
第
二
章　

仏
典
に
説
か
れ
る
功
徳
と
廻
向
の
し
く
み�

藤
本　

晃

は
じ
め
に

　
「
功
徳
」
と
か
「
廻
向
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、
厳
密
に
い
え
ば
仏
教
用
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
仏

教
に
接
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
な
く
て
も
、
日
常
的
に
皆
さ
ま
も
け
っ
こ
う
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
と
か
宗
教
の
こ
と
は
、
明
治
維
新
の
と
き
と
、
さ
ら
に
戦
後
の
政
策
で
、
何
で
も
か
ん
で
も
公
共
の
場

で
は
タ
ブ
ー
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど
、
日
常
生
活
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
江
戸
時
代
以
来
の
仏

教
的
、
宗
教
的
な
慣
習
や
文
化
が
出
て
く
る
も
の
で
す
。
ど
な
た
か
が
亡
く
な
っ
た
と
き
と
か
、
故
人
の
事
績

を
顕
彰
す
る
と
き
な
ど
は
、「
故
人
の
遺
徳
を
偲
ん
で
」
と
か
、「
顕
彰
碑
を
建
て
て
故
人
の
徳
と
志
を
受
け
継

ぎ
分
か
ち
合
っ
て
」
な
ど
と
、
ど
う
し
て
も
徳
（
功
徳
）
と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
遺
さ

れ
た
人
々
が
偲
ん
だ
り
分
か
ち
合
っ
た
り
す
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
誰
か
の
（
遺
）
徳
を
分
か
ち
合
い
広

め
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
徳
を
廻
向
し
て
い
る
の
で
す
。

　

日
本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
私
は
、
数
年
前
の
京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
で
の
研

究
会
で
伊
東
先
生
や
東
南
ア
ジ
ア
が
ご
専
門
の
た
く
さ
ん
の
先
生
方
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
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付
け
刃
で
す
が
他
の
宗
教
や
同
じ
仏
教
で
も
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
や
他
の
地
域
で
の
あ
り
方
を
勉
強
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
特
に
東
南
ア
ジ
ア
で
仏
教
が
日
常
生
活
に
し
み
込
ん
で
い
る
あ
り
様
は
圧
巻
で
す
。
そ
う
い

う
国
々
で
は
、
何
か
善
い
こ
と
を
し
て
「
功
徳
を
積
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
考

え
方
と
い
う
か
生
き
方
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
仏
教
以
外
の
宗
教
で
も
、
そ
れ
こ
そ
人
間
生
活
の
あ
る
と

こ
ろ
で
は
世
界
中
に
「
徳
を
積
む
」
と
か
、
積
ん
だ
功
徳
を
「
分
け
合
う
」
と
か
誰
か
に
「
あ
げ
る
」
と
い
う

か
「
廻
向
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
当
た
り
前
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
の
日
常
生
活
と
し
て
は
功
徳
を
積
む
こ
と
も
積
ん
だ
功
徳
を
他
者
に
廻
向
す
る
こ
と
も
当
た
り
前
に
見

ら
れ
る
行
為
な
の
で
す
が
、
し
か
し
私
が
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
関
心
を
持
っ
た
問
題
は
、
功
徳
廻
向
の
し
く
み

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
？
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。「
自
分
の
功
徳
を
誰
か
に
廻
向
し
て
、
そ
の
相
手
に
受
け

取
っ
て
も
ら
え
る
の
か
」
と
か
、「
廻
向
さ
れ
た
功
徳
を
相
手
が
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
廻
向
し
た
人
の
功

徳
が
そ
の
分
だ
け
減
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
」
な
ど
と
い
う
、
そ
の
へ
ん
の
し
く
み
が
分
か
れ
ば
、
も
っ
と
す
っ

き
り
納
得
し
て
功
徳
廻
向
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
う
い
う
し
く
み
の
と
こ
ろ
ま
で
解
明
し
て
い
る
の
は
、
手
前
み
そ
で
す
が
仏
教
だ
け
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
し
ま
す
。
今
日
は
そ
う
い
う
仏
典
に
説
か
れ
た
功
徳
廻
向
の
し
く
み
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
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一　

イ
ン
ド
文
化
圏
で
の
功
徳
と
廻
向

　
「
功
徳
」と
か「
廻
向
」と
い
う
言
葉
は
日
本
で
は
な
ん
と
な
く
仏
教
用
語
で
す
が
、そ
れ
は「
功
徳
」や「
廻
向
」

と
い
う
観
念
が
仏
教
と
共
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
か
ら
で
す
。
イ
ン
ド
文
化
の
中
で
は
釈
尊
が
世
に
出
る
前
か
ら
、

善
行
為
を
し
て
「
功
徳
」
を
積
む
こ
と
は
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

功
徳
を
積
む
行
為
で
一
番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
の
が
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
宗
教
儀
式
で
す
。

　

バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
は
謎
が
多
い
で
す
。
現
在
の
イ
ン
ド
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
立
場
は
悪
名
高
い
身
分
差

別
制
度
「
カ
ー
ス
ト
」
の
最
上
級
と
し
て
健
在
で
す
。
そ
し
て
そ
の
立
場
は
、
か
な
り
以
前
、
遅
く
と
も
近
世
・

近
代
の
西
洋
人
が
イ
ン
ド
に
接
し
た
一
五
、六
世
紀
に
は
す
で
に
確
定
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
の
当
時

以
来
西
洋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
も
っ
と
「
古
い
」
イ
ン
ド
の
文
献
か
ら
は
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
前
か
ら
バ
ラ
モ

ン
た
ち
の
立
場
が
確
定
し
て
い
た
よ
う
に
読
め
ま
す
。

　

し
か
し
よ
り
正
確
に
知
ろ
う
と
す
る
と
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
い
つ
頃
ど
こ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
イ
ン
ド
に

現
れ
て
、
し
か
も
自
分
た
ち
を
王
族
よ
り
も
上
だ
と
主
張
す
る
カ
ー
ス
ト
身
分
制
度
を
吹
聴
し
て
、
そ
の
上
、

そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
他
の
「
低
位
カ
ー
ス
ト
」
の
人
々
に
も
納
得
さ
せ
得
た
の
か
、
未
だ
に
不
明
瞭
な
ま
ま
な

の
で
す
。

　

少
な
く
と
も
、釈
尊
が
世
に
現
れ
た
紀
元
前
六
～
五
世
紀
に
は
ま
だ
、バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
「
最
上
級
カ
ー
ス
ト
」

と
し
て
威
張
れ
る
ほ
ど
の
立
場
を
持
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
在
家
の
バ
ラ
モ
ン
」
た
ち
は
、
バ
ラ
モ
ン
た
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ち
と
同
じ
「
ア
ー
リ
ア
」
系
の
マ
ガ
ダ
国
や
コ
ー
サ
ラ
国
な
ど
の
王
家
に
大
臣
と
し
て
就
職
し
た
り
、
長
者
の

家
庭
の
教
育
係
や
ご
意
見
番
と
し
て
就
職
し
た
り
し
て
、
自
分
た
ち
の
「
知
見
」
を
売
り
に
し
て
有
力
者
に
お

仕
え
す
る
の
に
一
所
懸
命
で
し
た
。

　

一
方
、
宗
教
者
と
し
て
の
「
出
家
の
バ
ラ
モ
ン
」
た
ち
は
、
こ
れ
ま
た
王
家
や
長
者
な
ど
有
力
者
を
対
象
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
を
司
祭
し
て
「
お
布
施
」
と
い
う
か
「
報
酬
」
を
得
て
い
ま
し
た
。
出
家
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち

は
、王
家
や
長
者
な
ど
の
施
主
に
対
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
儀
式
を
お
こ
な
い
、そ
れ
に
よ
っ
て
徳
を
積
み
、

そ
の
徳
を
何
か
の
た
め
に
「
廻
向
」
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
、
現
在
の
大
方
の
宗
教
に
共
通
に
見
ら
れ
る
儀
式
を

お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
王
家
に
対
し
て
は
主
に
国
家
鎮
護
の
儀
式
を
、
裕
福
な
家
庭
に
対
し
て
は
誕
生
祭
、

結
婚
際
、
家
の
新
築
祭
、
も
ち
ろ
ん
葬
儀
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
応
じ
て
、
バ
ラ
モ

ン
た
ち
が
独
自
に
式
次
第
を
定
め
、
そ
の
次
第
に
則
っ
て
儀
式
を
施
主
た
ち
が
お
こ
な
う
こ
と
を
勧
め
、
実
際

に
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
司
祭
し
て
儀
式
を
執
行
し
て
い
ま
し
た
。

　

バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
施
主
に
な
れ
る
資
格
に
も
口
を
出
し
ま
す
。
国
の
儀
式
な
ら
国
王
が
施
主
。
こ
れ
は
分
か

り
ま
す
が
、
家
庭
な
ら
家
長
ま
た
は
跡
取
り
た
る
長
男
だ
け
が
施
主
に
な
る
資
格
を
持
つ
と
決
め
て
い
ま
す
。

バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
教
え
で
は
、
家
長
あ
る
い
は
跡
取
り
た
る
長
男
以
外
の
人
が
儀
式
の
施
主
に
な
っ
て
も
、
功

徳
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
各
儀
式
に
は
そ
れ
ぞ
れ
犠
牲
に
さ
れ
る
（
殺
さ
れ
る
）
動

物
の
種
類
や
数
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、バ
ラ
モ
ン
に
対
す
る
「
お
布
施
」
と
い
う
か
「
報
酬
」
の
「
額
」

も
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
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そ
う
い
う
面
倒
く
さ
く
て
し
か
も
動
物
を
殺
し
て
、
お
ま
け
に
「
報
酬
」
は
高
額
で
と
い
う
負
担
の
多
い
儀

式
の
次
第
を
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
事
細
か
く
決
め
て
、
そ
の
上
、
そ
の
式
次
第
を
定
め
た
、
最
初
は
口
誦
で
伝
え

ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
（
ヴ
ェ
ー
ダ
な
ど
）
を
門
外
不
出
に
し
て
、
自
分
た
ち
バ
ラ
モ
ン
階
級
に
だ
け
儀
式
執
行
と

そ
の
「
報
酬
」
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
定
め
ま
し
た
。
え
ら
く
高
飛
車
な
の
で
す
が
、ど
う
い
う
わ
け
か
、徐
々

に
そ
れ
を
イ
ン
ド
の
他
の
「
カ
ー
ス
ト
」
の
人
々
に
も
納
得
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
、
釈
尊
の
時
代
に
も
、「
長
男
な
ら
先
祖
の
た
め
に
こ
う
い
う
供
養
を
し
な
さ
い
」
と

か
、「
あ
な
た
の
家
が
繁
栄
す
る
よ
う
に
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
お
布
施
し
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
い
う
儀
式
を
い
ろ

い
ろ
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
功
徳
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
バ
ラ
モ
ン
だ
け
で
な
く
施
主
に
も
、

共
通
認
識
が
で
き
て
い
た
の
で
す
。

自
分
へ
の
廻
向

　

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
儀
式
を
つ
く
っ
た
そ
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
、
自
分
の
儀
式
に
よ
っ
て
生
じ
た
功
徳
を

他
者
に
廻
向
し
て
「
心
の
お
す
そ
わ
け
」
を
す
る
こ
と
ま
で
は
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
つ
、
例
を
あ
げ
ま
す
。
現
在
あ
る
リ
グ
、
ヤ
ジ
ュ
ル
、
サ
ー
マ
、
ア
タ
ル
ヴ
ァ
と
い
う
四
種
類
の
ヴ
ェ
ー

ダ
聖
典
の
う
ち
、
釈
尊
の
時
代
に
は
リ
グ
、
ヤ
ジ
ュ
ル
、
サ
ー
マ
の
三
種
類
は
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
た

だ
し
、
現
存
す
る
も
の
と
同
じ
ほ
ど
確
定
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
第
四
の
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・

ヴ
ェ
ー
ダ
は
、
釈
尊
の
時
代
に
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
最
初
期
の
パ
ー
リ
語
の
仏
典
に
は
バ
ラ
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モ
ン
た
ち
の
聖
典
は
い
つ
も
「
三
ヴ
ェ
ー
ダ
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
四
つ
目
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
、
釈
尊
の
時
代
、
紀
元
前
六
世
紀
に
は
何
ら
か
の
形
が
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
三
種
類
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の

う
ち
の
一
つ
、『
ヤ
ジ
ュ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
な
か
の
「
マ
イ
ト
ラ
ー
ヤ
ニ
ー
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
」
に
、「
私
が
徳

を
積
む
先
祖
供
養
祭
（
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
）
の
効
力
（
功
徳
）
は
、他
者
で
は
な
く
私
自
身
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
」

と
、
せ
っ
か
く
積
ん
だ
功
徳
を
他
者
に
廻
向
し
た
く
な
い
よ
う
な
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
長
い
で
す

が
、
和
訳
と
、
続
く
和
訳
者
の
解
釈
を
引
用
し
ま
す
。
私
が
注
目
す
る
場
所
に
下
線
を
引
い
て
い
ま
す
。

我
々
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
だ
、
我
々
が
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
非
バ
ラ
モ
ン
な
の
か
を
、

我
々
が
そ
の
者
の［
子
孫
］で
あ
る（
そ
の
者
に
帰
属
し
て
い
る
）と
自
称
し
て
い
る
、そ
の#

si

の［
子

孫
］
な
の
か
、
或
い
は
他
の
者
の
［
子
孫
］
な
の
か
を
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
者
の
［
子
孫
］
で

あ
る
と
自
称
し
な
が
ら
（
祭
主
と
し
て
）
祭
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
（
＝
始
祖
で
あ
る#

si

）
へ
と
そ
の

祭
ら
れ
た［
祭
式
の
効
力
］は
や
っ
て
来
る
の
だ
。
別
の
あ
る
者
の
下
に
従
属
す
る
こ
と
は
な
い（[pa_

nam
ati

）。
そ
れ
故
、「H

ot3

祭
官
」
選
び
が
行
わ
れ
て
い
る
時
に
、言
う
（
唱
え
る
）
べ
き
で
あ
る
：「
父

祖
た
ち
で
あ
る
神
々
よ
。
神
々
で
あ
る
父
祖
た
ち
よ
。
私
が
そ
れ
で
あ
る
者
、
そ
の
者
と
し
て
あ
り

つ
つ
、
私
は
（
祭
主
と
し
て
）
祭
る
。
私
が
そ
れ
で
あ
る
者
、
そ
の
者
と
し
て
あ
り
つ
つ
、
私
は
行

う
。
め
で
た
く
私
に
よ
り
祭
ら
れ
た
も
の
と
、
め
で
た
く
努
め
ら
れ
た
も
の
と
、
め
で
た
く
行
わ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
。
他
な
ら
ぬ
そ
の
場
合
に
は
、
誰
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
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あ
り
つ
つ
祭
る
と
、
そ
の
者
（
祭
主
当
人
）
へ
と
そ
の
祭
ら
れ
た
「
祭
式
の
効
力
」
は
や
っ
て
来
る
。

別
の
あ
る
者
へ
従
属
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

自
己
と
先
祖
を
結
び
付
け
る
マ
ン
ト
ラ
を
唱
え
て
い
るA

dhvaryu

祭
官
の
傍
ら
で
、
祭
主
自
身
は
自
分

が
先
祖
と
は
異
な
る
現
在
の
自
分
自
身
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
の
祭
式
と
贈
与
の
効
力
は
先
祖
へ
で
は
な

く
自
己
に
の
み
帰
属
す
べ
き
こ
と
を
言
明
す
る
。
こ
こ
で
は
祭
主
と
先
祖
と
のidentification

の
問
題
が

祭
式
・
布
施
の
効
力
の
帰
属
と
い
う
観
点
か
ら
鋭
く
意
識
さ
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
祭
主
は
祭
主

