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（
一
）
厭
苦
か
ら
欣
浄
へ 

 

韋
提
希
の
苦
の
正
体 

 

今
回
よ
り
発
起
序
六
縁
の
中
、
四
番
目
の
欣
浄
縁
に
つ
い
て
い
た

だ
い
て
い
き
ま
す
。
今
回
は
厭
苦
縁
か
ら
欣
浄
縁
へ
の
展
開
の
と
こ

ろ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

欣
浄
縁
（
ご
ん
じ
ょ
う
え
ん
）
は
前
の
厭
苦
縁
（
え
ん
く
え
ん
）
と
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
お
り
、「
仏
と
人
間
と
の
出
遇
い
」の
場
面
を
説
き
ま
す
。

「
仏
の
自
来
赴
請
」
と
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
の
ほ
う
か
ら
人
に

出
遇
う
。
こ
れ
が
厭
苦
縁
。
そ
の
人
は
今
度
は
自
ら
仏
に
出
遇
お
う

と
す
る
。
こ
れ
を
説
く
の
が
欣
浄
縁
で
す
。「
我
れ
今
極
楽
世
界
の
阿

弥
陀
仏
の
み
も
と
に
生
ま
れ
ん
と
楽
う
」
と
。 

 

「
厭
苦
縁
」
と
「
欣
浄
縁
」
は
深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
両
者
の
通
底
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
人
間
と
は
何
で
あ
り
、
真
実

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
、
人
間
の
救

い
に
お
い
て
最
も
根
源
的
な
部
分
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
こ
に
出
さ
れ
て
い
る
問
題
が
解
明
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

厭
苦
縁
の
最
後
に
、「
厭
苦
」
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
が
説
か
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れ
ま
す
。
こ
の
「
厭
苦
」
こ
そ
が
、
仏
を
前
に
し
た
人
間
の
姿
を
的

確
に
押
さ
え
た
表
現
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
厭
苦
縁
か
ら
欣
浄
縁
へ

と
通
底
す
る
人
間
存
在
の
象
徴
的
表
現
で
す
。「
苦
を
厭
う
」
と
い
う

「
苦
」
と
は
何
で
あ
り
「
厭
う
」
と
は
ど
う
す
る
こ
と
か
。
こ
こ
を

も
う
一
度
確
認
し
、こ
れ
を
踏
ま
え
て
先
に
進
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

愁
憂
憔
悴
の
中
、
仏
弟
子
を
請
う
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
釈
尊
の

ほ
う
が
韋
提
希
の
心
の
底
の
願
い
を
知
っ
て
や
っ
て
来
ら
れ
た
。
眼

前
に
現
れ
た
釈
尊
。
韋
提
希
は
驚
き
釈
尊
に
申
し
上
げ
る
。
そ
れ
を

経
典
は
「
自
ら
瓔
珞
を
絶
ち
挙
身
投
地
し
、
号
泣
し
て
仏
に
向
か
い

白
（
も
う
）
し
て
言
（
も
う
）
さ
く
」
と
説
き
ま
す
。 

こ
こ
に
、
仏
に
対
す
る
韋
提
希
の
直
接
的
な
態
度
が
表
わ
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
「
号
泣
向
仏
白
言
」
（
号
泣
し
て
仏
に
向
か
い
白

（
も
う
）
し
て
言
（
も
う
）
さ
く
）
の
と
こ
ろ
で
す
。 

韋
提
希
は
仏
に
申
し
上
げ
ま
す
。そ
の
申
し
上
げ
方
、そ
の
内
容
。

こ
こ
に
、
韋
提
希
の
、
即
ち
人
間
存
在
の
仏
に
対
す
る
あ
り
方
、
即

ち
真
実
に
対
す
る
あ
り
方
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
見
た

の
が
善
導
大
師
で
す
。
善
導
は
こ
の
経
文
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
ま

す
。 「

『
号
泣
向
仏
』
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
仏
前
に
婉
転
し
て
、
悶

絶
し
号
哭
す
る
こ
と
を
明
か
す
。
『
白
仏
』
と
言
う
以
下
、
此
れ
夫

人
婉
転
し
て
涕
哭
す
る
こ
と
量
（
や
や
）
久
し
く
し
て
、
少
し
き
惺
め

て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し
く
し
て
、
合
掌
し
て
仏
に
白
す
こ
と
を

明
か
す
」 

「
号
泣
向
仏
白
言
」
韋
提
希
は
号
泣
し
、
仏
に
向
か
っ
て
「
白
言
」

し
た
。
こ
の
「
白
言
」
は
「
白
」
も
「
言
」
も
ど
ち
ら
も
仏
に
申
し

上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

善
導
は
こ
の
文
を
受
け
て
重
要
な
確
認
を
し
ま
す
。
「
号
泣
し
て

仏
に
申
し
上
げ
た
」
と
い
う
こ
と
は
「
号
泣
し
な
が
ら
申
し
上
げ
た
」

の
で
は
な
く
、
号
泣
し
、
し
終
わ
っ
て
、
し
ば
ら
く
し
て
仏
に
申
し

上
げ
た
の
だ
と
。
で
は
号
泣
し
、
し
ば
ら
く
し
て
申
し
上
げ
る
、
そ

の
間
に
何
が
韋
提
希
に
起
こ
っ
た
と
み
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
『
白
仏
』
と
言
う
以
下
、
此
れ
夫
人
婉
転
し
て
涕
哭
す
る
こ
と

量
（
や
や
）
久
し
く
し
て
、
少
し
き
惺
め
て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し

く
し
て
、
合
掌
し
て
仏
に
白
す
こ
と
を
明
か
す
」 

「
向
仏
白
言
」
以
下
を
善
導
は
「
『
白
仏
』
と
言
う
以
下
」
と
押

さ
え
ま
す
。
「
白
言
」
を
「
白
」
の
一
文
字
で
押
さ
え
な
お
し
た
の

で
す
。
そ
し
て
「
向
仏
白
言
」
の
一
事
を
、
「
号
泣
」
の
状
態
と
、

そ
し
て
や
や
時
間
が
た
っ
て
の
「
白
仏
」
と
い
う
明
瞭
に
仏
に
申
し

上
げ
る
行
為
と
の
二
つ
に
分
け
て
、
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
で

す
。
こ
こ
は
善
導
の
人
間
観
察
の
深
く
鋭
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。 
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仏
を
前
に
し
て
号
泣
し
た
人
間
が
、
号
泣
し
な
が
ら
で
は
な
く
、

号
泣
が
終
わ
っ
て
仏
に
対
し
て
も
の
を
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い

っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
こ
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
号
泣
と
い

う
泣
く
行
為
が
終
わ
っ
て
も
、
韋
提
希
の
心
の
あ
り
方
は
、
号
泣
せ

し
め
た
「
号
」
の
要
素
が
ま
だ
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
泣
き
終
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
号
泣
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
た
わ
け
で
は
な
い
。泣
く
と
い
う
感
情
的
な
発
露
は
終
わ
っ
て
も
、

泣
き
方
を
決
め
た
「
号
」
の
要
素
は
依
然
と
未
解
決
の
ま
ま
残
っ
て

い
る
。 

 

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
善
導
は
、
「
此
れ
夫
人
婉
転
し
て
涕
哭
す
る
こ

と
量
（
や
や
）
久
し
く
し
て
、
少
し
き
惺
め
て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正

し
く
し
て
、合
掌
し
て
仏
に
白
す
こ
と
を
明
か
す
」と
表
わ
し
ま
す
。

泣
く
と
い
う
感
情
に
溺
れ
る
行
為
は
時
間
と
共
に
去
っ
た
。
次
第
に

醒
め
て
き
た
わ
け
で
す
。
号
泣
し
な
が
ら
号
泣
の
心
で
仏
に
申
し
上

げ
た
の
で
は
な
い
。
号
泣
と
い
う
感
情
的
あ
り
方
は
既
に
終
り
、
醒

め
て
き
て
、
醒
め
た
心
で
、
即
ち
冷
静
に
理
性
的
に
確
信
的
な
思
い

を
も
っ
て
仏
に
申
し
上
げ
た
の
だ
と
。 

で
す
か
ら
こ
の
醒
め
た
心
で
の
発
言
こ
そ
、
韋
提
希
の
本
心
だ
と

い
う
わ
け
で
す
。韋
提
希
が
酔
っ
て
も
感
情
的
に
な
っ
て
も
い
な
く
、

醒
め
た
と
こ
ろ
の
本
心
で
仏
に
申
し
上
げ
た
。そ
れ
が
次
の「
世
尊
、

我
れ
宿
（
む
か
し
）
何
の
罪
あ
り
て
か･･･

」
以
下
の
二
つ
の
問
い
で

あ
る
こ
と
を
善
導
は
確
認
し
た
の
で
す
。 

 

