
を
と
’
，
．
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
師
の
法
然
が
流
さ
れ
た
と
き
に
、
「
主
上
臣
下
法
に
背
き
義
に
違
い
」
と

言
っ
て
、
天
皇
も
天
自
の
家
来
ビ
も
も
そ
れ
か
ら
南
都
北
嶺
の
昔
か
ら
の
仏
教
者
達
も
儒
教
の
人
達
も
・
官
僚
も
、
み
ん
な
正
．
義
に
違
反
し



て
自
分
の
師
の
法
然
を
流
し
者
に
し
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
強
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
恐
ら
く
蓮
如
だ
っ

た
ら
、
も
し
と
い
λ
、
の
が
具
合
が
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
「
王
法
を
も
と
と
し
一
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
と

こ
ろ
．
ま
で
非
難
は
し
な
い
ん
じ
巧
、
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ち
．
．
訴
っ
と
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
第
．
．
次
大
戦
中
、
真
宗
の
天
皇
批
判
と
い
う
の
は
具
合
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
主
」
臣
下
の
「
主

上
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
わ
ざ
わ
ざ
抜
い
て
印
刷
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
，
私
の
持
っ
．
て
い
る
テ
キ
ス
ト
も
主
上
と
い
う
と
こ
ろ

が
抜
け
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
い
は
こ
こ
を
親
鷺
の
書
い
た
も
の
と
別
に
「
．
・
王
上
の
臣
下
」
レ
ニ
「
の
」
を
入
れ
さ
せ
れ
ば
、
天

皇
が
悪
く
な
・
・
て
家
来
だ
け
が
悪
か
〔
、
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
そ
う
で
す
、
、
そ
れ
か
ら
親
轡
一
は
自
分
の
も
と

の
弟
子
で
あ
r
ノ
て
も
、
親
．
曾
、
の
直
接
の
手
元
か
ら
離
れ
た
と
き
に
昔
か
ら
の
信
仰
に
戻
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
人
達
の
こ
と
を
非
常
に
非

難
し
て
い
ま
す
．
．
そ
う
い
う
や
り
．
万
を
し
て
い
ま
し
て
、
親
鷺
と
い
う
人
は
王
法
な
ん
て
こ
と
は
あ
．
ん
ま
り
考
え
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
、
　
一
途
に
法
自
身
を
中
心
に
す
る
考
え
方
を
し
て
い
っ
た
ん
じ
朽
、
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
蓮
如
（
ー
つ
い
に
な
る

と
こ
う
し
て
世
俗
へ
の
考
慮
と
い
∫
、
の
が
非
常
に
強
く
出
了
、
一
れ
て
ー
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
、

　
そ
れ
で
学
祖
は
護
国
愛
理
と
い
う
こ
と
を
よ
く
お
っ
し
○
、
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
国
を
護
る
L
と
い
う
こ
と
と
「
理
を
愛
．
す
る
」
と
い
う

両
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
私
な
ん
か
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
学
祖
は
蓮
如
教
学
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
て
、
俗
諦
門
を
も
う
少
し

強
調
し
た
形
で
護
国
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
か
ら
真
諦
門
を
真
宗
教
学
、
愛
．
理
と
い
う
形
で
生
か
し
て
い
っ
て
、
明
治
的
に
蓮
如

の
真
俗
二
諦
を
生
か
し
た
形
を
と
っ
た
・
万
だ
な
と
い
う
気
持
ち
が
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
二
諦
兼
行
ヲ
以
テ
其
ノ
宗
，
・
本
旨
ト
ス
ル
、

（
中
略
、
真
諦
門
に
つ
．
い
て
は
省
略
）
、
俗
諦
門
，
・
上
二
考
フ
ル
ト
ー
キ
ハ
王
法
為
本
ヲ
説
キ
敬
神
愛
国
」
、
国
を
愛
す
る
と
い
う
言
葉
ま
で

は
、
私
は
蓮
如
で
は
出
て
こ
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ビ
も
、
王
法
を
本
と
為
す
レ
一
い
う
こ
レ
一
を
展
開
さ
せ
れ
ば
や
っ
ぱ
り
国
を
愛
す
る
、
　
0
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国
を
護
る
と
い
う
思
想
に
展
開
す
る
λ
じ
若
．
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
仁
義
礼
譲
ノ
如
キ
世
道
ヲ
遵
守
ス
ル
コ
ト
ヲ
勧
メ
、
国
家
卜
共
二
其



教
ヲ
盛
ン
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
タ
ル
ガ
如
キ
是
ナ
ー
－
・
L
と
い
う
こ
と
を
『
真
宗
哲
学
大
音
心
』
と
い
う
書
物
の
中
で
書
い
て
お
り
ま
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