自
身
で
あ
っ
て
先
祖
で
は
な
く
、
そ
の
（
祭
式
）
行
為
の
結
果
は
行
為
者
、
す
な
わ
ち
祭
主
に
の
み
帰
属

す
る
と
い
う
個
人
主
義
が
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
後
に
大
乗
仏
教
で
発
達
す
る
「
廻
向
」（pari_zqm

a_

）
の

概
念
と
の
顕
著
な
対
比
を
示
す
。

（
１
）

　
「
祭
式
の
効
力
」
つ
ま
り
儀
式
の
結
果
得
ら
れ
る
功
徳
が
、
儀
式
を
お
こ
な
っ
た
自
分
に
だ
け
得
ら
れ
て
ほ
し

い
、
た
と
い
先
祖
で
あ
っ
て
も
、
自
分
が
積
ん
だ
功
徳
が
第
三
者
に
も
た
ら
さ
れ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
気
持

ち
が
表
れ
て
い
ま
す
。「
廻
向
」
と
は
反
対
方
向
の
気
持
ち
で
す
。

　

釈
尊
の
時
代
よ
り
少
し
前
か
ら
、
儀
式
に
よ
っ
て
善
い
結
果
、
効
力
と
か
功
徳
が
生
じ
る
こ
と
は
す
で
に
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
功
徳
を
他
者
に
廻
向
す
る
こ
と
ま
で
は
考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
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あ
る
い
は
、う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、他
者
へ
の
廻
向
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
逆
に
、

せ
っ
か
く
自
分
が
つ
く
っ
た
功
徳
が
他
者
に
移
行
し
て
自
分
の
も
の
に
な
ら
な
い
の
は
困
る
、
き
ち
ん
と
自
分

（
だ
け
）
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
、
と
願
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
私
の
祭
式
の
効
力
は
他
者
で
は
な

く
私
自
身
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
」
と
い
う
ふ
う
に
祈
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
功
徳
が
先
祖
と
か
他
者
に
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
私
が
祭
式
を
お
こ
な
っ

て
功
徳
と
い
う
か
「
効
力
」
を
つ
く
っ
た
の
だ
け
ど
、
そ
の
「
効
力
が
私
で
な
く
先
祖
と
は
い
え
他
者
に
移
っ

て
自
分
に
せ
っ
か
く
の
効
力
が
も
た
ら
さ
れ
な
く
な
る
の
は
嫌
だ
」
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
は
、む
し
ろ
廻
向
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
、あ
る
い
は
、功
徳
と
か
善
行
為
の
「
効

力
」
と
い
う
も
の
は
、
広
ま
る
の
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
せ
っ
か
く
の

自
分
の
「
効
力
」
が
他
者
に
ま
で
拡
散
さ
れ
る
の
は
困
る
。
き
ち
ん
と
（
来
世
の
？
）
自
分
に
だ
け
届
け
、
と

い
う
の
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
功
徳
が
他
人
に
ま
で
広
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
も
読
め
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
次
の
例
と
も
重
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
熱
心
に
自
分
の
「
祭
式
の
効
力
」
が
自
分
に
だ
け

「
帰
属
」
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
祭
式
の
効
力
」
を
何
か
物
質
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
せ
っ
か
く
た
く
さ
ん
の
「
お
布
施
」
を
し
て
「
祭
式
」
を
し
て
つ
く
っ

た
「
効
力
」
と
い
う
か
功
徳
が
、先
祖
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、第
三
者
に
「
帰
属
」
し
て
し
ま
う
と
、自
分
に
は
「
帰

属
」
し
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
他
者
に
広
ま
っ
た
分
だ
け
、
自
分
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の
取
り
分
は
減
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
読
め
ま
す
。

功
徳
は
物
質
か

　

現
代
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
教
が
い
つ
ご
ろ
成
り
立
ち
、
ど
れ
ほ
ど
「
バ
ラ
モ
ン
教
」
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る

の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
聖
典
は「
バ
ラ
モ
ン
教
」の
も
の
と
違
い
ま
す
。
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
ヴ
ェ
ー

ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
な
ど
の
門
外
不
出
の
自
分
た
ち
だ
け
の
聖
典
に
依
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
代
の
ヒ
ン

ド
ゥ
教
で
は
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
や
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
な
ど
の
物
語
が
「
聖
典
」
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
ま
た
「
ヒ
ン
ド
ゥ
教
」
と
言
い
な
が
ら
も
実
態
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
宗
派
」
に
分
か
れ
て
い
て
、
お
互
い
に

別
の
宗
教
で
は
な
い
か
と
い
う
ほ
ど
違
い
ま
す
。
変
幻
自
在
の
イ
ン
ド
の
神
の
ど
れ
か
一
つ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、

シ
ヴ
ァ
と
か
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
な
ど
を
一
つ
選
ん
で
、
例
え
ば
シ
ヴ
ァ
派
は
シ
ヴ
ァ
神
を
、
と
い
う
ふ
う
に
各
宗
派

の
主
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

同
じ
よ
う
な
現
象
は
仏
教
で
も
見
ら
れ
ま
す
。
釈
尊
の
教
え
に
基
づ
く
仏
教
か
ら
い
つ
の
間
に
か
大
乗
「
経

典
」
が
あ
ち
こ
ち
で
制
作
さ
れ
、
各
大
乗
「
経
典
」
に
基
づ
く
大
乗
諸
宗
派
が
現
れ
、
同
じ
ブ
ッ
ダ
（
覚
者
）

な
が
ら
別
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
大
日
如
来
と
か
阿
弥
陀
如
来
な
ど
を
各
宗
派
で
本
尊
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

宗
派
は
分
か
れ
て
も
、
功
徳
や
廻
向
と
い
う
、
よ
り
日
常
的
な
宗
教
観
念
に
対
す
る
見
方
は
あ
ま
り
変
わ
り

な
い
よ
う
で
す
。『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
と
い
う
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
聖
典
に
な
っ
て
い
る
物
語
が
あ
り
ま
す
。
い

つ
で
き
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
原
書
の
形
は
紀
元
前
五
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
で
、
今
の
形
の
よ
う
に
完
成
し
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た
の
が
紀
元
後
五
世
紀
頃
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
千
年
か
け
て
つ
く
ら
れ
た
物
語
で
す
。
そ
の
中

に
功
徳
に
つ
い
て
の
考
え
も
見
ら
れ
ま
す
。
原
實
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
先
生
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
の
功
徳

と
は
、
実
体
的
、
物
質
的
な
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

彼
ら
聖
仙
・
行
者
が
善
行
・
苦
行
（tapas

）
を
修
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
倉
庫
に
納
入
・

記
帳
さ
れ
、
そ
の
出
納
簿
の
収
入
の
部
は
漸
次
増
加
し
て
ゆ
く
。
而
し
て
こ
の
倉
庫
納
入
の
間
に
「
苦
行

（tapas

）」
は
「
神
秘
力
（tapas

）」
に
転
換
し
、
そ
れ
が
次
第
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
恰

も
通
貨
の
如
き
も
の
で
労
働
は
金
銭
に
還
元
さ
れ
、
金
銭
は
更
に
銀
行
に
預
入
さ
れ
る
如
く
で
、
塵
も
積
っ

て
山
と
な
る
時
、
そ
れ
は
大
き
な
購
買
力
と
な
る
の
に
似
て
い
る
。
斯
く
てtapas

（pow
er-substance

）

は
漸
次
蓄
積
さ
れ
る
に
及
ん
でvara

（
力
）
を
与
え
得
る
能
力
と
な
る
。

　

併
し
な
が
ら
こ
の
「
苦
行
（tapas
）
－
神
秘
力
へ
の
転
換
」、
及
び
神
秘
力
と
し
て
のtapas

の
「
蓄

積
」
は
ひ
と
り
聖
仙
・
苦
行
者
自
ら
のtapas

（
苦
行
）
に
の
み
依
存
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
又
他

人
か
ら
そ
れ
を
貰
い
受
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、tapas

が
「
実
体
」（pow

er-
substance

）
と
し
て
、
移
行
・
譲
渡
（transfer
）
せ
し
め
得
る
も
の
で
あ
っ
た
故
で
あ
る
。

（
２
）

　

功
徳
を
積
む
た
め
の
善
行
為
と
し
て
、
こ
こ
で
は
在
家
施
主
の
布
施
や
報
酬
で
は
な
く
、
行
者
の
修
行
と
い

う
か
苦
行
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
功
徳
」
と
い
う
言
葉
は
出
ず
、
同
じtapas

が
徳
を
生
む
た
め
の
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苦
行
で
も
あ
り
、
苦
行
に
よ
っ
て
積
ま
れ
た
徳
で
も
あ
る
と
、
二
義
を
持
ち
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で

は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
業
の
観
念
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
て
、
行
為
と
そ
の
結
果
が
同
じ
も

の
と
み
な
さ
れ
、
言
葉
も
同
じ
も
の
を
使
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
主
に
善
行
為
の
結
果
と
し
て
の
功
徳
・

福
徳
を
意
味
す
るpu``a

が
、
福
徳
を
積
む
こ
と
に
な
る
善
行
為
・
福
業
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
事
例
で
面
白
い
の
は
、
苦
行
と
い
う
善
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
功
徳tapas

を
、
物
質
と
い
う
か

金
銭
・
通
貨
と
い
う
か
ポ
イ
ン
ト
み
た
い
に
貯
め
た
り
遣
っ
た
り
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
時
代
が
下
っ
て
も
、
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
伝
統
で
は
功
徳
は
物
質
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。

　

し
か
し
苦
行
と
い
う
善
行
為
の
結
果
・
功
徳
が
物
質
的
な
も
の
な
ら
、「
ど
こ
」
に
貯
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。

物
質
な
ら
ば
、
保
管
「
場
所
」
が
必
要
で
す
。
苦
行
者
の
身
体
に
「
あ
る
」
な
ら
ば
、
そ
の
苦
行
者
が
死
ん
で

火
葬
さ
れ
た
と
き
に
一
緒
に
消
滅
す
る
で
し
ょ
う
。
善
行
為
の
結
果
を
輪
廻
す
る
来
世
に
ま
で
持
ち
越
す
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
代
的
に
考
え
て
、功
徳
は
デ
ジ
タ
ル
に
数
値
や
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
だ
け
「
あ

る
」
と
し
て
も
、
架
空
の
存
在
で
は
な
い
の
で
、
ど
こ
か
に
「
あ
る
」
の
で
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
繋
が
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
破
壊
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
記
録
も
破
壊
さ
れ

消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
、
善
行
為
の
結
果
（
功
徳
）
や
悪
行
為
の
結
果
（
悪
徳
）
が
も
し
物
質
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
イ
ン

ド
で
は
当
た
り
前
の
観
念
「
輪
廻
」
を
越
え
て
来
世
に
持
ち
越
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
は
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ず
で
す
。
し
か
し
そ
の
点
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
は
仏
教
と
違
っ
て
永
遠
不
滅
の
「
我
」
を
想
定
し
ま
す
の
で
、
功
徳

も
悪
徳
も
そ
こ
に
保
管
さ
れ
、
そ
れ
が
不
滅
の
ま
ま
来
世
ま
で
持
ち
越
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う

す
る
と
、「
我
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
の
へ
ん
は
何
と
も
言
え
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
本
来
清
ら
か
な
は
ず
の
「
我
」
が
功
徳
や
悪
徳
に
よ
っ
て
よ
り
清
ま
っ
た
り
汚
れ
た

り
す
る
の
も
お
か
し
な
話
で
す
。
本
当
は
、
功
徳
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
釈
尊
の
よ
う
に
厳
密
に
調
べ
て

い
な
い
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
原
先
生
は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
が
、
功
徳
が
物
質
な
ら
ば
、
そ
れ
を
他
者
に
廻
向
す
れ
ば
、
そ
の
分
だ

け
自
分
の
功
徳
の
貯
蓄
が
減
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
で
き
ま
す
。
も
う
少
し
時
代
が

下
り
ま
す
と
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
で
は
仏
教
の
よ
う
な
心
に
刻
ま
れ
る
業
と
し
て
の
功
徳
で
は
な
く
、
こ
う
い
う
「
物

質
的
な
功
徳
」
と
い
う
観
念
が
逆
に
よ
り
明
確
に
な
っ
て
き
ま
す
。

シ
ヴ
ァ
教
獣
主
派
の
例
（
紀
元
七
世
紀
）

　

シ
ヴ
ァ
教
と
い
い
ま
す
か
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
一
派
で
、
シ
ヴ
ァ
神
を
祭
る
宗
派
の
中
に
さ
ら
に
派
が
分
か
れ

て
い
て
、
獣
主
派
と
い
う
派
が
あ
り
ま
す
。
格
好
い
い
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
何
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
獣
の
真
似
を
す
る
だ
け
で
す
。
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
か
修
行
者
な
の
に
犬
の
真
似
を
し
た
り
、
猿
の
真
似

を
し
た
り
し
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
に
、
人
間
の
言
葉
を
一
生
使
わ
な
い
、
人
間
の
よ
う
に
安
楽
に
生
活
せ
ず
に
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犬
や
猿
の
よ
う
に
森
の
中
や
地
面
で
だ
け
寝
起
き
す
る
、
食
べ
た
り
排
泄
し
た
り
も
犬
や
猿
の
よ
う
に
す
る
と

い
う
「
苦
行
」
を
し
ま
す
。

　

生
活
の
仕
方
は
人
間
よ
り
も
動
物
の
ほ
う
が
厳
し
く
て
苦
し
い
の
は
当
た
り
前
で
す
か
ら
、
苦
行
を
し
て
徳

を
積
む
聖
者
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
犬
や
猿
の
真
似
を
し
て
も
「
苦
行
者
」
と
し
て
人
気
が
出
た
り
す
る

そ
う
で
す
。
そ
の
苦
行
者
（
犬
行
者
と
か
猿
行
者
）
の
近
く
に
は
、
必
ず
在
家
の
信
者
さ
ん
が
い
て
通
訳
や
お

世
話
を
し
ま
す
。
例
え
ば
犬
の
真
似
を
す
る
苦
行
者
の
傍
に
在
家
の
世
話
人
が
い
て
、信
者
さ
ん
が
例
え
ば
「
私

の
子
ど
も
が
、
今
度
、
結
婚
す
る
ん
で
す
け
ど
、
う
ま
く
い
く
で
し
ょ
う
か
、
い
か
な
い
で
し
ょ
う
か
」
な
ど

と
尋
ね
る
と
、
そ
れ
を
世
話
人
が
苦
行
者
に
「
ワ
ン
ワ
ン
ワ
ン
」
な
ど
と
通
訳
し
て
説
明
す
る
わ
け
で
す
。
そ

う
す
る
と
、
苦
行
者
が
「
ワ
ン
ワ
ン
ワ
ン
」
と
答
え
、
人
間
の
世
話
人
が
そ
れ
を
ま
た
人
間
語
に
通
訳
し
て
「
う

ま
く
い
く
か
ら
結
婚
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
な
ど
と
伝
え
る
わ
け
で
す
。「
そ
の
程
度
の
い
い
加
減
な
宗

教
」
と
言
っ
て
は
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
そ
の
行
者
は
苦
行
を
し
て
徳
が
高
い
（
徳
が
貯
ま
っ
て
い
る
）
か
ら
、

そ
の
人
に
お
布
施
し
た
ら
自
分
も
よ
り
大
き
な
徳
が
積
め
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
犬
語
や
猿
語
が
話
せ
る
在
家
の
通
訳
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
す
ご
い
能
力
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
。
こ
う
い

う
変
な
苦
行
者
も
今
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
ま
に
猿
の
真
似
を
し
て
い
る
よ
う
な
人
や
、
一
生
を
無

言
で
過
ご
す
行
を
し
て
い
る
人
は
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
修
行
を
し
て
い
る
の
は
い
い
の
で
す
が
、
少
し
せ
こ
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
原
先
生
に
よ
る
と
、

苦
行
者
は
獣
の
ふ
り
を
し
て
、
わ
ざ
と
軽
蔑
さ
れ
て
自
分
は
耐
え
る
と
い
う
修
行
を
し
て
徳
を
積
む
。
軽
蔑
し
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た
人
は
苦
行
者
を
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
軽
蔑
し
て
悪
徳
を
積
む
わ
け
で
す
か
ら
、
苦
行
者
だ
け
徳
を
積
ん
で
在