こ
の
二
つ
の
問
い
を
い
か
に
受
け
と
め
る
べ
き
か
。
こ
れ
は
韋
提

希
が
単
に
感
情
的
に
な
っ
て
発
言
し
た
の
で
は
な
い
。
醒
め
た
と
こ

ろ
か
ら
の
本
心
の
発
露
な
の
だ
と
。
仏
に
対
す
る
人
間
の
本
心
と
い

う
も
の
が
こ
れ
な
の
だ
。
こ
こ
に
人
間
の
正
体
が
あ
る
の
だ
と
。
善

導
は
観
経
の
厭
苦
縁
の
こ
の
箇
所
で
、
人
間
の
本
質
を
押
さ
え
き
っ

た
の
で
す
。人
間
の
本
質
を
押
さ
え
き
ろ
う
と
い
う
強
い
意
志
が「
号

泣
向
仏
白
言
」
の
文
は
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
こ
と
を
表
す
文

だ
と
見
抜
い
た
の
で
す
。 

 醒
め
た
本
心
か
ら
の
発
言 

で
は
本
心
か
ら
の
発
言
の
内
容
は
ど
う
な
の
か
。 

「
世
尊
、
我
れ
宿
（
む
か
し
）
何
の
罪
あ
り
て
か
此
の
悪
子
を
生
ぜ

る
。
世
尊
、
復
た
何
等
の
因
縁
有
り
て
か
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
為

（
た
）
る
」
。 

こ
の
二
つ
の
問
い
の
発
言
は
も
は
や
韋
提
希
の
号
泣
す
る
よ
う
な

狂
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
正
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
の
発
言
で
す
。 
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こ
の
発
言
の
基
本
的
意
味
合
い
を
善
導
は
、
「
正
し
く
夫
人
頭
を

挙
げ
て
仏
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
、
口
言
傷
歎
し
、
怨
結
の
情
深
き
こ

と
を
明
か
す
」
と
押
さ
え
ま
す
。
醒
め
て
正
気
に
な
っ
た
心
は
仏
に

ど
の
よ
う
に
向
か
う
の
か
。
深
く
礼
拝
を
し
、
教
え
を
聞
こ
う
と
姿

勢
を
正
す
の
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
ろ
う
こ
と
か
、

そ
の
口
で
仏
を
傷
つ
け
、
心
は
怨
み
を
深
く
結
ん
で
い
る
の
だ
と
。 

 

怨
み
を
深
く
結
ん
で
い
る
の
が
韋
提
希
の
醒
め
た
正
気
の
心
の
姿

な
の
で
す
。
怨
み
と
い
う
感
情
は
む
し
ろ
正
気
を
失
っ
た
心
か
ら
出

る
の
で
は
な
い
の
か
と
思
え
ま
す
。
し
か
し
他
の
者
へ
の
怨
み
は
と

も
か
く
、
仏
へ
の
怨
み
は
正
気
の
心
か
ら
出
る
の
で
す
。 

人
が
ど
ん
な
に
自
己
に
醒
め
正
気
に
な
り
、
し
っ
か
り
と
し
た
も

の
の
考
え
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
仏
に

頭
を
下
げ
る
の
で
は
な
い
。
醒
め
た
そ
の
顔
全
体
で
、
そ
の
心
の
す

べ
て
を
挙
げ
て
、
仏
を
怨
み
傷
つ
け
る
言
葉
を
発
す
る
の
で
す
。
こ

れ
が
人
間
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。人
間
の
装
い
に
騙
さ
れ
ず
、

人
間
と
は
何
か
を
し
っ
か
り
と
見
抜
く
善
導
の
慧
眼
が
こ
こ
に
あ
り

ま
す
。 

 

仏
に
向
け
た
二
つ
の
問
い
は
、
阿
闍
世
と
い
う
悪
子
が
生
ま
れ
た

の
は
自
分
の
責
任
で
は
な
く
釈
尊
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
追
及
し
、

そ
の
言
動
を
非
難
す
る
内
容
で
す
。
自
ら
の
不
幸
を
自
ら
の
責
任
に

よ
る
も
の
と
せ
ず
、
仏
の
責
任
と
し
よ
う
と
す
る
。
仏
を
非
難
す
る

こ
の
心
と
は
ど
の
よ
う
な
心
で
し
ょ
う
か
。 

こ
れ
こ
そ
が
自
己
を
よ
し
と
す
る
定
散
心
、
定
散
自
力
の
心
な
の

で
す
。
私
に
は
ど
の
よ
う
な
善
も
で
き
る
。
私
は
そ
の
よ
う
な
善
人

で
あ
る
と
い
う
思
い
。
一
旦
そ
の
者
の
上
に
悪
事
が
起
こ
れ
ば
、
そ

れ
は
善
が
で
き
る
自
分
の
責
任
で
は
な
く
、
他
の
者
の
責
任
で
あ
る

と
責
任
を
転
嫁
す
る
。
こ
う
し
て
定
散
心
の
自
分
、
善
き
自
分
で
あ

る
こ
と
を
保
と
う
と
す
る
の
で
す
。 

で
は
誰
に
責
任
を
持
っ
て
い
く
の
か
。
普
通
の
人
で
は
被
せ
る
に

力
足
ら
ず
。最
も
力
の
あ
る
釈
尊
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
く
の
で
す
。

釈
尊
の
説
か
れ
る
教
え
こ
そ
自
分
を
真
に
救
う
教
え
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
。
な
ん
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
、
真
実
に
ま

っ
た
く
反
逆
す
る
者
の
愚
か
で
悲
し
い
姿
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
私
た
ち
で
す
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
す
。 

 

韋
提
希
に
こ
の
二
つ
の
問
い
を
発
せ
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
経

典
は
、
「
あ
な
た
も
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
最
も
大
切
な
お
方

に
向
け
て
述
べ
て
、
そ
の
方
の
責
任
を
追
及
し
て
生
き
て
い
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
本
当
は
自
分
に
責
任
が
あ
る
の
に
、
そ
の
方
の

責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
、
自
ら
が
そ
の
被
害
者
と
し
て
安
穏
と
生
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き
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
依
り
所
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
」
と
、
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

仏
を
利
用
し
、
仏
を
生
け
贄
に
し
て
生
き
る
者
の
姿
が
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。
狂
気
の
も
と
で
の
あ
り
方
な
ら
ば
と
も
か
く
も
、
醒
め
て

正
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
の
仏
教
へ
の
態
度
が
こ
う
な
の
で
す
。
正

気
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
仏
を
信
頼
し
仰
ぎ
礼
拝
を
し
よ
う
と
し
て

も
、
で
き
な
い
の
が
人
間
な
の
で
す
。 

 

で
は
「
正
気
」
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
人
間
の
正
し

い
思
い
と
い
う
そ
の
「
正
し
さ
」
と
は
何
な
の
か
。
存
在
の
す
べ
て

を
挙
げ
て
正
し
い
思
い
を
も
っ
て
し
て
も
、
仏
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き

な
い
の
が
人
間
。
な
ん
と
い
う
悲
し
さ
、
辛
さ
、
な
ん
と
い
う
苦
し

み
。
こ
こ
に
人
間
の
苦
の
本
当
の
姿
が
あ
る
の
で
す
。 

 

「
正
」
と
い
う
文
字
は
、
上
の
「
一
」
は
邑
（
む
ら
）
即
ち
都
市
を

表
わ
し
ま
す
。
下
の
「
止
」
は
足
を
表
わ
し
進
軍･

攻
撃
の
意
で
す
。

軍
隊
が
都
市
を
攻
撃
す
る
。
そ
の
様
が
「
正
」
の
文
字
と
な
っ
て
い

ま
す
。都
市
を
攻
撃
し
、征
服
し
た
軍
は
自
ら
宣
言
す
る
で
し
ょ
う
。

今
日
か
ら
は
、
我
々
の
考
え
方
が
正
し
い
法
律
で
あ
る
。
昨
日
ま
で

の
お
前
た
ち
の
考
え
方
は
間
違
い
で
あ
る
。
そ
う
言
っ
て
都
市
の
住

民
を
奴
隷
と
し
、
自
ら
が
正
し
い
の
だ
と
征
服
者
は
嘯
い
て
支
配
者

と
な
る
の
で
す
。
「
正
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
状
況
か

ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
、
漢
字
を
つ
く
っ
た
三
千
年
前
の
人
た
ち