こ
う
い
う
も
の
を
み
て
い
ま
す
ヒ
、
学
祖
の
思
想
の
根
底
と
い
う
の
は
蓮
如
教
学
に
あ
．
る
ん
だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
1

五
学
祖
と
真
宗
思
想

　
学
祖
の
護
国
愛
理
．
は
私
な
ん
か
の
」
巳
場
か
ら
み
れ
ば
、
真
俗
二
諦
の
．
生
か
し
方
で
あ
ろ
う
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
次
に

迷
信
の
排
撃
と
い
う
こ
と
で
、
い
Z
、
い
ろ
学
祖
は
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
も
の
も
真
宗
の
立
場
か
ら
み
る
と
親
鷺
と

か
、
真
宗
の
立
場
を
明
治
的
に
生
か
L
た
形
で
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
親
鷺
と
い
う
人
は
阿
弥
陀
仏
へ
の

信
仰
と
い
う
こ
と
に
徹
し
ま
す
．
．
そ
う
す
る
と
た
と
え
ば
［
口
が
い
い
だ
と
か
、
悪
い
だ
と
か
、
方
角
が
い
い
だ
と
か
、
悪
い
だ
と
か
、
あ

あ
い
う
も
の
は
煩
悩
の
表
現
、
人
間
の
迷
い
の
表
現
と
し
て
表
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
み
て
い
き
ま
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
人
間
が
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
否
定
し
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
有
名
な
和
讃
と
い
う
も
の
の
な
か
に
「
悲
し
き
か

な
や
道
俗
の
良
時
吉
口
え
ら
ば
し
め
一
、
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
お
坊
さ
ん
も
俗
人
も
い
ま
は
良
い
時
だ
と
か
、
悪
い
時
だ
と
か
、
あ
る
い

は
吉
日
、
今
日
は
結
婚
式
に
良
い
口
だ
と
か
、
そ
う
い
う
吉
日
を
選
ぶ
、
一
、
天
神
地
舐
を
あ
が
め
つ
つ
、
卜
占
祭
祀
を
つ
と
め
す
」
、
天
の

神
様
、
地
の
神
様
な
ん
て
い
う
の
を
あ
が
め
な
が
ら
、
占
い
を
し
た
り
、
そ
う
い
う
神
様
を
祭
る
を
つ
と
め
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
非
常

に
嘆
い
一
、
い
ま
す
．
、
こ
・
つ
い
う
の
も
ふ
、
、
二
・
、
う
蓮
如
の
諸
宗
諸
派
を
非
難
し
な
い
、
そ
う
い
う
御
堂
を
軽
ん
じ
な
い
と
い
う
行
き
方
と
あ
．

る
程
度
違
う
ん
じ
塘
、
な
い
か
。
正
反
対
で
す
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
重
．
点
の
置
き
所
が
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感

じ
が
し
ま
す
し
、
そ
う
い
う
よ
う
な
関
係
の
も
の
を
親
鷺
は
い
ろ
い
ろ
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
．
悲
し
き
か
な
や
こ
の
こ
ろ
の
和
国
の
道
俗

み
な
と
も
に
仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て
、
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す
L
、
日
本
の
お
坊
さ
ん
や
俗
人
は
仏
教
の
ふ
り
し
て
い
な
が
ら
、
実
際

に
は
仏
教
以
外
の
天
地
の
神
様
な
ん
か
を
尊
敬
し
〃
、
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
非
常
に
批
判
し
て
い



る
。
そ
れ
で
俗
に
　
門
徒
も
の
知
ら
ず
　
と
言
わ
れ
ま
し
〔
、
、
真
宗
の
教
徒
は
も
の
を
知
ら
な
い
レ
三
口
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
た

だ
知
ら
な
い
と
い
う
こ
ヒ
だ
け
で
は
な
く
イ
、
、
わ
れ
わ
れ
か
・
つ
言
え
ば
迷
信
的
な
要
素
を
積
極
的
に
否
定
し
て
い
ー
と
い
う
の
が
真
宗
教

学
の
立
場
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
立
場
が
学
祖
の
迷
信
排
撃
と
い
う
よ
う
な
立
場
と
な
っ
て
現
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
感
じ
、
こ
れ
は
ち
、
本
っ
と
我
田
引
水
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
戚
嘗
し
が
し
て
い
る
ん
で
ナ
。

　
そ
れ
で
以
上
述
べ
た
こ
と
を
要
約
し
ま
す
ヒ
、
学
祖
の
真
宗
観
と
は
、
基
本
は
や
は
り
真
宗
の
昔
か
ら
の
教
学
と
い
う
も
の
を
受
け
継

い
で
い
て
、
そ
れ
を
新
し
い
言
葉
で
検
討
し
、
新
し
い
衣
を
着
せ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
新
し
さ
が
あ
．
る
ヒ
思
い
ま
す
け
れ
ビ
も
、
も