家
者
は
悪
徳
が
増
え
る
の
で
す
。
相
対
的
に
、
苦
行
者
が
よ
り
一
層
徳
を
高
め
る
の
で
す
。
し
か
も
そ
れ
が
、

功
徳
と
悪
徳
を
交
換
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

修
行
の
第
二
段
階
に
至
る
と
、
彼
［
獣
主
派
行
者
］
は
寺
院
を
後
に
し
、
獣
主
派
の
標
識
を
捨
て
己
が
身

分
・
学
殖
を
隠
蔽
し
て
市
中
に
出
る
。
彼
は
一
般
人
の
食
べ
残
し
を
生
命
の
糧
と
な
し
つ
つ
、「
扉
」
と
称

せ
ら
れ
る
行
法
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
行
法
は
「
高
鼾
の
狸
寝
入
り
」「
痙
攣
」「
跛
行
」「
媚
態
」

「
支
離
滅
裂
な
言
辞
」「
奇
行
」
の
六
つ
よ
り
成
り
、
そ
れ
ら
は
バ
ー
ス
カ
ラ
や
ヤ
ー
ム
ナ
等
が
「
隠
匿
行
」

と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
相
当
す
る
。
そ
の
期
す
る
と
こ
ろ
は
一
般
人
を
し
て
獣
主
派
行
者
を
痴
人
・
狂
人

と
誤
認
せ
し
め
、
彼
ら
に
獣
主
派
行
者
に
対
す
る
軽
蔑
・
嫌
悪
を
喚
起
せ
し
む
る
に
在
っ
た
。（
中
略
）
第

二
段
階
に
あ
る
獣
主
派
行
者
は
こ
の
激
し
い
一
般
人
の
侮
辱
に
耐
え
、
そ
れ
を
以
て
苦
行
と
な
し
、
そ
こ

に
積
善
の
道
を
見
出
し
た
。
即
ち
、
誤
っ
て
バ
ラ
モ
ン
を
非
難
す
る
一
般
人
は
「
バ
ラ
モ
ン
軽
視
」
の
罪

に
よ
っ
て
己
が
善
根
を
失
い
、
不
当
な
非
難
に
耐
え
る
行
者
は
彼
ら
よ
り
善
根
を
得
、
代
わ
り
に
己
が
罪

障
を
彼
ら
に
与
え
る
。
善
根
や
悪
徳
の
移
行
は
仏
教
の
廻
向
を
想
起
さ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
は
善
業
や
罪
障

を
実
体
的
に
考
え
て
い
た
古
代
イ
ン
ド
人
に
特
殊
な
思
惟
方
法
に
根
差
し
て
い
る
。

（
３
）

　

原
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
や
は
り
イ
ン
ド
で
は
一
般
的
に
功
徳
や
悪
徳
は
物
質
的
に
考
え
ら
れ
て
い
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た
よ
う
で
す
。
善
業（
功
徳
）や
罪
障（
悪
徳
）の
遣
り
取
り
と
い
う
か
、軽
蔑
さ
せ
て
功
徳
を
相
手
か
ら
騙
し
取
っ

た
り
、
う
っ
か
り
軽
蔑
し
て
し
ま
っ
て
功
徳
を
取
ら
れ
た
り
し
得
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
功
徳
が
物
質
の
よ
う
に
遣
り
取
り
で
き
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
い
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
い
つ
も
必
ず

「
自
業
自
得
」
と
は
言
い
切
れ
な
く
な
る
の
で
す
。
ま
あ
、「
自
業
自
得
」
の
法
則
が
絶
対
だ
と
言
っ
て
い
る
の

は
釈
尊
の
仏
教
だ
け
で
、
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
は
神
々
の
意
思
に
よ
っ
て
多
少
は
変
わ
る
と
見
て
い
ま
す

か
ら
、
イ
ン
ド
の
一
般
的
な
見
方
と
し
て
は
問
題
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

問
題
は
、
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
影
響
を
受
け
て
起
こ
っ
て
き
た
大
乗
仏
教
で
す
。
後
で
考
察
し
ま
す

が
、
大
乗
仏
教
の
功
徳
廻
向
を
見
て
、
学
者
が
「
自
業
自
得
」
の
法
則
を
一
部
破
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
ほ
ど

で
す
。
大
乗
と
い
え
ど
も
仏
教
な
の
に
、
そ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
本
当
に
、
功
徳
や
悪
徳
は
物
質
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
（
祖
霊
祭
）

　

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
見
ま
す
と
、
釈
尊
よ
り
後
の
時
代
も
含
め
ま
す
が
、
イ
ン
ド
の
宗
教
、
バ
ラ
モ
ン
・

ヒ
ン
ド
ゥ
教
で
は
、
徳
を
積
む
と
自
分
の
も
の
に
な
る
と
い
う
自
業
自
得
だ
け
の
可
能
性
も
考
え
て
は
い
る
よ

う
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
な
ん
と
な
く
功
徳
や
悪
徳
が
お
互
い
に
移
行
す
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
面
も
あ

る
よ
う
で
す
。

　

自
業
自
得
な
ら
ば
仏
教
の
見
解
と
も
一
致
し
ま
す
が
、
業
と
い
う
か
功
徳
が
他
者
と
物
質
の
よ
う
に
遣
り
取
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り
で
き
る
な
ら
、
自
分
の
悪
業
を
他
者
に
押
し
付
け
た
り
、
他
者
の
善
業
を
自
分
が
奪
い
取
っ
た
り
し
て
自
分

が
つ
く
っ
た
悪
業
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
結
局
、
自
業
自
得
の
法
則
が
破
綻
す
る
こ
と
ま
で
前
提

に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
ま
す
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
文
献
に
功
徳
の
こ
と
や
特
に
功
徳
廻
向
の
こ
と
が
説
か
れ

る
こ
と
は
非
常
に
少
な
く
、
現
代
の
研
究
者
が
そ
の
内
容
と
い
う
か
し
く
み
ま
で
精
査
で
き
る
ほ
ど
の
情
報
量

が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
当
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
し
っ
か
り
と
調
べ
て
功
徳
を
物
質
だ
と
理
解
し
て
、「
で
は
、

物
質
だ
か
ら
物
々
交
換
み
た
い
に
し
て
功
徳
の
遣
り
取
り
（
廻
向
と
い
う
よ
り
移
行
）
も
で
き
る
ぞ
。
そ
う
す

る
と
善
悪
業
の
自
業
自
得
の
法
則
も
少
し
は
崩
れ
る
か
も
ね
」
な
ど
と
大
胆
に
判
断
し
た
の
で
も
な
さ
そ
う
な

の
で
す
。
あ
ま
り
深
く
考
え
ず
に
、隣
接
す
る
宗
教
・
仏
教
の
功
徳
廻
向
の
事
例
な
ど
も
横
目
に
見
な
が
ら
、「
功

徳
っ
て
こ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
の
？
」
な
ど
と
物
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
軽
く
考
え
て
い
た
だ
け
の
よ
う
に
思

え
ま
す
。

　

で
は
、
仏
教
で
は
功
徳
と
廻
向
は
ど
う
い
う
も
の
だ
と
見
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

二　

釈
尊
（
原
始
仏
典
）
に
功
徳
と
廻
向

　

で
は
、
原
始
仏
典
、
パ
ー
リ
語
に
よ
る
仏
典
の
な
か
の
一
番
古
い
と
こ
ろ
で
は
功
徳
と
廻
向
を
ど
の
よ
う
に
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見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
功
徳
と
は
何
か
、
そ
の
正
体
が
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
物
質
の
よ
う
に
「
移
行
す
る
」
に

せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、「
廻
向
す
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
ど
う
い
う
こ
と
か
も
分
か
り
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、そ
の
功
徳
と
は
何
か
に
つ
い
て
、釈
尊
は
「
功
徳
は
物
質
で
は
な
く
心
の
要
素
で
あ
る
」
と
か
「
物

質
で
は
な
い
の
で
自
他
の
間
で
遣
り
取
り
で
き
な
い
が
『
廻
向
』
は
で
き
る
。
そ
の
し
く
み
は
」
な
ど
と
簡
単

に
説
明
し
て
い
ま
せ
ん
。
功
徳
は
ど
の
よ
う
な
善
行
為
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
善
い
結
果
の
別
称
で
す
か
ら
、
仏

教
が
見
る
功
徳
と
そ
の
廻
向
に
つ
い
て
知
り
た
け
れ
ば
、
善
悪
の
行
為
と
そ
の
結
果
た
る
善
悪
業
の
し
く
み
そ

の
も
の
に
つ
い
て
知
る
し
か
な
い
の
で
す
。

心
の
因
果
と
物
質
の
因
果
は
別
物

　

世
の
中
に
は
二
種
類
の
因
果
が
あ
る
と
仏
教
で
は
見
て
い
ま
す
。
一
つ
は
物
質
の
因
果
で
す
。
物
質
は
地（
質

量
）
水
（
引
き
付
け
る
力
）
火
（
変
化
さ
せ
る
力
）
風
（
引
き
離
す
力
）
の
四
元
素
で
あ
る
と
仏
教
で
は
捉
え

て
い
ま
す
。
元
素
と
は
言
っ
て
も
、
厳
密
に
見
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
ね
。
現
代
の
原
子
物
理
学
の
知
見
と
不

思
議
に
一
致
し
ま
す
。
そ
れ
ら
四
元
素
が
さ
ま
ざ
ま
な
割
合
で
組
み
合
わ
さ
っ
て
物
質
世
界
の
す
べ
て
を
構
成

し
て
い
る
と
見
ま
す
。

　

物
質
は
物
質
だ
け
の
因
果
法
則
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
空
気
中
の
水
蒸
気
が
集
ま
っ
て
（
水
元

素
が
強
く
な
り
）
重
く
な
り
（
地
元
素
が
強
く
な
り
）、
重
さ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
雨
と
し
て
地
上
に
落
ち
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ま
す
。
土
に
染
み
込
ん
だ
り
川
か
ら
海
に
流
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
他
の
要
素
が
水
に
溶
け
込
ん
だ
り
し
て
分

解
さ
れ
た
り
ま
た
水
に
な
っ
た
り
し
て
（
火
元
素
の
は
た
ら
き
で
）
絶
え
ず
別
の
も
の
に
変
わ
っ
て
い
き
、
ま

た
蒸
発
し
て
（
風
元
素
が
強
く
な
り
）
空
に
昇
り
ま
す
。
そ
う
い
う
物
質
の
サ
イ
ク
ル
を
、
因
果
に
よ
っ
て
変

化
生
滅
し
続
け
て
い
る
物
質
の
因
果
と
捉
え
て
い
ま
す
。
物
質
の
世
界
に
も
偶
然
と
か
突
然
変
異
と
い
う
も
の

は
な
く
て
、
必
ず
、
原
因
が
あ
っ
て
結
果
が
あ
る
と
見
る
の
で
す
。
そ
れ
は
心
と
い
う
か
意
思
が
は
た
ら
く
「
行

為
と
結
果
」
で
は
な
い
の
で
業
の
法
則
と
は
呼
ば
な
い
の
で
す
が
、
物
質
の
因
果
法
則
な
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
心
の
因
果
で
す
。
心
が
永
遠
不
滅
の
魂
と
か
我
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
一
瞬
ご
と
に

生
滅
変
化
を
繰
り
返
す
因
果
の
連
続
で
あ
る
こ
と
を
、
釈
尊
は
発
見
し
ま
し
た
。
心
も
、
死
ぬ
や
否
や
ま
た
生

ま
れ
、
生
ま
れ
る
や
否
や
す
ぐ
に
死
に
、
死
ぬ
や
否
や
ま
た
生
ま
れ
、
と
、
生
滅
の
因
果
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

心
の
生
滅
の
連
続
は
、
物
質
の
因
果
法
則
と
別
に
、
心
の
因
果
法
則
で
動
い
て
い
ま
す
。

　

釈
尊
は
心
の
正
体
を
突
き
止
め
て
悟
り
を
開
き
ま
し
た
。
釈
尊
に
よ
る
と
、
心
は
一
瞬
ご
と
と
い
う
か
一
刹

那
ご
と
に
絶
え
間
な
く
隙
間
な
く
（
無
間
に
）
生
滅
を
繰
り
返
す
「
認
識
す
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
の
連
続
で
す
。

生
滅
を
繰
り
返
し
な
が
ら
何
か
を
「
認
識
す
る
」
こ
と
だ
け
が
「
心
」
な
の
で
す
。
心
の
生
滅
の
繰
り
返
し
が

心
の
因
果
の
連
続
で
す
。

　

認
識
す
る
は
た
ら
き
だ
け
の
心
に
は
、
い
つ
も
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
（
心
の
要
素
「
心
所
【
し
ん
じ
ょ
】」
と
言

い
ま
す
）
が
混
ざ
っ
て
、
喜
怒
哀
楽
や
貪
瞋
痴
、
智
慧
や
慈
悲
な
ど
の
ど
れ
か
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
心
を
生

ま
れ
さ
せ
る
「
意
思
」
も
、
心
の
要
素
「
心
所
」
の
一
つ
で
、
こ
れ
は
い
つ
も
心
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
認
識
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す
る
は
た
ら
き
だ
け
の
純
粋
な
心
だ
け
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
え
、仏
教
で
は
言
い
ま
す
。
心
は
混
じ
り
っ

気
な
し
の
純
水
の
よ
う
に
は
存
在
で
き
な
い
。
心
だ
け
で
は
生
滅
を
繰
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
心

に
は
必
ず
何
ら
か
の
心
所
（
感
情
）
が
混
ざ
っ
て
、
最
低
限
、
生
き
た
い
、
生
ま
れ
た
い
と
い
う
「
意
思
」
が

混
ざ
っ
て
、
生
ま
れ
ま
す
。
し
か
も
他
の
「
心
所
」
も
い
ろ
い
ろ
混
ざ
る
の
で
、
心
の
様
相
は
コ
ロ
コ
ロ
変
化

す
る
の
で
す
。

　

心
の
生
滅
も
因
果
法
則
で
す
。
こ
れ
は
物
質
の
因
果
と
違
っ
て
、
心
が
自
分
で
は
た
ら
い
て
生
滅
を
繰
り
返

す
心
の
因
果
で
す
か
ら
、
感
情
が
含
ま
れ
ま
す
。
善
い
心
を
つ
く
っ
て
一
瞬
で
死
ん
だ
ら
、
直
後
に
生
ま
れ
た

心
は
直
前
の
心
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
善
い
心
に
な
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
で
す
（
他
の
心
的
要
素

や
物
質
や
他
者
の
影
響
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
縁
」
も
一
瞬
の
心
の
生
滅
に
同
時
に
関
わ
る
の
で
百
％
の
一
対
一

対
応
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
）。

行
為
に
は
必
ず
結
果
（
業
）
が
生
じ
る

　

物
質
は
引
力
や
重
力
や
圧
力
や
温
度
な
ど
に
随
っ
て
変
化
生
滅
の
因
果
を
繰
り
返
し
ま
す
。
分
か
り
や
す
い

で
す
。
心
も
一
つ
の
確
固
た
る
魂
・
我
で
は
な
く
、
絶
え
間
な
く
生
滅
を
繰
り
返
し
て
い
る
因
果
の
連
続
な
の

で
す
が
、
心
は
何
が
原
因
で
生
ま
れ
、
死
に
、
ま
た
生
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

先
ほ
ど
、
心
の
要
素
「
心
所
」
の
一
つ
で
あ
る
意
思
が
は
た
ら
く
と
言
い
ま
し
た
が
、
き
れ
い
過
ぎ
る
言
い

方
で
す
。
心
を
生
ま
れ
さ
せ
て
い
る
原
因
は
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、「
死
に
た
く
な
い
。
生
き
て
い
た
い
」
と

107



い
う
意
思
な
の
で
す
。
釈
尊
が
世
界
で
初
め
て
発
見
し
た
の
で
す
が
、
諸
行
無
常
・
生
ま
れ
た
も
の
（
行
）
は