は
よ
く
分
か
っ
て
い
た
の
で
す
。 

 

で
は
、
私
に
お
け
る
正
し
さ
と
は
何
か
。
何
が
何
を
侵
略
征
服
し

て
わ
れ
こ
そ
が
正
し
い
と
名
の
っ
た
の
か
。
私
の
「
我
」
の
心
が
私

と
い
う
存
在
を
征
服
し
、
わ
れ
こ
そ
が
正
し
い
者
だ
と
宣
言
し
た
の

で
す
。
「
正
気
」
も
所
詮
そ
の
「
我
」
の
心
な
の
で
す
。
「
正
」
に

騙
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
「
正
」
と
あ
る
か
ら
た
だ
し
い
の
で
は
な

い
。
人
を
騙
す
も
の
こ
そ
「
正
」
な
の
で
す
か
ら
。 

「
我
」
の
心
は
、
自
己
自
身
を
ひ
た
す
ら
守
る
た
め
に
、
敵
と
戦

い
ま
す
。
虚
仮
不
実
に
し
て
邪
見
憍
慢
の
「
我
」
に
と
っ
て
最
大
の

敵
は
、
真
実
を
覚
っ
た
仏
な
の
で
す
。
号
泣
か
ら
醒
め
て
正
気
を
取

り
戻
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
仏
を
前
に
し
お
ら
し
く
な
っ
た
の
で
は

な
く
、仏
に
対
す
る
戦
線
を
整
え
終
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
放
つ
攻
撃
の
矢
が
二
つ
の
問
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

す
。 

 苦
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
願
い 

で
は
人
間
は
最
後
ま
で
こ
の
よ
う
に
仏
を
非
難
し
続
け
る
悪
魔
で

終
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。じ
つ
は
こ
の
よ
う
に
仏
を
謗
る
心
の
底
に
、
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謗
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
人
間
存
在
と
し
て
の
苦
し
み
を
荷
っ
て
、

つ
い
に
こ
れ
を
克
服
で
き
る
自
分
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
る
。

仏
を
責
め
よ
う
と
二
つ
の
問
い
を
発
す
る
醒
め
た
正
気
の
そ
の
底
に
、

人
間
の
根
源
的
要
求
と
い
う
か
、
も
し
こ
の
者
が
真
に
救
わ
れ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
願
い
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
救
わ
れ
よ
う
か
な
い
と
い

う
そ
の
願
い
が
、
存
在
の
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
善
導
は
そ
れ

を
見
出
し
た
の
で
す
。 

 

第
一
の
問
い
を
受
け
と
め
て
、
こ
れ
は
「
願
は
く
は
仏
の
慈
悲
、

我
れ
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
」
と
心
の
底
で
願
っ
て
い
る
こ
と
を
表

わ
す
の
だ
と
、
善
導
は
愁
憂
す
る
韋
提
希
の
存
在
の
底
を
見
た
の
で

す
。 仏

を
責
め
る
韋
提
希
の
心
の
底
に
次
の
よ
う
な
思
い
が
動
い
て
い

た
と
善
導
は
見
た
の
で
し
ょ
う
。 

「
私
を
救
お
う
と
、
そ
の
方
の
ほ
う
か
ら
や
っ
て
来
ら
れ
た
お
釈

迦
様
。
如
来
真
実
の
は
た
ら
き
を
私
に
伝
え
よ
う
と
自
ら
立
ち
上
が

っ
て
や
っ
て
来
ら
れ
た
お
釈
迦
様
。
そ
の
方
を
私
は
心
の
底
か
ら
怨

み
呪
っ
て
、
じ
つ
は
私
の
責
任
で
あ
る
こ
の
事
件
を
、
お
釈
迦
様
の

責
任
で
あ
る
と
し
て
ま
で
自
己
を
善
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
。

道
理
は
間
違
っ
て
い
て
も
、
ど
う
し
て
も
そ
う
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
私
。 

し
か
し
、
こ
れ
で
本
当
に
い
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
な
ん
と
か

し
て
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
自
分
か
ら
逃
げ
ず
に
、
こ
の

自
分
を
背
負
っ
て
、
存
在
の
す
べ
て
を
投
げ
出
し
て
如
来
真
実
の
大

慈
悲
の
は
た
ら
き
を
真
正
面
か
ら
受
け
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、生
き
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
か
。 

真
実
に
背
を
向
け
る
邪
見
憍
慢
の
こ
の
私
に
と
っ
て
、
大
慈
悲
の

真
実
を
頂
く
こ
と
が
本
当
の
道
。
な
ん
と
し
て
で
も
こ
の
こ
と
を
実

現
し
た
い
。
お
釈
迦
様
、
ど
う
か
こ
の
私
が
大
慈
悲
に
出
遇
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
私
の
た
め
の
教
え
を
説
い
て
く
だ
さ
い
。
心
か

ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
」 

 

仏
を
謗
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
人
間
の
根
源
的
な
「
苦
」
な
の

で
す
。
人
は
こ
の
あ
り
方
の
中
に
埋
没
し
て
謗
り
続
け
て
人
生
を
終

わ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
の
謗
る
心
の
底
に
、
こ
れ
を

厭
う
心
、
こ
う
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、
こ
の
あ
り
方
か
ら
離
れ
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
心
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
厭
う
」
心
な
の

で
す
。
仏
を
謗
ら
ざ
る
を
得
な
い
苦
し
み
か
ら
離
れ
て
真
に
仏
を
受

け
と
め
る
自
分
に
な
り
た
い
。
こ
れ
が
「
厭
苦
」
の
心
な
の
で
す
。 

こ
の
「
厭
苦
」
の
心
こ
そ
、
人
間
存
在
の
根
本
の
意
志
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
の
心
が
存
在
す
る
場
、
こ
の
次
元
こ
そ
が
、
救
わ
れ

て
い
く
場
で
あ
り
次
元
な
の
で
す
。
救
い
の
問
題
は
、
こ
の
次
元
の
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こ
の
場
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
厭
苦
」
の

要
求
が
事
実
上
の
出
発
点
と
な
っ
て
、
韋
提
希
は
今
か
ら
救
い
に
向

け
て
動
き
始
め
て
行
く
の
で
す
。 

 

王
舎
城
の
悲
劇
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
悲
劇
の
存
在
と
し
て
の
人
間
。

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
悲
劇
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
悲
劇
性
の
最
も
根
源
に
あ
る
も
の
が
仏
を

謗
る
と
い
う
こ
と
。 

し
か
し
、
こ
の
悲
劇
性
に
よ
っ
て
人
生
に
大
き
く
躓
く
こ
と
を
縁

に
し
て
、
人
は
真
実
に
向
か
お
う
と
思
い
、
は
じ
め
て
顔
を
真
実
に

向
け
よ
う
と
す
る
。
ど
ち
ら
に
真
実
が
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
真
実
に
背
く
自
分
は
わ
ず
か
に
見
え
る
。
そ
し
て
真
実
は
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
真
実
を
説
く
お
方
が
眼
前
に
お
ら
れ
る
。 

な
ん
と
い
う
恵
み
で
し
ょ
う
か
。
し
っ
か
り
と
目
を
見
開
い
て
反

逆
の
自
己
を
確
認
し
つ
つ
、
世
尊
の
教
え
を
聞
い
て
い
こ
う
と
。
仏

を
前
に
し
て
韋
提
希
が
変
わ
っ
て
い
く
、
そ
の
最
初
の
変
化
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
。 

 

「
厭
苦
」
の
場
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
の
『
観
経
』
の
教
え
が
韋
提

希
に
は
た
ら
き
、
韋
提
希
を
変
え
て
い
く
場
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
が
人
間
の
上
に
展
開
す
る
仏
教
の
場
な
の
で
す
。
そ
の
最

初
は
「
欣
浄
縁
」
に
お
い
て
「
厭
う
」
心
が
単
に
気
持
ち
だ
け
で
は

な
く
、
生
産
的
な
願
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
展
開
が
示
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
が
「
欣
浄
」
と
い
う
願
い
に
生
き
る
あ
り
方
で
す
。 