う
一
歩
突
っ
込
ん
で
言
う
と
親
鷺
自
身
の
考
え
よ
り
も
、
そ
の
後
で
発
展
し
た
蓮
如
教
学
を
中
心
に
し
て
考
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
．

こ
れ
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
二
，
、
て
、
今
で
も
大
体
は
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
真
宗
の
教
学
の
中
心
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
く

蓮
如
の
考
え
方
に
動
か
ふ
・
　
れ
〔
、
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
更
に
言
・
つ
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
蓮
如
教
学
を
中
心
と
し
一
、
、
外
側
か
ら
み
て

い
っ
た
の
が
学
祖
の
．
立
場
じ
わ
、
な
い
か
と
思
い
ま
す
．
。
こ
れ
は
真
宗
で
い
う
な
ら
ば
蓮
如
教
学
と
い
う
も
の
を
底
一
に
お
い
て
、
そ
れ
を
外

側
と
い
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
外
側
か
ら
眺
め
て
新
し
い
色
合
を
見
出
だ
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
学
祖
の
特
色

が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
私
は
役
割
は
果
た
し
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
学
祖
の
後
で
東
本
願
寺
か
ら
派
遣

さ
れ
て
東
大
の
哲
学
科
を
出
た
清
沢
満
山
、
」
と
い
う
人
は
、
真
宗
教
学
を
外
か
ら
み
た
と
い
う
よ
り
は
、
真
宗
教
学
を
自
分
が
．
西
洋
哲
学
を

学
ん
だ
知
識
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
と
に
し
な
が
ら
真
宗
教
学
を
生
き
る
努
力
を
し
て
い
っ
た
人
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
新
し
鼻
、
」
が
・
出
て
く
る
。
学
祖
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
〔
、
、
初
期
の
『
．
宗
教
哲
学
骸
骨
」
な
ん
か
で
す
と
、

仏
教
の
立
場
で
み
れ
ば
華
厳
教
学
を
か
な
り
取
り
入
れ
て
い
る
。
華
厳
教
学
を
べ
ー
ス
に
し
て
、
そ
し
て
西
洋
的
な
も
の
レ
一
ミ
ッ
ク
ス
し
　
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

て
い
る
、
調
和
を
は
か
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
に
み
え
ま
す
し
、
そ
う
い
う
も
の
を
基
礎
と
し
て
他
力
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
他
力
の



哲
声
子
レ
一
い
・
（
、
の
は
結
局
、
哲
三
子
体
方
ボ
化
が
ア
、
き
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
批
評
を
す
る
人
も
い
ろ
よ
う
．
で
す
け
れ
ど
も
、
　
や
っ
．
ば
り
、
法
旧
沢

師
は
そ
れ
に
「
生
き
る
　
」
二
い
ろ
立
場
・
ゲ
「
・
一
っ
て
い
る
．
v
と
こ
ろ
が
μ
子
祖
は
蓮
如
教
巳
子
を
．
三
力
る
」
と
い
・
つ
∴
1
場
・
乙
ニ
レ
」
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
．
、
そ
ん
な
ー
二
ニ
ノ
．
に
学
祖
の
真
宗
観
．
の
特
色
が
あ
．
っ
．
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
明
治
の
．
初
期
に
あ
っ

て
は
恐
ら
く
大
き
な
役
割
を
梁
た
‘
．
ご
．
．
∵
八
だ
ろ
う
と
思
い
ま
．
す
．
．
こ
の
研
究
会
の
．
趣
旨
は
む
し
ろ
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
仏
教
の
廃

仏
殿
釈
ヒ
か
、
大
教
院
の
問
題
で
す
か
、
あ
あ
い
う
よ
う
な
過
程
か
ら
仏
教
が
ま
た
勢
力
を
復
．
活
々
．
」
せ
て
い
く
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い

う
よ
う
な
過
程
の
中
で
学
祖
の
真
宗
観
と
い
・
つ
も
の
．
、
あ
る
い
は
学
祖
自
身
の
働
き
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
役
割
を
果
た
し
た
か
と
い

う
よ
う
な
こ
と
の
検
討
が
・
エ
な
目
的
か
な
と
い
う
考
え
方
も
し
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ビ
も
、
ち
ょ
っ
．
と
そ
う
．
い
う
こ
と
を
や
る
に
は
時
間

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
．
，
こ
れ
撒
で
私
が
み
て
い
た
円
了
ぷ
子
祖
の
直
ぶ
示
観
・
の
．
特
缶
］
み
た
い
な
こ
と
を
沐
一
べ
ふ
へ
」
せ
て
い
た
だ
い
て
、
責
め
、
を

ふ
身
．
」
が
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
わ
一
▽
で
す
c
　
長
い
間
あ
．
り
．
．
が
レ
　
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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