す
べ
て
（
諸
）
無
常
で
す
。
す
ぐ
に
死
に
ま
す
。
し
か
し
心
は
死
に
た
く
な
い
の
で
、
死
ぬ
と
き
に
「
生
き
た

い
。
ま
だ
死
に
た
く
な
い
」
と
心
の
断
末
魔
を
叫
び
ま
す
。
そ
の
力
（
意
思
）
で
ま
た
生
ま
れ
る
の
で
す
。
し

か
し
心
は
す
ぐ
に
死
に
ま
す
。
死
ぬ
と
き
に
ま
た
慌
て
て
「
生
き
た
い
。
ま
だ
死
に
た
く
な
い
」
と
心
（
意
思
）

が
叫
び
ま
す
。
そ
れ
で
ま
た
生
ま
れ
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
き
り
が
な
い
ほ
ど
生
ま
れ
て
、
し
か
し
す
ぐ
に
死
ぬ
、

し
か
し
す
ぐ
に
生
ま
れ
る
連
続
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

日
常
生
活
で
は
気
づ
き
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
身
体
も
一
緒
に
死
ぬ
臨
終
の
と
き
に
は
、
は
っ

き
り
分
か
り
ま
す
。
心
が
も
の
す
ご
く
泣
き
叫
ん
で
「
死
に
た
く
な
い
。
ま
だ
生
き
て
い
た
い
」
と
悲
鳴
を
上

げ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
身
体
が
死
ん
だ
ら
、
心
は
今
度
は
別
の
身
体
を
必
死
に
つ
く
り
ま
す
。
そ
れ
が
生
ま

れ
変
わ
り
・
輪
廻
で
す
。
本
当
は
一
瞬
ご
と
に
生
滅
を
繰
り
返
し
て
輪
廻
し
続
け
て
い
る
の
で
す
が
、
本
人
に

あ
り
あ
り
と
分
か
る
の
は
、
身
体
も
一
緒
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
で
す
。

　

心
も
生
滅
を
繰
り
返
す
因
果
の
連
続
な
の
で
す
が
、
物
質
の
生
滅
の
よ
う
に
「
崩
れ
ま
し
た
」
と
か
「
流
れ

ま
し
た
」と
い
う
ふ
う
に
あ
っ
さ
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
必
死
で
す
。「
壊
れ
た
く
な
い
」と
か「
な
く
し
た
く
な
い
」

な
ど
と
い
う
感
情
が
強
く
は
た
ら
き
ま
す
。
そ
れ
が
業
に
な
り
ま
す
。
心
が
生
ま
れ
る
た
び
に
、
身
体
を
使
っ

て
、
言
葉
を
使
っ
て
、
あ
る
い
は
心
だ
け
で
、
善
い
こ
と
や
悪
い
こ
と
を
し
た
り
言
っ
た
り
思
っ
た
り
し
ま
す
。

心
は
す
ぐ
に
死
ぬ
の
で
す
が
、
直
後
に
ま
た
生
ま
れ
る
心
に
そ
の
影
響
力
が
入
り
ま
す
。
業
で
す
。
直
前
ま
で

の
心
の
業
を
引
き
継
い
で
、
新
た
に
心
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
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過
去
の
た
く
さ
ん
の
業
が
さ
ま
ざ
ま
に
は
た
ら
き
か
け
て
結
果
を
出
し
て
消
滅
す
る
の
で
す
が
、
同
時
に
、

新
た
に
さ
ま
ざ
ま
な
業
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
の
で
、
業
は
お
よ
そ
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
増
え
て
い
き
ま

す
。
し
か
し
古
い
業
は
ど
ん
ど
ん
結
果
を
出
し
て
消
え
て
い
き
、
新
た
な
業
を
ど
ん
ど
ん
つ
く
る
の
で
、
業
の

質
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
心
が
徐
々
に
善
い
方
向
に
変
わ
れ
ば
、
そ
の
結
果
た
る
業
も
徐
々
に
善
い
も

の
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
人
間
に
生
ま
れ
た
業
は
死
ぬ
ま
で
一
生
続
き
、
途
中
で
鳥
や
天
人
に
変
わ
る
な

ど
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
身
体
の
特
質
な
ど
の
業
は
一
生
涯
変
わ
り
に
く
い
も
の
が
多
い
で
す
が
、
心

は
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
り
ま
す
。
業
も
け
っ
こ
う
変
え
ら
れ
ま
す
。
業
は
宿
命
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
行
為
の
結
果
（
業
）
を
自
分
で
受
け
な
が
ら
、
そ
の
業
に
も
影
響
さ
れ
つ
つ
他
の
縁
に
も
反
応
し
つ

つ
新
た
に
行
為
を
続
け
て
業
を
つ
く
り
続
け
て
い
る
の
で
、
業
は
結
果
が
出
れ
ば
消
え
る
の
で
す
が
、
新
た
に

つ
く
る
方
が
多
く
て
、
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
業
の
総
量
は
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
質
を
変
え
る
こ
と

は
で
き
ま
す
。
身
・
語
・
意
の
行
為
（
因
）
が
善
か
悪
か
で
果
（
業
）
も
善
か
悪
か
決
ま
り
ま
す
。
善
業
の
場

合
は
、
功
徳
と
も
言
い
ま
す
。
悪
業
は
悪
徳
と
も
言
い
ま
す
。
業
は
必
ず
自
分
（
と
い
う
か
「
自
分
」
の
心
の

連
続
）
に
刻
ま
れ
る
の
で
、「
自
分
」
の
行
為
に
無
責
任
に
な
る
の
は
危
険
な
こ
と
で
す
。
身
体
で
、
言
葉
で
、

心
で
善
行
為
を
し
て
功
徳
（
善
業
）
を
貯
め
た
方
が
業
の
質
が
善
い
も
の
が
増
え
る
の
で
す
。

　

固
定
し
た
我
の
よ
う
な
自
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
業
は
「
無
間
」
の
心
の
生
滅
の
中
で
連
続
し
ま
す
か
ら
、

決
し
て
他
者
の
心
に
も
、
ま
し
て
や
物
質
に
も
移
行
で
き
ま
せ
ん
。
移
行
で
き
る
だ
け
の
隙
間
が
、「
無
間
」
の

心
の
連
続
に
は
お
互
い
に
な
い
の
で
す
。
物
質
と
心
は
、
じ
つ
は
混
ざ
り
合
わ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
考
え
な
く
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て
良
い
で
し
ょ
う
。
も
し
混
ざ
り
合
っ
た
ら
大
変
で
す
よ
。
い
つ
も
使
っ
て
い
る
椅
子
が
、
あ
る
と
き
、「
重

い
な
あ
。
も
う
少
し
ダ
イ
エ
ッ
ト
し
て
よ
」
な
ん
て
、
言
っ
た
り
思
っ
た
り
し
て
い
た
ら
気
味
が
悪
い
で
す
ね
。

心
の
要
素
で
あ
る
功
徳
を
廻
向
す
る
こ
と
は
、
物
質
を
あ
げ
る
こ
と
と
は
別
の
し
く
み
な
の
で
す
。

縁
は
受
け
た
り
受
け
な
か
っ
た
り

　

ち
な
み
に
、
他
人
の
た
め
に
善
行
為
を
し
て
そ
れ
が
相
手
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
く
て
も
、
自
分
の
行
為

の
結
果
（
業
）
は
自
分
に
帰
る
の
で
損
は
し
ま
せ
ん
。
相
手
が
得
を
し
そ
こ
な
っ
た
だ
け
で
す
。

　

逆
も
真
理
で
す
。
先
に
紹
介
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
獣
主
派
の
考
え
は
仏
教
か
ら
見
る
と
間
違
い
で
す
。
獣
主

派
の
修
行
者
か
ら
悪
行
為
や
悪
徳
や
悪
意
を
向
け
ら
れ
て
（「
廻
向
」
さ
れ
て
）、
そ
れ
を
縁
に
し
て
こ
ち
ら
が

怒
っ
た
り
相
手
を
軽
蔑
し
た
り
す
る
と
、こ
ち
ら
の
悪
業
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、相
手
か
ら
の
誘
い
を
た
だ「
受

け
取
ら
な
い
」
で
い
れ
ば
、
こ
ち
ら
が
悪
業
を
つ
く
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
で
す
み
ま
す
。
功
徳
も
悪
徳
も
心
な

の
で
、
物
質
の
よ
う
に
移
譲
や
交
換
や
押
し
付
け
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
相
手
の
善
悪
の
行
為
や

そ
の
廻
向
に
影
響
を
受
け
て
（
縁
と
な
っ
て
）
こ
ち
ら
の
心
が
善
悪
の
反
応
を
し
た
と
き
だ
け
、
反
応
に
よ
る

業
が
こ
ち
ら
の
心
に
生
じ
る
の
で
す
。
こ
ち
ら
の
因
果
は
相
手
の
因
果
と
は
関
係
な
く
、
お
互
い
に
縁
に
な
る

か
、
な
ら
な
い
か
だ
け
な
の
で
す
。

　

釈
尊
自
身
の
例
が
あ
り
ま
す
。
仲
間
の
バ
ラ
モ
ン
が
仏
教
に
出
家
し
た
の
に
怒
っ
て
、
あ
る
バ
ラ
モ
ン
が
釈

尊
を
訪
ね
て
誹
謗
・
非
難
を
浴
び
せ
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
は
ご
馳
走
の
喩
え
を
説
き
ま
し
た
。
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「
バ
ラ
モ
ン
よ
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
誰
か
親
族
知
友
が
訪
ね
て
き
た
ら
、
最
高
の
ご
馳
走
を
用
意
す
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
そ
の
親
族
知
友
が
そ
の
ご
馳
走
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
ご
馳
走
は
誰
の
も
の

で
す
か
？
」

「
受
け
取
ら
な
か
っ
た
ら
、
私
の
も
の
で
す
」。

「
バ
ラ
モ
ン
よ
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
な
た
は
誹
謗
し
な
い
私
を
誹
謗
し
、
非
難
し
な
い
私
を
非
難
し

ま
し
た
。
私
は
あ
な
た
の
誹
謗
も
非
難
も
受
け
取
り
ま
せ
ん
。
バ
ラ
モ
ン
よ
、
そ
の
誹
謗
と
非
難
は
あ
な

た
の
も
の
で
す
。

　

バ
ラ
モ
ン
よ
、
誹
謗
す
る
者
を
誹
謗
し
返
し
、
非
難
す
る
者
を
非
難
し
返
す
の
は
、
主
人
と
客
が
共
に

食
事
を
し
て
共
に［
悪
徳
を
］分
け
合
う
こ
と
と
同
じ
で
す
。
私
は
あ
な
た
と
共
に
食
事
を
し
ま
せ
ん
。［
悪

徳
を
］
分
け
合
い
ま
せ
ん
。
バ
ラ
モ
ン
よ
、こ
の
誹
謗
と
非
難
は
あ
な
た
の
も
の
で
す
」。（『
相
応
部
』「
バ

ラ
モ
ン
相
応
」）

　

釈
尊
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
誹
謗
・
非
難
を
縁
と
し
て
自
分
も
一
緒
に
怒
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
誹
謗
・
非
難
を

受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
誹
謗
・
非
難
を
返
さ
ず
、
心
に
怒
り
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
釈
尊
に
は
誹
謗
・
非
難
と
い
う
語
業
、
あ
る
い
は
怒
り
と
い
う
意
業
か
ら
生
じ
る
は

ず
の
悪
徳
が
生
じ
ま
せ
ん
。
バ
ラ
モ
ン
の
悪
業
は
、
バ
ラ
モ
ン
自
身
に
は
し
っ
か
り
生
じ
ま
す
。
他
者
の
善
行
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為
や
悪
行
為
に
影
響
を
受
け
る
人
は
、
そ
れ
を
縁
と
し
て
自
分
で
喜
び
や
怒
り
な
ど
の
善
悪
の
業
を
つ
く
り
、

そ
れ
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
他
者
が
押
し
付
け
て
も
、
業
や
心
は
も
ら
え
ま
せ
ん
。
示
さ
れ
た
他
者
の

行
為
に
対
し
て
自
分
が
意
思
で
心
を
変
え
て
、
あ
る
い
は
感
情
的
に
同
調
し
て
共
鳴
し
て
、
自
分
も
相
手
と
同

様
の
業
を
つ
く
る
の
で
す
。
心
が
変
わ
ら
ず
、
同
調
も
共
鳴
も
し
な
い
な
ら
、
同
様
の
業
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

後
で
検
討
し
ま
す
が
、
廻
向
し
た
功
徳
を
相
手
が
受
け
取
る
か
ど
う
か
は
、
釈
尊
が
別
の
バ
ラ
モ
ン
青
年

ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ
ん
に
教
え
た
内
容
に
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
自
分
が
善
行
為
を
し
て
生
じ
た
功
徳
を
他

者
に
「
廻
向
す
る
」
と
か
「
あ
げ
る
」
と
い
う
の
は
、
他
者
に
た
だ
お
知
ら
せ
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
の
影

響
を
受
け
取
る
か
ど
う
か
は
、
相
手
次
第
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
功
徳
を
「
受
け
取
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
後
で
検
討
す
る
『
餓
鬼
事
』
で
明
ら
か
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

心
と
物
質
は
相
互
に
影
響
し
合
う

　

釈
尊
は
心
（
行
為
と
結
果
＝
業
）
の
因
果
と
、
物
質
が
変
化
生
滅
す
る
因
果
を
別
々
に
見
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
物
質
と
心
は
ま
っ
た
く
別
も
の
で
あ
る
と
、
物
質
と
心
の
二
元
論
で
世
界
を
分
類
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
や
や
こ
し
い
こ
と
に
、
心
と
物
質
は
、
心
と
心
と
同
様
に
、
お
互
い
に
影
響
（
縁
）
を
与
え
合
い
ま
す
。

　

物
質
が
心
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
体
験
的
に
よ
く
分
か
り
ま
す
。
湿
度
が
高
く
て
蒸
し
暑
い
と
、
仕
事
を

す
る
気
力
が
減
り
ま
す
。
暑
く
も
寒
く
も
な
く
そ
よ
風
が
吹
い
て
い
る
な
ら
、
心
地
よ
く
、
遊
ぶ
に
も
仕
事
す

る
に
も
元
気
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。
身
体
と
い
う
物
質
も
、
軽
や
か
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
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普
通
は
外
部
の
自
然
環
境
や
物
質
世
界
が
心
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
外
部
が
大

き
い
世
界
で
、
私
は
そ
の
中
の
ほ
ん
の
ち
っ
ぽ
け
な
一
人
な
の
で
す
か
ら
。

　

と
こ
ろ
が
、
心
も
物
質
に
影
響
を
与
え
る
の
で
す
。
ダ
イ
エ
ッ
ト
な
ど
で
必
死
に
な
っ
て
、
私
た
ち
は
心
の

意
思
で
身
体
と
い
う
物
質
を
変
え
て
い
ま
す
。
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
常
識
的
な
と
こ
ろ
を
言
い
ま
す
と
、
建

物
や
道
路
を
造
っ
た
り
橋
を
架
け
た
り
川
の
流
れ
を
変
え
た
り
と
い
う
物
質
を
使
っ
て
物
質
に
影
響
を
与
え
る

そ
の
物
質
を
動
か
す
行
為
は
、
心
が
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
農
作
業
や
林
業
も
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
心
は
、先
に
も
見
た
よ
う
に
、他
の
生
命
（
心
）
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

自
分
も
物
質
か
ら
だ
け
で
な
く
他
の
生
命
か
ら
の
影
響
も
受
け
ま
す
。
し
か
も
、
他
の
生
命
（
心
）
も
、
そ
れ

ぞ
れ
身
体
と
い
う
物
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
身
体
と
い
う
物
質
は
、
心
の
は
た
ら
い
て
い
な
い
純
粋
な
物

質
と
違
っ
て
、
心
に
強
く
結
び
付
い
て
い
ま
す
。
心
は
身
体
に
簡
単
に
影
響
さ
れ
、
心
も
、
身
体
に
絶
え
ず
影