「
厭
苦
」
の
場
が
「
欣
浄
」
の
場
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
い
が
人
間
存
在
の
一
番
深
い
厭
苦
の

場
に
生
ま
れ
、
厭
苦
を
転
回
せ
し
め
る
の
で
す
。
願
い
こ
そ
が
人
間

の
問
題
を
解
決
す
る
。
苦
を
厭
う
心
は
次
第
に
は
っ
き
り
と
生
産
的

な
方
向
に
向
か
っ
て
形
を
も
ち
、
願
い
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

韋
提
希
は
変
わ
っ
て
い
く
。
如
来
真
実
へ
向
け
て
変
わ
っ
て
い
く
の

で
す
。 

 

な
ん
と
い
う
不
思
議
な
こ
と
、
な
ん
と
い
う
あ
り
が
た
い
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
人
間
の
上
に
こ
の
変
化
が
起
こ
る
と
は
。
こ
の
変
化
が

起
こ
ら
な
け
れ
ば
誰
も
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
人
は

救
わ
れ
る
の
で
す
。
誰
も
が
救
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
変
化
の
道
こ

そ
、
私
た
ち
が
出
遇
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
。
こ
の
変
化
の
教

え
こ
そ
お
聞
き
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
。
そ
の
教
え
が
今
か

ら
少
し
ず
つ
説
か
れ
て
い
き
ま
す
。 
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（
二
）
憂
悩
な
き
処
を
説
き
た
ま
え 

 

願
う
も
の
と
願
わ
な
い
も
の 

 

「
厭
苦
」
即
ち
苦
を
超
え
よ
う
と
す
る
韋
提
希
が
、
釈
尊
の
善
巧

方
便
に
よ
り
、
「
欣
浄
」
即
ち
浄
土
を
求
め
る
韋
提
希
へ
と
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
描
く
の
が
欣
浄
縁
で
す
。
「
厭
苦
」
の
苦
と

は
仏
を
謗
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
あ
り
方
で
す
。
そ
の
逆
謗
の
存

在
が
、
謗
っ
て
い
る
仏
の
世
界
こ
そ
わ
が
生
き
る
べ
き
世
界
だ
と
し

て
、
そ
こ
へ
行
こ
う
と
願
う
よ
う
に
な
る
。
人
間
に
お
け
る
大
転
換

で
す
ね
。 

こ
の
転
換
を
な
さ
し
め
る
為
に
登
場
す
る
も
の
は
、
大
き
く
言
え

ば
、
第
一
に
、
韋
提
希
の
と
こ
ろ
へ
大
慈
悲
ゆ
え
に
自
ら
来
た
っ
て

教
え
を
説
こ
う
と
さ
れ
る
仏
陀
釈
尊
の
存
在
。
第
二
が
、
そ
の
釈
尊

に
出
遇
っ
た
が
ゆ
え
に
知
ら
さ
れ
る
韋
提
希
の
存
在
の
最
奥
の
心
、

即
ち
逆
謗
の
自
己
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
で
す
ね
。
大
悲
と
逆
謗

と
の
出
遇
い
。
こ
れ
が
仏
と
人
と
の
出
遇
い
の
正
体
。
こ
こ
に
宗
教

が
あ
り
、
人
生
が
あ
り
ま
す
。 

 

既
に
厭
苦
縁
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
大
き
な
転

換
が
こ
れ
か
ら
欣
浄
縁
の
と
こ
ろ
で
本
格
的
に
な
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
箇
所
は
と
て
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
厭
苦
縁
と
欣
浄
縁
で

の
釈
尊
と
韋
提
希
の
出
遇
い
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
が

全
体
の
基
礎
で
す
か
ら
、
そ
の
先
が
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま

す
。
わ
か
り
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
観
念
的
な
理
解
で
終
始

せ
ず
、
具
体
的
に
わ
が
身
の
事
実
に
即
し
て
教
え
が
い
た
だ
け
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
厭
苦
」
の
「
苦
」
が
わ
が
身
の
事
実
の
根
本
の
姿
で
あ
っ
た
わ

け
で
す
ね
。
仏
を
謗
ら
ざ
る
を
得
な
い
私
。
経
典
の
中
の
韋
提
希
の

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
じ
つ
は
こ
れ
が
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
し

っ
か
り
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
私
の
逆
謗
の
あ
り
方
が
、

こ
と
も
あ
ろ
う
に
私
自
身
の
救
い
を
絶
望
的
な
も
の
に
し
て
い
る
と

い
う
点
で
、
私
に
お
け
る
最
大
の
「
苦
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
苦
を
真
に
超
え
た
い
。こ
の
思
い
が
韋
提
希
に
起
こ
っ
て
く
る
。

私
に
も
起
こ
っ
て
く
る
。
苦
に
沈
ん
で
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
者
の

上
に
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
願
心
が
起
こ
る
の
か
。
欣
浄
縁
は
そ

の
一
点
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
す
。 

  
は
じ
め
に
経
文
の
前
半
を
み
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

「
唯
願
わ
く
は
世
尊
、
我
が
為
に
広
く
憂
悩
な
き
処
を
説
き
た
ま

え
。
我
れ
当
に
往
生
す
べ
し
。
閻
浮
提
濁
悪
世
を
ば
楽
（
ね
が
）
わ
ざ

る
な
り
。
此
の
濁
悪
処
は
地
獄
餓
鬼
畜
生
盈
満
（
よ
う
ま
ん
）
し
、
不
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善
の
聚
（
と
も
が
ら
）
多
し
。
願
わ
く
は
我
れ
未
来
悪
声
を
聞
か
ず
、

悪
人
を
見
ざ
ら
ん
。今
世
尊
に
向
か
い
て
五
体
投
地
し
求
哀
懺
悔
す
。

唯
願
わ
く
は
仏
日
、
我
れ
を
教
え
て
清
浄
業
処
を
観
ぜ
し
め
た
ま

え
。
」
（
東92 

西90 

島2-4

） 

  

韋
提
希
は
は
じ
め
て
現
実
が
見
え
て
き
ま
す
。
現
実
世
界
は
苦
し

み
が
満
ち
満
ち
て
悪
人
も
多
く
、
も
は
や
自
分
の
生
き
る
べ
き
と
こ

ろ
で
は
な
い
と
思
う
に
至
る
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
は
分

か
ら
な
い
け
れ
ど
も
憂
悩
な
き
処
を
求
め
る
。「
唯
願
わ
く
は
」
と
、

こ
の
こ
と
が
自
分
の
願
い
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
大
き
く
動

き
始
め
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
、
姿
勢
は
不
十
分
で
あ
り
問
題

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
釈
尊
に
教
え
を
請
う
の
で
す
。
こ
れ
に
応
え
て

釈
尊
は
「
光
台
現
国
」
の
教
え
を
説
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
半
部

分
で
す
。 

  

前
半
部
分
を
善
導
大
師
は
四
段
に
区
切
り
ま
す
。ま
ず
第
一
段
が
、

「
唯
願
わ
く
は
世
尊
、我
が
為
に
広
く
憂
悩
な
き
処
を
説
き
た
ま
え
。

我
れ
当
に
往
生
す
べ
し
。
閻
浮
提
（
え
ん
ぶ
だ
い
）
濁
悪
世
を
ば
楽
（
ね

が
）
わ
ざ
る
な
り
」 

 

こ
こ
を
善
導
は
次
の
よ
う
に
受
け
と
め
ま
す
。 

「
『
唯
願
世
尊
為
我
広
説
』
従
り
下
『
濁
悪
世
也
』
に
至
る
已
来
、

正
し
く
夫
人
通
じ
て
所
求
を
請
じ
、
別
し
て
苦
界
を
標
す
る
こ
と
を

明
か
す
。
此
れ
夫
人
自
身
苦
に
遇
う
て
世
の
非
常
を
覚
る
に
、
六
道

同
じ
く
然
な
り
。
心
を
安
ん
ず
る
に
、
之
れ
、
地
（
よ
り
ど
こ
ろ
）
有

る
こ
と
無
き
こ
と
を
明
か
す
。
此
れ
は
仏
説
の
浄
土
の
無
生
を
聞
き

て
、
穢
心
を
捨
て
て
彼
の
無
為
の
楽
し
み
を
証
せ
ん
と
願
う
」 

（
親
全83 

聖
全485 

ノ
ー
ト87

） 

  