響
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
心
と
身
体
は
一
体
の
よ
う
に
見
え
、
他
の
宗
教
や
哲
学
で
は
身
心
一
元
論
な

ど
も
主
張
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
仏
教
で
は
因
果
と
影
響
（
縁
）
を
明
確
に
区
別
し
て
、
物
質
は
物
質
、
心
は
心

と
い
う
物
心
二
元
論
を
崩
し
ま
せ
ん
。
お
ま
け
に
自
分
の
心
と
他
者
の
心
が
混
ざ
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
と
し

ま
す
。
自
分
の
心
の
流
れ
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
の
流
れ
が
他
者
の
心
の
流
れ
と
混
ざ
っ
た
り

交
代
し
た
り
し
な
い
と
、
経
験
上
、
言
っ
て
い
ま
す
。
因
果
の
連
続
は
同
時
で
も
異
時
で
も
な
く
「
無
間
」
な

の
で
、混
ざ
っ
た
り
交
代
し
た
り
す
る
隙
間
が
な
い
の
で
す
。
一
つ
の
心
の
生
滅
の
流
れ
に
、他
の
心
や
物
質
は
、

割
り
込
む
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
他
所
で
同
様
に
生
滅
を
繰
り
返
す
他
者
の
心
が
、
自
分
の
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心
と
相
互
に
影
響
を
与
え
た
り
受
け
た
り
す
る
だ
け
な
の
で
す
。
因
果
の
連
続
で
は
な
く
、
そ
の
と
き
ど
き
の

縁
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
影
響
と
は
、「
縁
」
と
い
う
「
外
部
の
」
要
素
な
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
仏
教
の
見
方
か
ら
導
き
出
し
て
、
釈
尊
は
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
明
言
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
善
行
為

の
結
果
・
業
は
特
別
に
功
徳
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
悪
行
為
の
結
果
・
業
は
特
別
に
悪
徳
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
、

功
徳
も
悪
徳
も
、
心
が
つ
く
っ
た
結
果
＝
業
だ
と
分
か
り
ま
す
。
業
に
せ
よ
功
徳
に
せ
よ
、
心
と
い
う
因
に
よ

る
心
の
結
果
、
心
の
要
素
な
の
で
す
。
物
質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
功
徳
が
物
質
で
は
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
他
者
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
心
を
あ

げ
た
り
も
ら
っ
た
り
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
の
数
少
な
い
説
明
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ

う
。

三
「
功
徳
を
廻
向
す
る
」
と
は（
４
）

『
シ
ガ
ー
ラ
教
誡
経
（
六
方
礼
経
）』

　

善
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
功
徳
は
心
所
・
心
の
特
質
で
、
物
質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
本
来
、
功
徳

を
物
質
の
よ
う
に
あ
げ
る
と
か
、
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
想
定
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
仏
教
で
は「
功
徳
を
廻
向
す
る
」と
平
気
で
言
い
ま
す
。
で
は
、廻
向
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
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う
か
。
パ
ー
リ
経
典
（
原
始
仏
教
経
典
）
の
中
に
チ
ラ
チ
ラ
と
出
て
く
る
も
の
を
い
く
つ
か
探
し
出
し
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、『
シ
ガ
ー
ラ
教
誡
経
（
六
方
礼
経
）』
で
は
、
子
ど
も
が
両
親
に
五
つ
の
お
勤
め
を
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
す
が
、
一
つ
目
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
親
孝
行
を
し
て
、
親
に
感
謝
す
る
。
二
つ
目
は
、
親
に
育
て

て
も
ら
っ
た
の
で
、
今
度
は
自
分
が
し
っ
か
り
仕
事
に
就
い
て
親
を
支
え
る
。
さ
ら
に
、
仕
事
に
就
く
だ
け
で

は
な
く
、
家
の
名
前
を
継
い
で
家
長
と
し
て
村
や
社
会
へ
の
責
任
を
果
た
す
。
そ
れ
か
ら
、
家
の
財
産
も
相
続

し
て
守
る
。
最
後
の
五
番
目
に
、
そ
の
う
ち
親
が
亡
く
な
り
ま
す
か
ら
、
親
が
亡
く
な
っ
た
ら
お
布
施
を
す
る
。

と
い
う
子
供
が
親
に
対
し
て
す
る
べ
き
五
つ
の
お
勤
め
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

経
典
で
は
、
親
に
対
す
る
子
ど
も
の
お
勤
め
の
最
後
に
、「
亡
き
親
族
の
た
め
にdakkhizam

 anuppadassqm
i

（
私
は
お
布
施
を
し
ま
す
）」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
普
通
の
「dassqm

i

（
あ
げ
る
）」
で
は
な
く
、「anu

（
近
づ
い
て
）

upa

（
上
の
方
向
に
向
か
っ
て
）dassqm

i
」
で
す
。
何
と
な
く
、
宗
教
者
な
ど
に
直
接
お
布
施
す
る
の
が
目
的

で
は
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
親
の
た
め
に
何
か
し
た
い
け
れ
ど
も
、
直
接
に
は
何
も
で
き
る
こ
と

は
な
い
か
ら
、
代
替
案
と
し
て
誰
か
他
者
（
宗
教
者
）
に
近
づ
い
て
、
亡
き
親
が
い
る
方
向
か
ど
う
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
と
に
か
く
上
の
方
向
に
向
か
っ
て
お
布
施
す
る
と
い
う
感
じ
で
す
。

　

し
か
し
説
明
は
こ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
何
と
な
く
、
親
が
亡
く
な
っ
た
後
も
親
に
対
す
る

お
勤
め
が
終
わ
り
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
だ
何
か
で
き
る
こ
と
は
あ
る
、
そ
れ
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ

と
は
わ
か
り
ま
す
。

115



増
支
部
経
典
「
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
品
」

　
『
増
支
部
経
典
』
の
な
か
に
「
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
品
」
と
い
う
、
バ
ラ
モ
ン
の
青
年
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ

ん
に
対
す
る
お
説
教
が
あ
り
ま
す
。

　

バ
ラ
モ
ン
の
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ
ん
は
、
自
分
た
ち
が
普
段
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
る
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
（
祖
霊

祭
）
の
効
果
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
『
ヤ
ジ
ュ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』

の
中
に
、
儀
式
の
仕
方
な
ん
か
が
み
ん
な
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
お
供
え
物
は
犠
牲
動
物
や
何
や
か
や
を
ど
れ
だ

け
用
意
し
て
、
儀
式
執
行
の
日
取
り
は
ど
う
や
っ
て
決
め
て
、
バ
ラ
モ
ン
へ
の
お
布
施
と
い
う
か
報
酬
は
ど
れ

だ
け
で
、
施
主
は
長
男
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
け
れ
ど
も
親
族
は
何
名
以
上
集
め
て
云
々
と
い
う
規
則
が
、
い

ろ
い
ろ
書
い
て
あ
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
考
え
で
あ
れ
こ
れ
式
次
第
を
決
め
て
、
決
め

た
通
り
に
儀
式
を
お
こ
な
う
の
で
す
が
、「
そ
う
や
っ
て
お
供
え
物
を
し
た
り
、
儀
式
が
終
わ
っ
た
ら
そ
れ
を
燃

や
し
て
先
祖
界
に
い
る
は
ず
の
先
祖
に
送
っ
た
り
し
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
う
い
う
布
施
を

先
祖
は
本
当
に
受
け
取
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ
ん
は
自
信
が
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
答

え
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
釈
尊
に
問
う
た
の
で
す
。

　

釈
尊
に
尋
ね
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
重
要
な
こ
と
で
す
。
儀
式
の
作
法
を
あ
れ
こ
れ
決
め
て
、
そ
れ
を

門
外
不
出
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
だ
け
の
も
の
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、
肝
心
の
そ
う
い
う
儀
式
に
効
果
が
あ
る

の
か
な
い
の
か
と
い
う
根
本
的
な
こ
と
に
つ
い
て
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
な
か
で
も
誰
も
知
っ
て
い
る
人
が
い
な

116



か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
と
っ
て
は
と
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
は
バ
ラ

モ
ン
た
ち
の
記
録
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
仏
教
の
記
録
と
い
う
か
経
典
に
は
、
淡
々
と
事
実
だ
け
が
記
録
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ
ん
に
尋
ね
ら
れ
て
、
釈
尊
は
ま
ず
「
五
道
輪
廻
」
の
話
を
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

説
明
し
な
い
と
、
バ
ラ
モ
ン
へ
の
布
施
に
効
果
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
そ
の
布
施
の
功
徳
が
亡
き
先
祖

に
き
ち
ん
と
届
く
の
か
ど
う
か
、
正
確
に
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

　

ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ
ん
に
五
道
輪
廻
を
説
明
し
た
の
は
、
輪
廻
を
五
道
に
分
類
し
て
い
た
の
が
仏
教
だ
け

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
バ
ラ
モ
ン
た
ち
も
、
世
界
の
他
の
ど
の
地
域
の
ど
の
宗
教
で
も
、
輪

廻
の
こ
と
を
あ
る
程
度
説
い
て
は
い
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
た
る
や
、
漠
然
と
こ
の
世
と
先
祖
界
の
二
種
類
く

ら
い
し
か
想
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
バ
ラ
モ
ン
に
、
ま
ず
、
輪
廻
の
境
涯
は
五
種
類
だ
と
教
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

釈
尊
が
輪
廻
の
し
く
み
を
解
明
す
る
前
か
ら
、
イ
ン
ド
で
は
生
命
が
生
死
を
繰
り
返
し
て
輪
廻
す
る
の
で
は

な
い
か
と
、
け
っ
こ
う
当
た
り
前
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
輪
廻
の
し
く
み
や
生
命
が
輪
廻
す

る
世
界
の
こ
と
な
ど
厳
密
な
こ
と
は
釈
尊
以
前
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
た
い
て
い
は
、
日
本

で
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
こ
の
世
と
先
祖
界
を
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
だ
け
の
輪
廻
観
で
し
た
。
業
報
輪
廻
と
い

う
厳
し
い
因
果
に
基
づ
く
厳
密
な
輪
廻
で
は
な
く
、
素
朴
な
、
死
ん
で
も
消
え
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
気
が
す
る
と

い
う
程
度
の
輪
廻
観
で
す
。
バ
ラ
モ
ン
た
ち
も
、
釈
尊
が
五
道
輪
廻
を
解
き
明
か
す
ま
で
は
、
そ
の
程
度
の
輪
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廻
観
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
ま
ず
説
明
し
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

輪
廻
の
境
涯
の
最
初
と
い
う
か
最
底
辺
は
地
獄
で
す
。「
人
間
で
あ
る
と
き
に
、こ
う
い
う
悪
い
こ
と
を
し
て
、

来
世
で
地
獄
に
行
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
地
獄
の
生
命
に
は
、布
施
は
助
け
に
な
り
ま
せ
ん
」で
終
わ
り
で
す
。

地
獄
は
、
悪
業
が
ひ
ど
過
ぎ
て
、
助
け
を
求
め
る
暇
さ
え
も
な
く
常
に
苦
し
み
に
苛
ま
れ
て
い
る
世
界
で
、
人

間
界
か
ら
功
徳
廻
向
を
し
て
助
け
て
あ
げ
た
く
て
も
、
他
者
か
ら
の
救
い
を
受
け
取
る
余
地
も
な
い
世
界
で
す
。

　

地
獄
と
同
様
の
説
明
で
、畜
生
道
に
も
「
布
施
は
助
け
に
な
り
ま
せ
ん
」。
こ
ち
ら
は
次
の
人
間
界
と
同
じ
で
、

功
徳
廻
向
な
ど
し
な
く
て
も
、
直
接
助
け
て
あ
げ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
す
。
犬
や
猫
や

人
間
同
士
は
、
心
や
言
葉
で
「
私
の
功
徳
を
あ
げ
る
よ
」
な
ど
と
廻
向
し
て
も
い
い
の
で
す
が
、
直
接
、
お
世

話
し
合
え
る
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
が
食
べ
も
の
を
余
分
に
つ
く
っ
た
ら
、「
お
す
そ
わ
け
で

す
」
と
持
っ
て
い
っ
た
り
、
病
気
な
ら
看
病
し
て
あ
げ
る
と
か
、
直
接
、
お
互
い
に
お
世
話
で
き
る
の
だ
か
ら

功
徳
廻
向
と
か
や
や
こ
し
い
こ
と
を
考
え
な
く
て
も
、
ま
ず
目
の
前
の
生
命
を
直
接
助
け
て
あ
げ
な
さ
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
「
こ
う
い
う
善
い
こ
と
を
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
人
間
と
天
人
に
も
、
布
施
は
助
け
に
な
り
ま
せ
ん
」
と

釈
尊
は
続
け
ま
す
。
人
間
に
は
直
接
に
助
け
を
与
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
天
人
に
は
、
自
分
で
満
ち

足
り
て
い
る
の
で
人
間
か
ら
の
布
施
（
功
徳
廻
向
）
に
よ
る
助
け
が
必
要
な
い
の
で
す
。

　

残
る
一
つ
、
悪
い
こ
と
を
し
て
餓
鬼
道
に
落
ち
て
い
る
生
命
に
は
、
布
施
は
助
け
に
な
り
ま
す
、
と
、
や
っ

と
釈
尊
が
お
墨
付
き
を
与
え
ま
す
。
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ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ
ん
は
、
理
屈
は
ま
だ
全
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、「
餓
鬼
道
に
だ
け
は
布
施
は
助
け

に
な
る
」
と
言
っ
て
も
ら
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
安
心
し
た
よ
う
で
す
。「
少
な
く
と
も
あ
る
レ
ベ
ル
の
生
命
に
は

布
施
が
届
く
の
だ
。
効
果
が
あ
る
な
ら
や
る
意
義
は
あ
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

じ
つ
は
こ
こ
で
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
先
祖
供
養
の
儀
式
か
ら
す
で
に
枠
が
外
れ
て
、
広
大
な
世
界
に
足
を
踏

み
入
れ
て
い
ま
す
。
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
施
主
の
先
祖
供
養
を
と
に
か
く
大
事
に
し
た
い
だ
け
な
の
で
す
が
、
釈

尊
は
「
あ
な
た
方
が
布
施
を
し
て
功
徳
を
誰
か
に
あ
げ
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
餓
鬼
に
は
受
け
取
っ
て
も
ら
え
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら
や
る
価
値
は
あ
り
ま
す
」
と
言
う
の
で
す
。
こ
こ
に
カ
ラ
ク
リ
が
あ
り
ま
し
て
、
パ
ー
リ

語
で
は
先
祖
と
い
う
か
死
者
一
般
も
、餓
鬼
道
の
餓
鬼
も
同
じ
く「
ペ
ー
タpeta

」と
言
い
ま
す
。
だ
か
ら
、地
獄
、

畜
生
、
人
間
、
天
以
外
の
先
祖peta
と
い
う
か
餓
鬼peta

に
は
功
徳
廻
向
が
役
に
立
つ
と
言
わ
れ
る
と
、
な
ん
だ

か
納
得
し
や
す
か
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
餓
鬼
道
に
い
る
先
祖
に
し
か
布
施
が
助
け
に
な
ら
な
い
の
で
は
、
せ
っ
か
く
の
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
（
祖
霊

祭
）
が
不
十
分
と
い
う
か
、そ
の
効
果
に
当
た
り
外
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー

ニ
さ
ん
も
そ
れ
に
気
づ
い
て
、「
し
か
し
、
も
し
先
祖
が
そ
の
餓
鬼
道
に
い
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う

か
？
」
と
尋
ね
ま
す
。

　

釈
尊
は
、「
特
定
の
親
族
以
外
に
も
、
餓
鬼
道
に
は
必
ず
誰
か
、
無
限
の
輪
廻
の
な
か
の
自
分
の
親
族
が
い
ま

す
。
彼
ら
が
布
施
の
功
徳
を
受
け
取
る
の
で
心
配
要
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
ま
す
。
あ
な
た
方
が
亡
き
親
族
の
た