こ
の
第
一
段
を
一
言
で
押
さ
え
れ
ば
、
「
夫
人
通
じ
て
所
求
を
請

じ
、別
し
て
苦
界
を
標
す
る
こ
と
を
明
か
す
」と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

大
き
な
構
造
と
し
て
、
「
通
じ
て
」
と
「
別
し
て
」
と
二
つ
に
分
け

て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
通
じ
て
」
は
広
く
、
「
別
し
て
」
は
具

体
的
に
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
段
だ
け
を
見
れ
ば
、
「
通
じ
て
」

は
「
所
求
を
請
ず
」
即
ち
自
分
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
請
う
た
。
ど
こ

に
憂
悩
な
き
と
こ
ろ
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
ど
こ
で
あ
っ

て
も
広
く
そ
の
処
を
請
う
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

「
別
し
て
」
は
「
苦
界
を
標
す
る
」
。
自
分
に
お
い
て
苦
の
世
界

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
。
「
閻
浮
提
濁
悪
世
」
こ
の
現
実
世
界

は
ま
さ
し
く
苦
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
、
も
は
や
こ
こ

を
生
き
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
憂
悩
な
き
処
を
生
き
た
い
と
い
う
こ

と
で
す
。 
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こ
の
「
通
」
と
「
別
」
は
、
欣
浄
縁
全
体
か
ら
見
れ
ば
も
う
少
し

大
き
な
構
造
を
も
っ
て
い
ま
す
。
経
文
の
「
唯
願
わ
く
は
仏
日
、
我

れ
を
教
え
て
清
浄
業
処
を
観
ぜ
し
め
た
ま
え
」と
い
う
と
こ
ろ
が「
通

じ
て
去
行
（
こ
ご
う
）
を
請
う
」
と
こ
ろ
で
、
清
浄
業
処
と
い
う
憂
悩

な
き
処
へ
行
く
方
法
を
請
う
と
こ
ろ
が
後
に
出
て
き
ま
す
。「
去
行
」

と
い
う
の
が
行
く
方
法
で
す
。
従
っ
て
、
「
通
じ
て
請
う
」
も
の
、

即
ち
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
広
く
請
う
と
こ
ろ
は
、
「
所

求
」
と
「
去
行
」
。
目
的
地
と
そ
こ
へ
行
く
方
法
の
二
つ
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

  

こ
れ
を
受
け
て
、
こ
の
二
つ
の
も
の
が
韋
提
希
の
上
に
具
体
化
し

決
定
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
歴
程
が
大
事
な
わ
け
で
、
こ
こ
を
説
く
の

が
欣
浄
縁
の
内
容
に
な
る
わ
け
で
す
。
「
光
台
現
国
」
と
い
う
教
え

を
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
韋
提
希
に
目
的
地
と
そ
の

方
法
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。 

経
典
で
は
、
欣
浄
縁
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
韋
提
希
が
お
釈
迦
様

に
向
け
て
「
世
尊
、
是
の
諸
仏
の
土
、
ま
た
清
浄
に
し
て
皆
光
明
有

り
と
雖
も
、
我
れ
今
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
所
（
み
も
と
）
に
生
ま

れ
ん
と
楽
う
。
唯
願
わ
く
は
世
尊
、
我
れ
に
思
惟
を
教
え
、
我
れ
に

正
受
を
教
え
た
ま
え
」
と
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

 

こ
の
中
、
「
我
れ
今
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
所
（
み
も
と
）
に
生

ま
れ
ん
と
楽
う
」
の
と
こ
ろ
が
韋
提
希
に
生
き
る
目
的
が
決
ま
っ
た

こ
と
を
表
わ
し
ま
す
。
こ
の
箇
所
を
善
導
は
「
別
し
て
所
求
を
選
ぶ
」

と
押
さ
え
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
教
え
を
受
け
て
、
目
的
の
世
界
が
具

体
的
に
一
つ
に
決
ま
る
。
阿
弥
陀
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
を
韋
提
希

は
自
分
で
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
れ
に
伴
い
、
そ
の
阿
弥
陀
の
世
界
へ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
け

ば
い
い
の
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
韋
提
希
は
そ
れ
も
自
分
で
決
定

し
ま
す
。
「
唯
願
わ
く
は
世
尊
、
我
れ
に
思
惟
を
教
え
、
我
れ
に
正

受
を
教
え
た
ま
え
」
。
「
思
惟
」
と
「
正
受
」
と
い
う
こ
と
が
方
法

な
の
だ
と
。 

果
た
し
て
、初
め
て
阿
弥
陀
の
国
へ
今
か
ら
行
こ
う
と
い
う
者
に
、

そ
の
方
法
が
自
分
で
明
ら
か
に
な
る
も
の
な
の
か
。
こ
こ
は
大
い
に

問
題
の
箇
所
で
す
が
、
そ
れ
は
後
の
こ
と
と
し
て
、
具
体
的
に
方
法

が
決
ま
り
、
そ
れ
を
お
釈
迦
様
に
説
い
て
く
れ
る
よ
う
に
要
請
を
し

ま
す
。
こ
の
箇
所
を
「
別
行
を
請
求
す
」
と
言
い
ま
す
。 

 

 
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
第
一
段
は
、
初
め
に
「
通
じ
て
」
を
出
し
、

で
は
そ
れ
が
具
体
化
し
て
結
論
と
な
っ
た
「
別
し
て
」
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
を
「
苦
界
」
と
「
極
楽
世
界
」
と
い
う
二
重
の
答
え
方
を

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
見
事
で
す
ね
。
厭
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苦
縁
か
ら
欣
浄
縁
に
か
け
て
、
韋
提
希
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
こ

の
二
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  

欣
浄
縁
全
体
を
通
じ
て
の
文
章
表
現
か
ら
見
て
も
、
「
唯
願
わ
く

は
」
と
い
う
言
葉
が
幾
度
も
出
ま
す
。
願
い
が
次
第
に
純
化
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
最
後
に
「
我
れ
今
極
楽
世
界
の

阿
弥
陀
仏
の
所
に
生
ま
れ
ん
と
楽
う
」
と
な
っ
て
い
く
。
「
楽
う
」

は
善
導
に
よ
る
意
味
の
押
さ
え
は
「
浄
国
に
臨
ん
で
、
喜
歎
自
ら
勝

（
た
）
う
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
浄
土
と
い
う
世
界
が
生
き

る
目
標
と
し
て
明
ら
か
に
な
り
、
嬉
し
く
て
う
れ
し
く
て
自
分
で
も

ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
。
「
願
い
」
が
つ
い
に
「
楽

い
」
に
ま
で
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

  

一
方
、
楽
わ
な
い
方
も
あ
る
。
こ
れ
が
「
閻
浮
提
濁
悪
世
を
ば
楽

わ
ざ
る
な
り
」
で
す
ね
。
喜
び
に
あ
ふ
れ
て
願
う
「
楽
」
の
否
定
で

す
か
ら
、
も
は
や
絶
対
に
願
わ
な
い
の
だ
と
。
善
導
は
こ
れ
を
「
別

し
て
苦
界
を
標
す
」
と
押
さ
え
た
。 

「
標
」
の
文
字
は
、
屍
を
野
で
焼
き
、
そ
の
火
勢
の
盛
ん
な
こ
と

を
言
い
ま
す
。
埋
葬
が
一
般
の
中
、
火
葬
は
異
常
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
異
常
な
事
態
の
中
で
さ
ら
に
死
体
か
ら
炎
が
燃
え
上
が
る
。
そ

の
炎
を
見
な
い
者
は
な
い
で
し
ょ
う
。
炎
が
参
列
の
人
に
与
え
る
印

象
は
強
烈
な
も
の
が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
誰
も
が
注
意

を
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
表
わ
す
こ
と
を
「
標
」
と
言
い

ま
す
。 

 

 

こ
の
よ
う
に
、
今
韋
提
希
は
苦
界
を
標
し
た
の
だ
と
。
韋
提
希
に

お
い
て
現
実
世
界
は
苦
界
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
苦
界

は
何
度
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
単
な
る
苦
し
い
世
界
と
い
う
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
苦
」
の
正
体
は
厭
苦
縁
で
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た