め
に
い
ろ
い
ろ
儀
式
を
し
て
お
布
施
を
し
て
功
徳
廻
向
を
し
て
い
る
の
は
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
特
定
の
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親
族
が
餓
鬼
道
に
い
な
か
っ
た
ら
、
せ
っ
か
く
の
お
布
施
（
功
徳
廻
向
）
が
そ
の
人
に
は
届
き
ま
せ
ん
。
そ
の

代
わ
り
に
と
言
っ
て
は
な
ん
で
す
が
、
親
族
の
範
囲
を
広
げ
て
、
あ
な
た
の
無
限
の
輪
廻
を
重
ね
る
な
か
で
の

親
族
を
全
員
「
親
族
」
に
含
め
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と
誰
か
が
必
ず
餓
鬼
道
に
い
て
苦
し
ん
で
い
る
の
で
、

お
布
施
や
功
徳
廻
向
は
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

私
が
こ
の
人
間
界
に
生
ま
れ
る
前
に
は
、
犬
か
猫
か
ム
カ
デ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
天
人
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
前
に
は
地
獄
に
落
ち
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
餓
鬼
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
輪
廻
を
繰
り
返
す
中
で
、
生
ま
れ
た
先
々
で
家
族
が
い
て
親
族
が
い
ま

す
。
無
限
の
輪
廻
で
す
。
過
去
世
の
ど
れ
だ
け
の
輪
廻
の
な
か
を
た
ど
っ
て
も
た
ど
り
切
れ
な
い
ほ
ど
の
輪
廻

で
す
か
ら
、「
そ
の
輪
廻
の
な
か
で
は
、
す
べ
て
の
生
命
の
中
で
私
の
家
族
・
親
族
で
な
か
っ
た
人
は
誰
一
人
も

い
ま
せ
ん
よ
」
と
釈
尊
が
別
の
と
こ
ろ
で
言
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
あ
な
た
方
が
特
定
の
直
近
の
先
祖
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
と
供
養
や
儀
式
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、

本
来
、
先
祖
と
は
、
無
限
の
輪
廻
の
中
で
は
こ
れ
ほ
ど
広
い
世
界
の
こ
と
で
す
よ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

バ
ラ
モ
ン
青
年
の
気
持
ち
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
結
局
は
特
定
の
先
祖
よ
り
は
無
限
の
輪
廻
の
中

の
先
祖
、
つ
ま
り
「
一
切
衆
生
の
た
め
に
廻
向
し
た
ら
よ
い
で
す
。
誰
か
受
け
取
っ
て
く
れ
る
生
命
が
必
ず
い

ま
す
か
ら
」
と
教
え
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、シ
ュ
ラ
ッ
ダ
（
祖
霊
祭
）
の
効
果
は
あ
る
の
か
ど
う
か
、ま
だ
疑
問
に
思
っ
て
い
た
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー

ニ
さ
ん
が
、「
で
も
、
私
の
輪
廻
の
な
か
の
先
祖
が
、
誰
も
餓
鬼
道
に
い
な
か
っ
た
ら
せ
っ
か
く
の
布
施
や
功
徳
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廻
向
も
無
駄
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
し
つ
こ
く
聞
き
ま
す
。

　

釈
尊
は
丁
寧
に
教
え
ま
す
。「
い
や
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
よ
。
す
べ
て
の
生
命
が
い
ろ
い
ろ

な
悪
業
や
善
業
を
繰
り
返
し
て
悪
い
と
こ
ろ
に
行
っ
た
り
、
善
い
と
こ
ろ
に
行
っ
た
り
し
て
い
る
な
か
で
、
餓

鬼
界
だ
け
空
っ
ぽ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
先
祖
と
い
っ
て
も
現
世
だ
け
の
先
祖
で
は
な
い
の
で
す
か

ら
、
あ
な
た
の
先
祖
の
中
で
も
誰
か
は
必
ず
餓
鬼
界
に
い
る
か
ら
布
施
は
無
駄
に
な
り
ま
せ
ん
よ
。
し
か
も
、

万
が
一
、
餓
鬼
道
が
空
っ
ぽ
だ
っ
た
と
し
て
も
、
先
祖
の
た
め
に
お
布
施
と
い
う
善
い
こ
と
を
し
た
の
だ
か
ら
、

そ
の
功
徳
は
あ
な
た
の
も
の
で
す
。
決
し
て
無
駄
に
は
な
り
ま
せ
ん
よ
」と
、そ
こ
ま
で
教
え
て
あ
げ
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
道
端
の
お
地
蔵
さ
ん
に
千
円
札
を
お
布
施
し
よ
う
と
し
て
置
い
た
途
端
に
風
で
飛
ん
で
い
っ
て
し

ま
っ
て
も
、
お
布
施
に
な
ら
な
か
っ
た
と
心
配
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
功
徳
は
千
円
札
で
は
な
く
、
お
布

施
す
る
行
為
に
生
じ
る
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
あ
な
た
の
善
行
為
の
功
徳
を
受
け
取
っ
て
い
ま
す
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
功
徳
を
他
者
に
も
あ
げ
る
と
い
う
か
あ
げ
よ
う
と
い
う
意
思
表
示
を
し
た
の
で

す
か
ら
、
そ
の
分
の
功
徳
も
加
わ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
廻
向
と
い
う
善
行
為
で
す
。
廻
向
す
る
と
、
相
手
に
届

く
か
ど
う
か
以
前
に
、
自
分
が
功
徳
を
他
者
に
廻
向
す
る
そ
の
功
徳
が
、
自
分
に
だ
け
は
必
ず
生
じ
る
の
で
す
。

自
業
自
得
は
い
つ
で
も
必
ず
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
先
祖
の
た
め
に
祖
霊
祭
を
や
っ
て
お
布
施
す
る
功
徳
は
自
分
に
も
ば
っ
ち
り
も
た
ら
さ

れ
る
し
、
先
祖
の
誰
か
は
餓
鬼
道
で
受
け
取
っ
て
く
れ
る
の
で
、
功
徳
廻
向
は
ま
っ
た
く
無
駄
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
心
配
は
要
り
ま
せ
ん
。
と
、
そ
こ
ま
で
言
っ
て
ジ
ャ
ー
ヌ
ッ
ソ
ー
ニ
さ
ん
も
や
っ
と
納
得
し
ま
し
た
。
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た
だ
、
功
徳
廻
向
の
し
く
み
は
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

小
部
経
典
『
餓
鬼
事
』
に
説
か
れ
る
功
徳
廻
向
「
布
施
を
指
定
す
る
」

　

パ
ー
リ
経
典
「
小
部
」
の
中
の
『
餓
鬼
事
』（
紀
元
前
六
世
紀
～
紀
元
前
三
世
紀
）
に
お
い
て
、
功
徳
は
心
に

生
ま
れ
た
善
業
だ
か
ら
、
あ
げ
る
と
言
っ
て
も
実
際
に
は
あ
げ
ら
れ
な
く
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は
こ
う
い
う
法

則
な
の
で
す
、
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
ま
す
。

　
『
餓
鬼
事
』
と
い
う
お
経
が
あ
り
ま
す
。
五
一
の
お
話
の
中
で
釈
尊
も
三
つ
か
四
つ
ぐ
ら
い
幽
霊
（
餓
鬼
）
に

関
し
て
話
し
て
い
ま
す
。
他
の
長
老
方
あ
る
い
は
信
者
さ
ん
た
ち
が
、
幽
霊
に
出
会
っ
て
い
ろ
い
ろ
対
話
を
し

た
お
話
を
集
め
た
も
の
で
す
。
幽
霊
に
関
す
る
お
経
で
す
が
、
日
本
の
怪
談
み
た
い
な
怖
が
ら
せ
る
お
話
で
は

な
く
、
実
際
、
全
然
怖
く
な
い
で
す
。

　

幽
霊
が
唐
突
に
縁
あ
る
人
間
の
前
に
現
れ
る
の
で
す
が
、
何
を
言
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
た
い
が
い
は
「
私

は
前
世
で
ち
ょ
っ
と
嫉
妬
を
し
て
し
ま
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
欲
が
強
す
ぎ
て
、
今
、
こ
う
い
う
餓
鬼
に
生
ま
れ
て

苦
し
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
あ
な
た
方
は
、
嫉
妬
や
欲
に
あ
ま
り
夢
中
に
な
ら
な
い
で
、
家
族
仲
よ
く
暮
ら
し
な

さ
い
」
な
ど
と
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
幽
霊
の
ほ
う
が
人
間
に
教
え
て
く
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
た

ち
も
幽
霊
が
出
て
き
て
も
び
っ
く
り
し
て
逃
げ
ず
に
、
取
り
あ
え
ず
、「
何
か
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
の
？
」
と
話
を
聞
い
て
み
た
ら
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
な
か
で
、「
私
に
功
徳
を
廻
向
し
て
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
む
幽
霊
も
い
ま
す
。「
私
は
、
今
、
餓
鬼
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界
で
困
っ
て
い
て
、
そ
の
理
由
も
わ
か
っ
て
い
る
。
前
世
で
こ
う
い
う
悪
い
こ
と
を
し
た
か
ら
、
今
こ
う
い
う

ふ
う
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
、
私
の
た
め
に
ち
ょ
っ
と
お
布
施
な
ど
の
善
い
こ
と
を

し
て
、
そ
の
功
徳
を
私
に
指
定
（
廻
向
）
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
し
た
ら
私
は
楽
に
な
る
ん
だ
け
ど
…
…
」
な

ど
と
頼
ん
で
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
功
徳
廻
向
の
お
話
が
一
四
話
、
註
釈
書
の
な
か
に
は
、
さ
ら
に
も
う
五

つ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　

話
を
聞
い
た
人
間
の
縁
者
も
、実
際
に
「
は
い
は
い
、わ
か
り
ま
し
た
」
と
お
坊
さ
ん
な
ど
に
お
布
施
を
し
て
、

「
こ
の
功
徳
を
あ
な
た
に
あ
げ
ま
す
よ
」
と
目
の
前
に
立
っ
て
い
る
幽
霊
に
言
う
と
、
幽
霊
の
目
の
前
に
必
要
な

も
の
が
現
れ
て
そ
れ
を
享
受
で
き
た
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
い
き
な
り
天
人
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
り
、
と
に
か
く

苦
し
み
が
消
え
て
楽
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
様
子
が
ま
た
人
間
の
縁
者
に
あ
り
あ
り
と
見
え
る
の
で
す
。

　

本
当
で
す
よ
。
嘘
だ
と
思
っ
た
ら
、
藤
本
晃
・
訳
『
死
者
た
ち
の
物
語
「
餓
鬼
事
経
」
和
訳
と
解
説
』
と
い

う
本
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
買
っ
て
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
図
書
館
で
借
り
て
も
よ
ろ
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、

読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　
『
盂
蘭
盆
経
』
の
元
ネ
タ
に
な
っ
た
「
舎
利
弗
の
母
」
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
す
。『
盂
蘭
盆
経
』
は
中
国
で

つ
く
ら
れ
た
ニ
セ
モ
ノ
の
お
経
（
偽
経
）
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。『
盂
蘭
盆
経
』
自
体
は
実
際
に
ニ
セ
モ
ノ
な

の
で
す
が
、
そ
の
お
話
の
元
は
、
こ
の
『
餓
鬼
事
』
の
中
に
あ
る
の
で
す
。『
餓
鬼
事
』
で
は
、
目
連
尊
者
で
は

な
く
舎
利
弗
尊
者
の
、
し
か
も
現
世
で
の
母
で
は
な
く
四
回
前
に
た
ま
た
ま
お
互
い
に
人
間
だ
っ
た
と
き
に
は

そ
の
餓
鬼
が
母
で
舎
利
弗
尊
者
が
そ
の
息
子
と
い
う
関
係
で
し
た
。
こ
の
世
界
で
の
直
接
の
母
で
は
な
い
の
で
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す
が
、
無
数
の
輪
廻
の
中
で
あ
る
と
き
母
だ
っ
た
人
が
、
そ
の
縁
を
頼
っ
て
現
世
の
舎
利
弗
尊
者
に
「
助
け
て

く
だ
さ
い
」
と
す
が
る
の
で
す
。
舎
利
弗
尊
者
も
気
楽
に
、「
で
は
、
明
日
、
托
鉢
に
行
き
ま
す
か
ら
、
そ
の

托
鉢
で
も
ら
っ
た
食
物
を
分
け
合
う
と
き
に
、
私
が
み
ん
な
に
分
け
て
あ
げ
て
、
そ
の
功
徳
を
あ
な
た
に
あ
げ

ま
す
」
と
約
束
し
ま
す
。
そ
れ
で
一
旦
、
四
回
前
の
と
き
の
お
母
さ
ん
も
安
心
し
て
い
な
く
な
り
ま
す
。
翌
日
、

本
当
に
功
徳
を
廻
向
し
て
あ
げ
て
簡
単
に
助
け
て
あ
げ
て
、
め
で
た
し
め
で
た
し
。
終
わ
り
で
す
。

　

中
国
で
つ
く
っ
た
『
盂
蘭
盆
経
』
は
大
げ
さ
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
比
丘
サ
ン
ガ
の
三
ヶ
月
間
の
雨

安
居
明
け
の
大
布
施
会
の
と
き
に
お
布
施
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
く
ら
い
の
大
パ
ワ
ー
で
な
い
と
お
母
さ
ん
を
救

え
な
い
な
ど
と
い
う
大
げ
さ
な
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
功
徳
廻
向
し
て
餓
鬼
を
救
う
の
で
す
か
ら
、「
六
道
輪
廻
」
あ
る
い
は
「
五
道
輪
廻
」
は
当
然
前
提

さ
れ
て
い
ま
す
。
阿
修
羅
を
餓
鬼
（
幽
霊
）
に
含
め
た
り
、
天
人
に
含
め
た
り
、
阿
修
羅
と
し
て
別
に
出
し
た

り
し
て
、餓
鬼
や
天
人
に
含
め
た
と
き
に
は
「
五
道
輪
廻
」
で
、別
に
し
た
ら
「
六
道
輪
廻
」
で
す
。
釈
尊
は
「
五

道
輪
廻
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
後
に
、
阿
修
羅
が
別
に
立
て
ら
れ
て
「
六
道
輪
廻
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
餓
鬼
事
』
で
は
「
五
（
六
）
道
輪
廻
」
が
事
実
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
餓
鬼
と
い
う
生
命
は
、
前
世
の
苦
し
み
の
結
果
を
受
け
て
、
そ
の
苦
し
み
の
世
界
に
い
る
間
に
悪
業
を

な
ん
と
か
消
費
し
ま
す
。
悪
業
に
苦
し
む
だ
け
の
一
生
で
す
か
ら
、
餓
鬼
で
い
る
間
は
本
来
、
自
分
で
は
何
も

善
い
こ
と
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
も
、
人
間
界
か
ら
飲
食
物
と
い
う
か
物
質
を
直
接
与
え
ら
れ
て
も
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
し
て
飢
渇
を
抑
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え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
喉
が
渇
い
て
困
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
言
う
幽
霊
が
出
て
き
た
の
で
、「
で
は
、

あ
な
た
に
水
を
飲
ま
せ
て
あ
げ
ま
す
」
と
、川
の
水
を
汲
ん
で
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
話
も
あ
り
ま
す
が
、映
画
『
パ

イ
レ
ー
ツ
・
オ
ブ
・
カ
リ
ビ
ア
ン
』
の
よ
う
に
、
飲
も
う
と
し
た
ら
ダ
バ
ダ
バ
と
喉
か
ら
こ
ぼ
れ
て
い
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
口
か
ら
入
れ
た
の
に
、
水
が
喉
を
通
っ
て
お
腹
に
入
っ
て
い
か
な
い
。
水
を
飲
む
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
す
。

　

そ
の
理
屈
は
書
い
て
な
い
の
で
す
が
、
幽
霊
（
餓
鬼
）
が
そ
こ
に
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
人
間
界
の
人
間

と
は
構
成
物
質
が
違
い
ま
す
か
ら
、
見
え
る
人
は
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
物
質
を
直
接
あ
げ
て
も
、
人
間

界
の
物
質
を
幽
霊
（
餓
鬼
）
が
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
墓
や
仏