が
、
仏
を
信
じ
よ
う
と
し
て
も
ど
う
し
て
も
謗
っ
て
し
ま
う
、
謗
ら

ざ
る
を
得
な
い
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
個
性
と
し

て
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
あ
り

方
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
そ
の
方
法
が
な
い
。
つ
い
に
真
実
に
出

遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
。
な
ん
と
い
う
苦
し
み
。
そ
れ
が
人
間
と

し
て
の
私
の
根
本
の
苦
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

明
ら
か
に
な
る
順
番
は
苦
界
の
ほ
う
が
先
で
す
。
自
ら
の
苦
の
正

体
に
気
づ
い
て
き
た
が
ゆ
え
に
、
真
に
生
き
て
い
く
べ
き
世
界
を
求

め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
構
図
が
欣
浄
縁
の
一
段
を
包
ん
で
い
る
よ
う

で
す
。 

 

自
身
の
苦
に
遇
う 

 

さ
て
大
意
を
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
一
段
の
内
容
を
善
導
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は
深
く
尋
ね
て
い
き
ま
す
。 

 
「
此
れ
夫
人
自
身
苦
に
遇
う
て
世
の
非
常
を
覚
る
に
、
六
道
同
じ

く
然
な
り
。
心
を
安
ん
ず
る
に
、
之
れ
、
地
（
よ
り
ど
こ
ろ
）
有
る
こ

と
無
き
こ
と
を
明
か
す
。
」 

 

韋
提
希
は
自
ら
の
苦
に
出
遇
っ
た
。
そ
し
て
世
の
非
常
を
覚
り
、

六
道
、
即
ち
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
も
こ
の
こ
と
は
同
じ
で
あ

る
こ
と
を
覚
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
文

章
で
目
を
瞠
る
の
は
「
覚
る
」
と
い
う
こ
と
。
「
別
し
て
苦
界
を
標

す
」
と
表
わ
さ
れ
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
苦
の
世
界
が
見
え
て
き

た
の
で
す
。
こ
こ
は
し
っ
か
り
と
押
さ
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ

ろ
で
す
ね
。 

  

「
憂
悩
な
き
処
を
説
き
た
ま
え
」
と
請
う
韋
提
希
。
「
憂
悩
な
き

処
」
が
な
ぜ
要
請
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
憂
悩
」
と

は
何
か
。
「
憂
悩
」
は
「
愁
憂
の
悩
み
」
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
「
愁

憂
」
は
「
厭
苦
」
か
ら
く
る
も
の
で
す
。
「
厭
苦
」
の
も
と
に
「
苦
」

が
あ
る
。
仏
を
謗
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
あ
り
方
で
す
。
や
や
荒

っ
ぽ
く
表
現
す
れ
ば
、な
ん
と
い
う
罰
当
た
り
な
存
在
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

仏
を
信
じ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
心
が
起
こ
ら
な
い
。
尊
敬
し
よ

う
と
し
て
も
頭
が
下
が
ら
な
い
。
讃
え
よ
う
と
し
て
も
素
晴
ら
し
さ

が
見
え
な
い
。
懺
悔
し
よ
う
と
し
て
も
自
分
の
罪
が
見
え
な
い
。
つ

い
に
真
実
に
遇
え
ず
、
た
だ
「
我
」
を
主
張
し
、
「
我
」
で
あ
る
こ

と
を
い
い
こ
と
に
し
て
生
涯
を
終
え
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
大
間

違
い
の
人
生
。 

な
ん
と
い
う
罰
当
た
り
な
自
分
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
真
実
に
向

け
、
救
い
に
向
け
て
一
歩
た
り
と
も
進
め
な
い
愚
か
で
情
け
な
い
自

分
が
い
る
。
進
も
う
と
し
て
進
め
な
い
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
こ

の
自
分
に
韋
提
希
は
出
遇
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
「
夫
人
自
身
苦
に

遇
う
て
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

 

韋
提
希
が
王
舎
城
の
悲
劇
の
中
だ
け
に
い
た
の
な
ら
、
こ
う
は
い

か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
苦
の
真
っ
只
中
に
い
て
、
自
ら
の
苦
の
正

体
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
自
己
正
当
化
に
し

て
被
害
者
意
識
の
韋
提
希
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
韋
提
希
に
苦

の
自
覚
を
起
こ
さ
せ
た
の
は
、
耆
闍
崛
山
よ
り
来
た
っ
た
お
釈
迦
様

で
す
。 

韋
提
希
は
お
釈
迦
様
の
何
た
る
か
は
ま
だ
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
し

か
し
、
存
在
が
も
の
を
言
う
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
お
釈
迦
様
に

出
遇
っ
て
、
「
自
ら
瓔
珞
を
断
ち
、
挙
身
投
地
し
、
号
泣
し
て
仏
に

向
か
い
白
し
て
言
さ
く
。
『
世
尊
、
我
れ
宿
何
の
罪
あ
り
て
か
此
の

悪
子
を
生
ぜ
る
。
世
尊
、
復
た
何
等
の
因
縁
有
り
て
か
提
婆
達
多
と
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共
に
眷
属
為
る
』
」
と
驚
き
動
揺
し
心
の
底
を
見
透
か
さ
れ
愚
痴
を

ぶ
ち
ま
け
る
。
お
釈
迦
様
の
力
、
真
実
を
覚
っ
た
仏
陀
と
し
て
の
力

が
韋
提
希
に
及
ん
で
い
き
ま
す
。
真
実
は
そ
こ
に
あ
れ
ば
、
必
ず
生

き
て
は
た
ら
き
、
不
実
の
者
を
動
か
し
て
い
く
。
「
仏
の
自
来
赴
請
」

は
、
最
初
か
ら
大
き
な
お
仕
事
を
な
さ
る
の
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
は
「
苦
に
遇
う
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
見
て
取
れ
る
で

し
ょ
う
。
「
遇
う
」
は
相
手
の
ほ
う
が
自
分
の
と
こ
ろ
へ
来
る
こ
と

に
よ
っ
て
遇
う
あ
い
方
で
す
。
自
分
が
進
ん
で
い
っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
あ
え
る
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
相
手
に
由
る
の
で
す
。
そ

の
相
手
に
簡
単
に
あ
え
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
遇

い
に
く
い
相
手
で
あ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
。 

相
手
は
仏
陀
釈
尊
な
の
で
す
。韋
提
希
は
遇
い
た
く
な
い
の
で
す
。

だ
か
ら
、
釈
尊
を
、
お
徳
が
高
い
の
で
来
て
頂
か
な
く
て
よ
い
な
ど

と
言
っ
て
避
け
た
。
し
か
し
、
釈
尊
の
ほ
う
は
行
か
れ
ま
す
。
つ
い

に
こ
の
自
来
赴
請
を
韋
提
希
は
受
け
と
め
て
い
く
。こ
れ
に
よ
っ
て
、

自
分
の
根
本
の
あ
り
方
、
即
ち
仏
を
謗
る
自
分
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
釈
尊
を
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊

と
共
に
、
自
ら
の
苦
の
正
体
が
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
出
遇
っ
た
の

で
す
。 

私
の
あ
り
方
の
根
本
を
照
ら
し
て
教
え
る
も
の
に
出
遇
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
き
て
私
を
照
ら
す
光
を
受
け
と

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
遇
」
と
い
う
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
人
は

自
分
の
姿
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

仏
に
背
く
自
己
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
根
源
的
現
実
は
、
生
き
る

上
で
の
具
体
的
な
気
持
ち
を「
う
れ
い
」の
状
態
に
し
て
い
き
ま
す
。

楽
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
何
が
あ
っ
て
も
、
心
の
基
本
の
雰
囲
気
は

「
う
れ
い
」
。
毎
日
の
自
分
の
気
分
は
「
う
れ
い
」
な
の
で
す
。
こ

れ
が
「
愁
憂
」
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
愁
憂
は
単
な
る
感
傷
的

な
気
持
ち
で
は
な
く
、
仏
を
謗
る
自
分
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
根

っ
こ
に
持
っ
た
感
情
な
の
で
す
。 

 

気
分
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
自
分
自
身
な
の
で
す
が
、

他
者
の
よ
う
に
自
分
に
迫
っ
て
く
る
。
気
分
の
な
い
日
と
い
う
の
は

な
い
。
常
に
何
ら
か
の
気
分
に
迫
ら
れ
襲
わ
れ
促
さ
れ
て
生
き
て
い

る
。
こ
の
気
分
が
明
る
く
温
か
く
、
私
を
喜
ば
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば

ど
ん
な
に
い
い
か
。
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
、
明
る
い
気
持
ち
を
持

と
う
と
思
っ
て
も
、
気
が
つ
い
て
み
れ
ば
そ
の
意
思
を
超
え
た
気
分

に
襲
わ
れ
て
い
る
。 

気
分
の
ほ
う
が
ど
う
も
根
が
深
い
よ
う
で
す
。
意
志
や
考
え
よ
り

も
深
い
。
そ
れ
は
そ
う
な
の
で
す
。
気
分
は
私
の
根
源
の
あ
り
方
を
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反
映
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
仏
に
ど
こ
ま
で
も
背
を
向
け
謗
る
私

で
あ
る
こ
と
が
、
生
活
上
の
私
の
気
分
を
と
な
り
、
私
を
ど
こ
か
苦

し
め
る
も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
私
の
気
分
な
の
だ
か
ら
私
を
責

め
な
く
て
も
い
い
の
に
と
思
う
け
れ
ど
。
気
分
は
と
て
も
正
直
に
私

の
根
源
を
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

仏
を
謗
る
根
源
の
私
、こ
こ
か
ら
愁
憂
と
い
う
気
分
が
沸
き
出
で
、

愁
憂
が
私
を
責
め
る
が
ゆ
え
に
悩
み
が
起
こ
る
。そ
れ
が
憂
悩
で
す
。

憂
悩
は
「
苦
」
か
ら
来
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
韋
提
希
は
憂
悩
な
き

処
を
求
め
た
。
単
な
る
苦
し
み
か
ら
の
逃
避
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

「
夫
人
自
身
苦
に
遇
う
て
世
の
非
常
を
覚
る
」
こ
の
世
界
は
皆
仏
を

謗
る
こ
と
が
元
に
な
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分

か
っ
た
の
で
す
。 

 「
非
常
」
と
は
常
で
は
な
い
こ
と
。
「
常
」
と
は
、
私
が
思
う
私
の

考
え
方
で
す
。
こ
の
世
界
は
私
が
思
う
よ
う
に
は
動
い
て
い
か
な
い

の
だ
と
。
そ
れ
は
自
分
の
考
え
方
が
仏
に
反
逆
す
る
よ
う
に
真
実
の

道
理
に
則
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
自
分
の
考
え
ど
お
り
に

は
行
か
な
い
「
非
常
」
な
の
だ
と
。
こ
れ
が
韋
提
希
に
分
か
っ
て
き

た
。 

 

阿
闍
世
を
可
愛
が
っ
て
育
て
愛
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
教

育
に
真
実
は
あ
っ
た
の
か
。
可
愛
い
わ
が
子
と
愛
し
て
い
る
と
言
っ

て
も
、
そ
れ
は
子
の
為
に
わ
が
命
は
捨
て
な
い
よ
う
な
自
己
愛
で
は

な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
子
供
に
向
け
て
続
け
て
き
て
、
ど

う
し
て
そ
の
先
が
す
べ
て
う
ま
く
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
か
。 

子
育
て
に
真
実
が
な
く
、愛
情
に
自
己
本
位
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
結
果
は
親
へ
の
復
讐
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
れ
を

す
べ
て
い
い
こ
と
を
や
っ
た
、
わ
が
子
が
こ
の
よ
う
な
悪
子
に
な
る

責
任
は
私
に
は
ま
っ
た
く
な
い
と
ど
う
し
て
思
う
の
か
。
そ
の
思
い

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
世
は
「
非
常
」
な
の
で
す
。
思
っ
た
と
お
り
に

は
い
か
な
い
。な
ぜ
な
ら
、そ
の
思
い
に
間
違
い
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

 

韋
提
希
は
自
ら
の
考
え
が
自
己
中
心
で
あ
り
、
人
も
皆
そ
う
で
あ

っ
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
方
を
変
え
て
も
、
根
が
自
己
中
心
で
あ
る

限
り
、
す
べ
て
皆
、
思
い
通
り
に
は
展
開
し
な
い
非
常
の
世
界
な
の

だ
と
い
う
こ
と
を
覚
る
の
で
す
。
「
閻
浮
提
濁
悪
世
を
ば
楽
わ
ざ
る

な
り
」明
快
な
断
案
で
す
ね
。も
は
や
現
実
の
中
に
夢
は
追
わ
な
い
。

い
や
、
現
実
が
ど
う
こ
う
と
言
う
よ
り
も
、
現
実
を
生
き
る
自
分
自

身
の
生
き
方
考
え
方
の
根
本
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
の

で
す
。 
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よ
き
人
を
通
し
て
浄
土
の
教
え
を
聞
く 

世
の
非
常
を
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

「
心
を
安
ん
ず
る
に
、
之
れ
、
地
（
よ
り
ど
こ
ろ
）
有
る
こ
と
無
き

こ
と
を
明
か
す
」 

こ
の
原
文
は
「
無
有
安
心
之
地
」
で
す
。
普
通
の
読
み
方
は
、
「
安

心
之
地
有
る
こ
と
無
し
」
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、
「
心

を
安
ん
ず
る
に
、
之
れ
、
地
有
る
こ
と
無
し
」
と
読
み
ま
す
。
「
地
」

に
振
り
仮
名
を
つ
け
て
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
。 

 

普
通
の
読
み
方
で
あ
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
非
常
の
世
界
だ
か
ら
、

ど
こ
に
も
安
心
で
き
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
は
違
う
の
で
す
。
「
之
」
を
「
の
」

で
は
な
く
「
こ
れ
」
と
読
ん
で
、
現
実
の
こ
こ
か
し
こ
を
具
体
的
に

指
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
こ
の
現
実
を
見
て
み
よ
と
。
ど
う
し
て
こ

れ
が
拠
り
所
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
と
。 

「
地
」
を
単
に
場
所
を
指
す
も
の
と
し
て
「
ち
」
と
読
ま
ず
に
、

「
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
読
む
。
大
地
を
連
想
さ
せ
ま
す
ね
。
さ
ら
に
は

浄
土
を
。
こ
の
現
実
を
よ
く
見
て
み
よ
、
こ
こ
が
あ
な
た
の
大
地
の

よ
う
な
拠
り
所
と
な
る
だ
ろ
う
か
と
。
一
つ
ひ
と
つ
確
認
し
て
、
つ

い
に
こ
の
世
界
に
は
拠
り
所
は
ど
こ
に
も
な
い
。
本
当
の
拠
り
所
を

求
め
よ
と
。
韋
提
希
に
必
要
な
の
は
真
の
拠
り
所
。
そ
れ
こ
そ
が
阿

弥
陀
の
浄
土
で
す
。
閻
浮
提
濁
悪
世
を
楽
わ
な
い
韋
提
希
に
、
真
の

拠
り
所
と
し
て
の
阿
弥
陀
の
浄
土
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
韋
提
希
の
心
の
営
み
は
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

善
導
は
こ
れ
を
解
明
し
ま
す
。
「
此
れ
は
仏
説
の
浄
土
の
無
生
を
聞

き
て
、穢
心
を
捨
て
て
彼
の
無
為
の
楽
し
み
を
証
せ
ん
と
願
う
」と
。 

韋
提
希
が
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
浄

土
の
無
生
の
世
界
を
仏
説
と
し
て
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
穢

心
を
捨
て
浄
土
の
世
界
に
至
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
だ
と
。
こ
れ
は
大
変
な
理
解
で
す
ね
。
こ
の
現
実
世
界
の

中
に
は
拠
り
所
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
行
為
が
、
真
の
無
為

の
世
界
で
あ
る
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
。 

こ
う
い
う
こ
と
が
人
間
の
行
為
の
意
味
な
の
で
す
ね
。
善
導
は
も

ち
ろ
ん
、
仏
の
心
を
も
っ
て
解
釈
し
ま
す
。
人
間
の
行
為
を
正
し
く

受
け
と
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
仏
の
心
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
仏
の
本
願
の
世
界
の
中
に
お
い
て
人
を
見
る
時
、
初
め
て
真

相
が
分
か
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。 

 
こ
の
文
章
の
原
文
は
「
聞
仏
説
浄
土
無
生
」
で
す
。
普
通
の
読
み

方
は
、「
仏
の
浄
土
の
無
生
を
説
く
を
聞
き
て
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
は
、
「
仏
説
の
浄
土
の
無
生
を
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聞
き
て
」
で
す
。
聖
人
は
ど
こ
に
重
点
を
置
い
て
読
ん
だ
の
か
。「
仏