壇
に
お
供
え
も
の
を
し
て
も
、
ご
先
祖
が
夜
中
に
こ
っ
そ
り
食
べ
に
来
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
食

べ
も
の
や
飲
み
も
の
は
直
接
に
は
届
き
ま
せ
ん
。
心
と
い
う
か
、
功
徳
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で

す
。

『
餓
鬼
事
』
全
編
の
中
、
釈
尊
自
身
の
偈
は
第
一
、四
、五
話
だ
け

　

功
徳
を
廻
向
し
て
餓
鬼
を
救
う
し
く
み
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
釈
尊
自
身
が

説
い
て
い
る
「
偈
【
げ
】」
は
、
第
一
話
、
第
四
話
、
第
五
話
の
三
つ
だ
け
な
の
で
す
が
、
そ
の
三
つ
に
だ
け
な

ん
と
か
功
徳
廻
向
の
し
く
み
が
分
か
る
だ
け
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。

　

第
一
話
で
、「
施
物
（
お
布
施
さ
れ
る
物
）、
施
主
（
お
布
施
す
る
人
）、
受
け
手
（
お
布
施
を
受
け
る
相
手
）
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が
そ
ろ
っ
て
布
施
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
先
亡
者
（
亡
く
な
っ
た
人
）
の
た
め
に
も
な
り
、
施
主

の
た
め
に
も
な
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
お
そ
ら
く
誰
か
亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
に
お
布
施
を

し
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
に
な
り
ま
す
」
と
、
釈
尊
は
ま
ず
認

め
て
い
ま
す
。
先
亡
者
へ
の
お
布
施
（
功
徳
廻
向
）
は
役
に
立
つ
の
で
す
。

　

そ
の
上
、「
誰
か
の
た
め
に
お
布
施
を
し
た
の
だ
か
ら
、
自
分
の
手
元
に
は
功
徳
は
残
ら
な
い
」
で
は
な
く
て
、

「
当
然
、
自
分
の
た
め
に
も
な
っ
て
い
ま
す
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
品
物
の
よ
う
に
、
お
米
を
一
升
用
意
し
て
、

「
こ
れ
を
あ
な
た
に
あ
げ
ま
す
」
と
言
っ
て
あ
げ
た
ら
、
自
分
の
手
元
に
お
米
は
残
り
ま
せ
ん
が
、
相
手
に
あ
げ

た
分
だ
け
自
分
の
分
は
減
る
の
で
す
が
、
功
徳
廻
向
と
い
う
か
「
功
徳
を
あ
げ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い

う
物
質
の
移
行
・
移
譲
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。
誰
か
の
た
め
に
何
か
を
や
っ
て
あ
げ
た
け
れ

ど
も
、
そ
れ
は
相
手
の
た
め
に
も
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
自
分
の
た
め
に
も
な
る
の
で
す
。
行
為
と
結
果
（
業
）

で
す
か
ら
、
自
分
の
持
ち
物
は
な
く
な
っ
て
も
、
行
為
と
そ
の
結
果
は
な
く
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

第
四
話
で
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
功
徳
廻
向
は
、
餓
鬼
だ
け
で
な
く
先
に
亡

く
な
っ
た
人
な
ら
誰
の
た
め
に
で
も
、そ
の
上
、神
々
の
た
め
に
も
や
っ
て
い
い
よ
う
で
す
。
神
々
（
天
人
た
ち
）

は
、
廻
向
さ
れ
て
も
功
徳
は
も
う
要
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
一
応
、
喜
ん
で
は
く
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、「
先

亡
者
や
神
々
の
た
め
に
比
丘
サ
ン
ガ
を
供
養
し
た
ら
」、彼
ら
の
た
め
に
も
な
り
ま
す
が
、当
然
、「
施
主
も
果
報
・

功
徳
を
受
け
ま
す
」
と
明
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
し
く
み
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

功
徳
廻
向
の
し
く
み
は
、
第
五
話
で
、
や
っ
と
チ
ラ
ッ
と
出
て
き
ま
す
。
亡
き
親
族
の
た
め
に
お
布
施
を
す

126



る
と
、
亡
き
親
族
は
「
我
々
の
た
め
に
や
っ
て
く
れ
た
の
だ
」
と
、
そ
れ
を
随
喜
す
る
の
で
す
。
随
喜
と
は
、

誰
か
の
何
か
の
善
行
為
に
自
分
も
同
調
し
て
、「
随
っ
て
喜
ぶ
」
こ
と
で
す
。「
近
づ
い
て
（anu

）
喜
ん
で
い
る

（m
odanti

）」
の
で
す
。
他
者
の
善
行
為
を
「
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
た
め
に
や
っ
て
く
れ
た
ん
だ
ね
」
と
正
当
に

評
価
す
る
と
い
う
か
、
単
純
に
嬉
し
く
て
喜
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、「
偈
」
に
は
そ
こ
ま
で
し
か
書
い
て

あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
功
徳
廻
向
で
自
分
が
積
ん
だ
徳
を
他
者
に
「
あ
げ
る
」
と
し
て
も
、
最
低
限
、
自
業
自
得
の
法
則
が

崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
三
つ
の
偈
で
分
か

る
よ
う
に
、
廻
向
す
る
人
の
自
業
自
得
は
明
確
に
保
た
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
分
は
し
っ
か
り
あ
り
ま
す
。
な

に
し
ろ
自
分
が
善
い
こ
と
を
し
て
、
誰
よ
り
も
自
分
が
満
足
し
て
喜
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
気
持
ち
を

人
に
「
あ
げ
て
」
も
、
自
分
の
気
持
ち
が
そ
の
途
端
に
消
え
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
気
持
ち
は
心
で
す
か
ら
、

誰
か
に
「
あ
げ
て
」
も
消
え
な
い
の
で
す
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
相
手
に
「
あ
げ
た
」
ら
、
相
手
に
も
功
徳
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
物
質
の
よ
う
に
半
分

ず
つ
と
か
、
あ
る
い
は
コ
ピ
ー
さ
れ
た
「
複
写
功
徳
」
を
「
も
ら
う
」
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
ち
ょ
っ

と
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
餓
鬼
事
』
第
五
話
の
偈
で
読
み
取
れ
る
の
は
、
功
徳
を
廻
向
さ
れ
た
相
手
は
、
他
人
の
功
徳
を
も
ら
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
ど
う
や
ら
他
人
の
善
行
為
を
素
直
に
「
喜
ぶ
」
と
い
う
自
分
の
心
の
行
為
を
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
し
か
も
他
者
の
善
行
為
を
喜
ぶ
の
は
、
そ
れ
も
善
行
為
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
独
力
で
は
善
行
為
を
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す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
非
力
な
餓
鬼
も
、
他
者
が
自
分
の
た
め
に
布
施
な
ど
の
善
行
為
を
し
て
、
し
か

も
、
そ
の
功
徳
を
自
分
に
廻
向
し
て
く
れ
た
ら
、
そ
の
気
持
ち
を
素
直
に
喜
ぶ
く
ら
い
の
こ
と
は
で
き
る
よ
う

で
す
。

『
餓
鬼
事
』
か
ら
読
め
る
功
徳
廻
向
の
法
則

　

註
釈
書
も
含
め
て
、
功
徳
廻
向
の
し
く
み
を
な
ん
と
か
解
明
し
ま
し
ょ
う
。
重
複
し
ま
す
が
、
ま
ず
、「
衣
服

や
食
事
な
ど
の
物
質
が
移
譲
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」、
こ
れ
は
第
一
〇
話
に
出
て
き
ま
す
。

　

先
ほ
ど
言
い
た
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
手
か
ら
手
に
あ
な
た
が
私
に
与
え
る
も
の
は
私

の
助
け
に
な
り
ま
せ
ん
」。
水
を
飲
ま
せ
て
も
ら
っ
て
も
喉
か
ら
ダ
バ
ダ
バ
と
こ
ぼ
れ
て
し
ま
い
、
渇
き
が
癒
え

る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
心
の
属
性
で
あ
る
功
徳
（
業
）
が
移
譲
さ
れ
て
、
自
業
自
得
の
法
則
を
破
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
も
な
さ
そ
う
で
す
。
な
に
し
ろ
、「
心
を
あ
げ
る
」
こ
と
は
実
際
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
施
主
も
餓
鬼

も
共
に
功
徳
廻
向
の
功
徳
を
得
て
い
る
の
で
、
施
主
の
ほ
う
は
自
業
自
得
だ
と
し
て
も
、
餓
鬼
の
ほ
う
は
「
他

業
自
得
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
も
生
ま
れ
そ
う
で
す
。「
他
業
自
得
」
も
、
自
業
自
得
の

法
則
を
破
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
功
徳
を
廻
向
さ
れ
た
餓
鬼
が
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
何
か
善
行
為
を
し
て
い
た
ら
、「
他
業
自

得
」
で
は
な
く
、
餓
鬼
は
餓
鬼
で
自
分
の
善
行
為
の
功
徳
を
受
け
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
『
餓
鬼
事
』
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の
第
五
話
で
、「
他
者
の
善
行
為
や
廻
向
を
餓
鬼
た
ち
が
随
喜
す
る
」
と
ま
で
示
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。

　

第
五
話
の
註
釈
書
の
と
こ
ろ
で
は
、
後
の
お
坊
様
の
よ
り
詳
し
い
説
明
が
入
っ
て
い
ま
す
。「
功
徳
廻
向
し
て

も
自
業
自
得
の
法
則
を
破
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
ま
ず
、
後
の
お
坊
様
が
は
っ
き
り
と
註
釈
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、「
自
業
自
得
の
法
則
を
破
る
の
で
は
な
く
、
餓
鬼
の
た
め
に
布
施
さ
れ
た
施
物
は
、
餓
鬼
が
善

行
為
を
す
る
た
め
の
『
縁
』
に
な
る
の
で
す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
業
と
し
て
は
も
の
す
ご
く
や
や
こ
し
い
わ
け
で
す
。
仏
教
で
は
一
方
で
、
自
業
自
得
、
自
分
が
や
っ

た
こ
と
の
結
果
は
自
分
に
返
っ
て
き
て
、
他
者
に
移
る
こ
と
は
な
い
と
断
固
と
し
て
言
う
の
で
す
が
、
も
の
ご

と
は
因
と
果
だ
け
の
単
純
な
一
対
一
対
応
で
は
な
い
の
で
す
。
自
分
が
何
か
や
る
と
き
に
は
、
必
ず
他
者
に
も

影
響
を
与
え
た
り
、
自
分
自
身
も
他
者
や
他
の
物
事
か
ら
の
影
響
を
い
つ
も
受
け
な
が
ら
何
か
を
や
っ
て
い
る

の
で
す
。
周
り
の
人
や
物
事
と
お
互
い
に
縁
に
な
っ
た
り
、
縁
を
受
け
た
り
し
て
、
そ
の
上
で
自
業
自
得
を
や
っ

て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
因
果
関
係
も
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
も
の
す
ご
く
や
や
こ
し
い
の
で
す
。

　

私
が
山
口
県
の
お
寺
で
一
人
で
こ
ん
な
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
て
も
、
仏
さ
ま
は
聞
い
て
く
だ
さ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
ん
な
田
舎
で
は
誰
も
聞
い
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
豊
橋
ま
で
出
て
き
て
、
愛
知
大
学
で
こ

の
よ
う
な
講
義
を
す
る
と
な
る
と
、
来
て
く
だ
さ
る
方
が
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
縁
が
広
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

私
も
縁
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
た
く
さ
ん
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
皆
さ
ん
で
ご
自
分
の
判
断
で
こ

こ
に
お
い
で
に
な
っ
て
、
良
い
話
か
悪
い
話
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
と
に
か
く
聞
い
て
、
聞
い
た
こ
と
で
ま
た

ご
自
分
で
考
え
て
、
自
分
の
心
を
ど
ん
ど
ん
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
因
と
果
の
間
に
必
ず
同
時
に
影
響
を
与
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え
る
た
く
さ
ん
の
「
縁
」
が
、
本
当
に
わ
か
り
に
く
い
で
す
が
、
作
用
し
合
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
自
業
自
得

と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
自
業
が
必
ず
周
り
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
が
何
か
や
っ
た
と
き
に

は
必
ず
周
り
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
、
ふ
だ
ん
か
ら
よ
く
言
い
ま
す
け
ど
、「
あ
の
人
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
」
と
か
「
や
っ
て
あ
げ
た
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
誰
か
の
「
代
理
」
で
何
か
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
さ
え
も
自
分
の
行
為
な
の

で
す
。
代
わ
っ
て
も
ら
っ
て
そ
の
行
為
を
し
な
か
っ
た
人
も
、「
任
せ
た
」
と
い
う
行
為
を
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
縁
を
受
け
た
り
与
え
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
業
自
得
が
あ
り
ま
す
。

　

善
い
こ
と
な
ら
「
あ
の
人
の
お
か
げ
で
」
と
か
、悪
い
こ
と
な
ら
「
あ
い
つ
の
せ
い
で
」
な
ど
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
り
す
る
、
あ
の
「
お
か
げ
」
と
か
「
せ
い
」
も
、
自
分
が
影
響
（
縁
）
を
受
け
取
っ
た
り
与
え
た
り
し
て
い

る
の
で
す
。

　

功
徳
廻
向
と
随
喜
の
話
で
い
え
ば
、「
あ
の
人
に
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
あ
げ
て
、
私
も
嬉
し
い
」
と
い
う

こ
と
が
善
行
為
で
す
。
そ
の
功
徳
を
誰
か
に「
こ
れ
は
あ
な
た
の
た
め
で
す
よ
」と
手
向
け
る
と
、あ
る
い
は「
一

切
衆
生
に
あ
げ
ま
す
」
な
ど
と
宣
言
す
る
と
、
功
徳
廻
向
で
す
。
廻
向
は
、
何
か
善
行
為
を
し
て
、
そ
れ
を
他

者
の
た
め
に
ま
た
や
っ
て
あ
げ
て
い
る
の
で
す
。
他
者
の
た
め
に
自
分
が
や
る
の
で
す
が
、
や
は
り
、
や
っ
て

い
る
当
の
自
分
が
、
何
か
善
い
方
向
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
善
い
こ
と
を
し
た
ら
、
自
分
は
自
分
で
功
徳

を
受
け
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
上
で
、
功
徳
を
廻
向
し
て
も
ら
っ
た
人
も
喜
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
誰
か
他
人
の
業
・
功
徳
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を
も
ら
っ
た
の
で
は
な
く
、「
あ
の
人
の
功
徳
廻
向
の
お
か
げ
で
自
分
は
こ
う
な
れ
た
」
と
、
誰
か
の
何
か
の
行

為
が
縁
に
な
っ
て
、
自
分
が
自
分
を
善
い
方
向
に
変
え
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
へ
ん
は
お
経
に
も
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
は
出
て
こ
な
い
と
こ
ろ
で
す
。「
業
の
こ
と
を
本
気
で
考
え
始
め

る
と
頭
が
狂
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
あ
ま
り
根
を
詰
め
て
考
え
な
い
ほ
う
が
い
い
よ
。
ほ
ど
ほ
ど
に
や
っ
た
ほ
う

が
い
い
よ
」
と
釈
尊
自
身
が
注
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
業
の
問
題
は
あ
る
程
度
で
抑
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
法
則
と
し
て
は
、「
縁
」
と
「
因
」
で
分
け
て
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
誰
か
の
功
徳
廻
向
の
お
か
げ
で
自
分
が
助
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
の
功
徳
廻
向
が
自
分
が

助
か
る
縁
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
助
か
る
の
は
自
分
自
身
で
す
か
ら
、
助
け
た
の
も
自
分
自
身
の
心
と

か
行
為
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
法
則
が
何
と
な
く
見
え
て
き
ま
す
。

註
釈
も
合
わ
せ
て
、
功
徳
廻
向
の
し
く
み
が
明
ら
か
に

　

一
応
、
強
引
に
ま
と
め
ま
す
。
功
徳
廻
向
の
し
く
み
が
釈
尊
の
お
経
で
な
ん
と
か
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