説
の
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
ね
。 

浄
土
の
無
生
、
浄
土
が
真
実
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
の

を
聞
い
て
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
聞
き
方
が
問
題
。
浄
土
に
つ

い
て
の
知
識
を
得
る
よ
う
な
聞
き
方
な
の
か
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
聞
法

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
を
通
し

て
浄
土
の
こ
と
は
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
身
の
具
体
的
な
人

か
ら
じ
か
に
聞
く
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。 

 

人
間
で
あ
る
私
に
仏
法
が
伝
わ
る
に
は
、
同
じ
人
間
を
通
し
て
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
れ
は
鉄
則
で
す
。本
は
役
に
立
ち
ま
す
が
、

本
を
媒
介
に
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。人
を
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
の
道
理
を
第
十
八
願
成
就
文
は
「
諸
有
衆
生 
聞
其
名
号 

信

心
歓
喜
」
と
表
わ
す
の
で
す
。 

「
聞
其
名
号
」
其
の
名
号
を
聞
く
。
「
其
の
」
と
い
う
の
が
本
願

成
就
し
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
し
て
生
き
て
い
る
具
体
的
な
人
で

す
。
そ
の
人
を
通
し
て
如
来
の
呼
び
か
け
を
聞
い
て
行
く
。
如
来
の

呼
び
か
け
を
聞
く
の
だ
か
ら
人
を
通
す
必
要
は
な
い
と
考
え
て
は
い

け
な
い
。
私
と
同
じ
人
を
通
さ
な
い
と
私
に
伝
わ
ら
な
い
の
で
す
。 

 

従
っ
て
親
鸞
聖
人
は
、
信
心
成
就
の
念
仏
者
と
い
う
、
私
た
ち
の

い
わ
ば
目
標
と
な
る
人
間
像
を
「
真
の
仏
弟
子
」
と
表
わ
さ
れ
ま
し

た
。
善
き
人
善
知
識
の
弟
子
と
な
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
広
大

無
尽
の
仏
法
を
、
そ
の
よ
き
人
を
通
し
て
、
い
わ
ば
一
点
を
通
し
て

お
聞
き
し
て
い
く
。
よ
き
人
は
広
大
な
る
仏
法
を
私
の
た
め
に
私
に

合
わ
せ
て
編
集
し
、
一
点
か
ら
の
流
れ
で
説
い
て
く
だ
さ
る
。
具
体

的
な
人
格
に
触
れ
、
そ
の
人
格
を
通
っ
て
現
わ
れ
出
た
具
体
的
な
教

え
が
私
を
打
ち
、
私
に
伝
わ
る
の
で
す
。 

今
韋
提
希
は
お
釈
迦
様
を
前
に
し
て
教
え
を
聞
い
て
行
こ
う
と
し

て
い
る
。
か
つ
て
は
避
け
た
お
釈
迦
様
か
ら
今
教
え
を
聞
こ
う
と
し

て
い
る
。
そ
の
変
化
を
善
導
は
確
か
め
、
親
鸞
聖
人
は
そ
の
大
切
さ

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

 

（
三
）
法
蔵
菩
薩
と
の
出
遇
い 

 

華
座
観
へ
向
け
て
の
歩
み
の
出
発 

厭
苦
縁
か
ら
欣
浄
縁
へ
の
展
開
の
と
こ
ろ
は
、
仏
に
背
を
向
け
謗

ら
ざ
る
を
得
な
い
人
間
存
在
が
、
そ
の
仏
を
前
に
し
て
大
き
く
展
開

し
、
仏
を
受
け
入
れ
仏
の
世
界
を
歩
ん
で
行
こ
う
と
願
う
、
そ
の
転

回
が
説
き
明
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
逆
謗
の
存
在
が
な
ぜ
転
回
す

る
の
か
。
こ
れ
が
最
大
の
問
題
で
し
ょ
う
。 
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愁
憂
を
背
負
い
き
っ
て
歩
む
者
と
な
る
。
こ
れ
が
や
が
て
願
生
浄

土
の
歩
み
と
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
方
向
に
向
け
て
の
第
一
歩

が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
い
愁
憂
の
思
い
を
人
間
の
何
が
背
負

い
き
っ
て
歩
め
る
の
か
。
そ
の
力
は
、
愁
憂
す
る
人
間
、
即
ち
逆
謗

の
存
在
の
中
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
人
間
存
在
の
中

に
、彼
の
生
き
る
心
の
中
に
来
た
っ
て
彼
自
身
と
な
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
が
『
大
経
』
が
説
く
法
蔵
菩
薩
の
歩
み
で
す
。 

 

法
蔵
菩
薩
は
、
人
を
救
う
「
真
実
」
を
、
そ
の
主
体
的
側
面
に
お

い
て
人
格
的
に
表
わ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
真
実
が
真
実
で
な

い
者
に
向
け
て
は
た
ら
き
か
け
、こ
の
者
を
真
実
の
者
と
し
て
い
く
。

そ
の
真
実
の
主
体
的
動
き
を
法
蔵
菩
薩
と
し
て
表
わ
し
た
の
で
す
。 

法
蔵
菩
薩
は
自
ら
の
歩
み
を
誓
う
時
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

「
た
と
い
身
を
諸
の
功
徳
の
中
に
止
（
お
）
く
と
も
、
我
が
行
は
精

進
に
し
て
忍
ん
で
終
に
悔
い
じ
」 

私
た
ち
の
歩
み
の
中
に
法
蔵
菩
薩
が
来
た
っ
て
、
歩
む
私
の
主
体 

と
な
っ
て
精
進
の
歩
み
を
貫
い
て
く
だ
さ
る
。 

今
、
自
ら
の
苦
を
覚
り
、
現
実
世
界
に
夢
を
追
う
こ
と
の
過
ち
を

知
っ
た
韋
提
希
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
お
釈
迦
様
の
善
巧
方
便
の
教

え
を
受
け
と
め
、
阿
弥
陀
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
生
涯
の
目
標

と
し
て
本
格
的
な
歩
み
を
始
め
、
つ
い
に
阿
弥
陀
の
本
願
の
呼
び
か

け
に
覚
め
、こ
れ
を
受
け
と
め
て
念
仏
申
す
者
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

願
生
浄
土
の
韋
提
希
の
誕
生
で
す
。
そ
こ
に
向
け
て
の
第
一
歩
が
今

厭
苦
縁
か
ら
欣
浄
縁
の
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

何
事
も
第
一
歩
目
が
大
変
。 

し
か
し
、
韋
提
希
を
し
て
最
初
の
一
歩
の
大
き
な
動
き
を
な
さ
し

め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の
願
い
で
す
。
韋
提
希

の
苦
し
み
。
そ
れ
は
法
蔵
の
そ
の
真
実
を
疑
い
謗
る
行
為
で
す
。
そ

う
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
存
在
。
こ
の
韋
提
希
の
苦
し
み
に
、
謗
ら

れ
て
い
る
法
蔵
菩
薩
ご
自
身
が
は
た
ら
き
か
け
、
新
た
な
歩
み
を
起

こ
さ
そ
う
と
す
る
の
で
す
。 

韋
提
希
は
今
は
ま
だ
法
蔵
の
は
た
ら
き
に
は
気
づ
か
な
い
。
気
づ

か
ず
に
、
自
分
の
力
で
阿
弥
陀
の
世
界
に
向
か
お
う
と
す
る
。
そ
の

行
為
の
底
に
あ
る
心
を
次
第
に
照
ら
さ
れ
て
い
く
。 

こ
う
し
て
韋
提
希
の
歩
み
が
始
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。
や
が
て
華

座
観
に
於
い
て
法
蔵
菩
薩
の
深
い
お
心
に
出
遇
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏

と
念
仏
申
す
者
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。そ
れ
は
将
来
の
こ
と
で
す
が
、

そ
こ
へ
至
る
歩
み
が
今
、
厭
苦
縁
か
ら
欣
浄
縁
の
と
こ
ろ
で
始
ま
る

わ
け
で
す
。
人
の
歩
み
は
、
内
容
か
ら
言
っ
て
長
い
長
い
歩
み
だ
と

言
う
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。 

次
回
、
欣
浄
縁
の
続
き
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 