施
主
は
、
も
と
も
と
の
布
施
行
と
い
う
善
行
為
と
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
誰
か
他
者
に
、
特
に
一
切
衆
生
に
功
徳

廻
向
す
る
の
で
す
か
ら
、
功
徳
廻
向
と
い
う
善
行
為
と
両
方
の
功
徳
が
生
じ
る
の
で
、
二
倍
の
功
徳
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

廻
向
を
受
け
取
っ
て
喜
ん
だ
餓
鬼
は
、
自
分
の
た
め
に
廻
向
（
指
定
）
さ
れ
た
他
者
の
布
施
行
を
一
緒
に
喜

ぶ
随
喜
と
い
う
自
業
の
功
徳
を
得
て
い
る
の
で
す
。
お
互
い
に
縁
と
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
業
自
得
で
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道
を
切
り
開
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
は
一
五
年
も
前

の
博
士
論
文
で
発
表
し
た
の
で
す
。

　

次
の
問
題
は
、『
餓
鬼
事
』
に
書
い
て
あ
る
、
釈
尊
が
解
明
し
た
功
徳
廻
向
が
、
釈
尊
の
仏
教
以
外
の
世
界
に

ど
の
程
度
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
な
い
こ
と
で
す
。
じ
つ
は
、
大
乗
仏
教
に
さ
え
、
ま

と
も
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

四　

釈
尊
以
降
の
仏
教
に
見
ら
れ
る
功
徳
と
廻
向

碑
文（
５
）（

紀
元
前
三
世
紀
～
）

　

釈
尊
以
降
の
仏
教
に
見
ら
れ
る
功
徳
と
廻
向
が
き
ち
ん
と
釈
尊
の
廻
向
の
し
く
み
を
理
解
し
て
い
れ
ば
い
い

の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

紀
元
前
三
世
紀
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
法
勅
碑
文
以
降
、
イ
ン
ド
文
化
圏
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
石
や
煉
瓦
に
彫
り

込
む
こ
と
が
流
行
り
ま
し
た
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
前
に
は
、ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
こ
れ
は
私
の
領
土
で
す
」
と
記
録
す
る
程
度
の
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
後
に
、例
え
ば
、「
お
寺
を
建
て
ま
し
た
。
こ
の
功
徳
は
一
切
衆
生
に
あ
げ
ま
す
」

な
ど
と
い
う
短
文
が
た
く
さ
ん
彫
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
も
精
舎
の
跡
を
発
掘
す
る
と
、
礎
石
や
石
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柱
な
ど
に
い
ろ
い
ろ
寄
進
文
な
ど
が
発
見
さ
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
だ
け
で
も
三
千
例
近
く
あ
り
ま
す
。
ス
リ
ラ
ン

カ
で
も
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
の
伝
道
か
ら
す
ぐ
、
紀
元
前
三
世
紀
ぐ
ら
い
の
も
の
か
ら
寄
進
文
が
い
く
つ

も
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

石
に
彫
ら
れ
た
当
時
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
た
め
、
口
伝
で
伝
わ
っ
た
お
経
や
中
国
の
紙
に
書
き
写
し
た
も
の
、

イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
の
貝
葉
（
ば
い
よ
う
）
に
書
き
写
し
た
も
の
よ
り
よ
ほ
ど
正
確
で
は
な
い
か
と
い
う
学

者
も
い
ま
す
が
、
文
面
が
短
過
ぎ
て
功
徳
廻
向
の
し
く
み
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
も
そ
も
「
廻
向
」

や
「
指
定
」
な
ど
と
い
う
専
門
用
語
は
あ
ま
り
書
い
て
な
い
の
で
す
。
こ
の
功
徳
は
誰
々
「
の
た
め
に
」
と
か
、

こ
の
事
業
は
一
切
衆
生
「
の
た
め
に
」
と
い
う
ふ
う
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
誰
か
、
ま
た
は
一
切
衆
生

に
功
徳
廻
向
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
何
と
か
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ョ
ペ
ン
（Gregory	Schopen

）
先
生
が
碑
文
を
大
乗
仏
教
の
も
の
と
「
小
乗
」
仏

教
の
も
の
に
ど
う
に
か
し
て
分
け
よ
う
と
し
ま
す
が
、そ
れ
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
で
す
。
大
乗
仏
教
と「
小
乗
」

仏
教
と
い
い
ま
す
か
部
派
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
少
な
く
と
も
日
常
の
信
者
さ
ん
の
生
活
に
と
っ
て
は
あ
ま
り

関
係
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

お
坊
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
戒
律
を
し
っ
か
り
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
部
派
仏
教
と
い
い
ま
す
か
「
小

乗
」
仏
教
の
ほ
う
で
、
大
乗
仏
教
は
結
構
ル
ー
ズ
で
し
た
が
、
信
者
さ
ん
に
と
っ
て
は
、「
誰
か
お
坊
さ
ん
が

い
た
ら
、
お
布
施
し
て
功
徳
を
積
ん
で
し
ま
え
ば
い
い
や
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
少
々
だ
ら
し
な
く
て
も
、

そ
の
地
域
の
文
化
で
認
め
ら
れ
て
い
た
ら
、
結
構
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
お
坊
さ
ん
も
生
き
残
る
こ
と
が
で
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き
て
い
た
よ
う
な
気
は
し
ま
す
。

　

現
に
日
本
で
も
、
一
五
〇
年
前
の
明
治
維
新
の
と
き
に
、「
さ
あ
、
お
坊
さ
ん
も
妻
を
め
と
っ
て
在
家
に
な
り

な
さ
い
」
と
い
う
政
府
の
指
令
が
出
る
と
、
お
坊
さ
ん
た
ち
も
そ
れ
に
乗
っ
て
し
ま
い
、
出
家
の
正
式
な
お
坊

さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
仏
教
は
何
と
か
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
信
者
さ
ん
が
、
お
坊
さ
ん
の
レ
ベ
ル
は
下
が
っ
て
も
、
お
寺
や
お
坊
さ
ん
に

お
布
施
し
続
け
て
、
現
在
で
も
支
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
お
坊
さ
ん
の
ほ
う
は
ど
う
で
あ
れ
、
信
者
さ
ん
に
と
っ

て
は
、
功
徳
を
積
む
こ
と
に
あ
ま
り
区
別
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

　

実
際
に
、
碑
文
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
大
乗
・
小
乗
の
区
別
は
つ
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
シ
ョ
ペ
ン
先
生
が

言
う
の
は
、「
大
乗
は
一
切
衆
生
の
た
め
に
廻
向
し
て
、
小
乗
は
自
分
の
先
祖
の
た
め
に
廻
向
す
る
」
な
ど
と

い
う
、
古
い
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
小
乗
・
大
乗
の
分
け
方
で
す
。
そ
れ
で
は
役
に
立
た
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

実
際
に
出
て
き
た
碑
文
か
ら
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
最
初
期
の
紀
元
前
三
世
紀
の
も
の
に
す
で
に
「
一
切

衆
生
の
平
安
の
た
め
に
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。
大
乗
な
ん
か
ま
だ
影
も
形
も
な
い
時
代
で
す
。
功
徳
廻

向
の
文
言
と
か
廻
向
す
る
気
持
ち
は
、
大
乗
と
か
小
乗
と
い
う
思
想
の
違
い
よ
り
は
、
も
っ
と
単
純
な
願
い
の

表
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
が
何
か
善
い
こ
と
を
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
誰
か
の
た
め
に
廻
向
す
る
と
き
に
は
、

直
近
の
先
祖
も
大
事
で
す
が
、
大
風
呂
敷
を
広
げ
て
「
一
切
衆
生
の
た
め
に
」
と
ま
で
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
と

い
う
感
覚
が
何
と
な
く
身
体
で
わ
か
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

も
う
一
つ
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
大
乗
で
「
廻
向
」
と
い
え
ば
、
よ
く
「parizqm

anq

（
振
り
向
け
る
）」
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と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
大
乗
仏
教
に
出
て
く
る
廻
向
は
た
い
て
い
「parizqm

anq

」
で
す
。「
自
分
の
功
徳

を
何
か
の
目
的
の
た
め
に
捻
じ
曲
げ
る
」
と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。「
大
乗
仏
教
に
は
廻
向
が
あ

り
ま
す
。
小
乗
に
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
人
さ
え
い
ま
す
が
、「
小
乗
」
と
い
う
か
釈
尊
の
廻
向
は
、「
誰
そ

れ
の
た
め
に
」
と
か
、「
こ
れ
は
誰
そ
れ
の
た
め
で
す
」
と
い
う
言
い
方
で
、
特
定
の
専
門
用
語
を
使
っ
て
い
な

い
の
で
、
わ
か
り
に
く
い
だ
け
な
の
で
す
。

　

肝
心
の
大
乗
の
廻
向
と
い
わ
れ
て
い
る
「parizqm

anq

」
は
、
碑
文
で
も
、
こ
の
後
に
見
る
大
乗
仏
典
で
も
、

紀
元
後
三
世
紀
以
降
に
や
っ
と
出
て
き
ま
す
。
大
乗
の
「
廻
向
」
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
後
な
の
で
す
。

　

パ
ー
リ
語
の
原
始
仏
教
経
典
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
釈
尊
が
最
初
か
ら
功
徳
廻
向
を
教
え
て
い
た
の
で
す
か

ら
、
紀
元
前
三
世
紀
頃
の
碑
文
の
最
初
期
の
も
の
か
ら
も
う
廻
向
の
文
言
が
見
ら
れ
る
の
は
当
た
り
前
で
し
ょ

う
。
実
際
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
一
方
、
大
乗
が
世
に
現
れ
た
の
は
紀
元
前
後
で
す
か
ら
、
大
乗
よ
り
は
る
か

前
に
、
功
徳
廻
向
の
観
念
は
イ
ン
ド
中
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
誰
が
伝
え
た
か
と
言
え
ば
、

バ
ラ
モ
ン
た
ち
で
は
頼
り
な
い
の
で
す
。「
小
乗
」
と
い
う
か
パ
ー
リ
語
で
説
か
れ
て
い
る
経
典
に
見
ら
れ
る
と

お
り
、
釈
尊
や
弟
子
の
比
丘
た
ち
が
教
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
紀
元
前
三
世
紀
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
、
そ
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
も
「
小
乗
」
仏
教
が
届
き
始
め
る

こ
ろ
で
す
。
ア
ジ
ア
世
界
に
、
仏
教
と
共
に
功
徳
廻
向
の
観
念
も
広
が
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
す
。

　

つ
ま
り
、
西
暦
紀
元
前
後
に
大
乗
が
出
現
す
る
前
か
ら
、
誰
で
も
素
朴
に
他
者
の
た
め
に
善
行
為
を
し
て
い

た
の
で
す
か
ら
、
功
徳
廻
向
は
大
乗
仏
教
の
専
売
特
許
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
釈
尊
が
、
正
確
に
し
く
み
を
示
し
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つ
つ
功
徳
廻
向
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
の
で
、
功
徳
廻
向
は
仏
教
の
専
売
特
許
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

功
徳
廻
向
が
世
に
知
ら
れ
た
最
初
の
頃
は
、
仏
教
に
し
か
功
徳
廻
向
の
観
念
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
も
先
祖
供
養
祭
（
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
）
を
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
し
く
み
は
分
か

ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
功
徳
廻
向
す
る
気
持
ち
は
イ
ン
ド
の
宗
教
に
は
古
来
共
通
の
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
「
こ
の
功
徳
は
俺
の
も
の
だ
。
誰
に
も
や
ら
ん
ぞ
」
な
ど
と
、
け
ち
臭
い
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な

宗
教
で
も
、
ど
の
よ
う
な
社
会
で
も
、
や
は
り
他
者
を
助
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的

な
表
明
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
法
要
や
お
布
施
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
功
徳
を
廻
向
す
る
功
徳
廻
向
な
の
で
す
。

大
乗
経
典
（
紀
元
一
世
紀
～
）

　
「
大
乗
経
典
」
に
功
徳
廻
向
を
探
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
紀
元
一
世
紀
頃
に
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
出
て
い

た
最
初
期
の
「
大
乗
経
典
」
で
あ
る
「
般
若
経
」
や
「
法
華
経
」
や
「
無
量
寿
経
」
に
は
、
功
徳
廻
向
と
い
う

発
想
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
大
乗
仏
教
に
は
最
初
か
ら
功
徳
廻
向
の
観
念
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い

の
で
す
。

　

一
九
七
四
年
に
櫻
部
建（
さ
く
ら
べ
は
じ
め
）先
生
が「
大
乗
仏
教
の
廻
向
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す（

６
）。

一
つ
は
、
①
自
分
が
徳
を
積
ん
で
、
そ
れ
が
自
分
の
悟
り
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
、
自
分

に
パ
ス
す
る
の
で
す
。
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バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
で
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
他
者
に
パ
ス
す
る
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
宙
空
に
投
げ
上
げ

て
お
い
て
、
相
手
を
か
わ
し
て
、
自
分
が
も
う
一
度
ボ
ー
ル
を
受
け
る
よ
う
な
、
自
分
の
た
め
に
と
い
う
廻
向

が
大
乗
に
は
あ
る
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、
釈
尊
の
原
始
仏
教
で
い
え
ば
「
誓
願
」
で
す
。「
廻
向
」
と
言
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
で
す
。

「
私
が
徳
を
積
み
ま
し
た
。
こ
の
徳
に
よ
っ
て
、
私
に
悟
り
へ
の
道
が
切
り
開
け
ま
す
よ
う
に
」
と
自
分
で
誓
願

す
る
わ
け
で
す
。
本
来
は
「
廻
向
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
自
分
の
善
行
為
の
功
徳
が
自
分
に
も
た
ら

さ
れ
る
の
は
、
自
業
自
得
な
の
で
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
た
だ
、
こ
の
「
廻
向
」
の
原
語
が
、
大
乗
仏
教

で
後
に
発
展
し
た
功
徳
廻
向
を
意
味
す
るparizqm

anq

（
捻
じ
曲
げ
）
の
よ
う
で
、
そ
の
た
め
こ
れ
も
「
廻
向
」

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

実
際
、「
般
若
経
典
」
に
は
功
徳
の
方
向
を
捻
じ
曲
げ
て
（
後
のparizqm

anq

に
繋
が
る
？
）、
方
向
と
い
っ

て
も
自
分
か
ら
他
者
に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
分
か
ら
自
分
に
な
の
で
す
が
、
世
俗
的
な
善
行
為
だ
け
れ
ど

も
、
そ
の
功
徳
を
出
世
間
の
悟
り
の
方
向
に
持
ち
上
げ
て
自
分
の
悟
り
の
糧
に
し
ま
す
と
い
う
考
え
方
が
チ
ラ

チ
ラ
と
見
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
廻
向
と
い
う
よ
り
は
誓
願
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
タ
イ
プ
の
「
廻
向
」
は
、
大

乗
特
有
の
思
想
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
、
②
「
自
分
の
功
徳
を
他
者
の
利
益
に
振
り
向
け
る
と
い
う
普
通
の
功
徳
廻
向
は
、
大
乗
に
も

あ
る
」
と
、
桜
部
先
生
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
あ
る
の
が
当
然
な
の
で
す
が
、
困
っ
た
こ

と
に
、「
そ
れ
は
自
業
自
得
の
法
則
を
超
え
て
い
る
」
と
櫻
部
先
生
は
言
う
の
で
す
。
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し
か
し
、
自
業
自
得
の
法
則
を
越
え
た
と
い
う
証
拠
が
何
か
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
原
始
仏
教
経
典
に
見
ら
れ
た
功
徳
廻
向
が
、
廻
向
の
受
け
手
が
功
徳
を
随
喜
す
る
こ
と
で

そ
の
自
業
の
功
徳
を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
自
業
自
得
の
法
則
は
や
は
り
壊
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。
桜
部
先
生
の
論
文
に
は
自
業
自
得
の
法
則
を
越
え
た
と
い
う
証
拠
は
提
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
大

乗
経
典
」
に
は
、
そ
う
い
う
「
自
業
自
得
の
法
則
を
越
え
た
」
と
か
、
逆
に
受
け
手
の
自
業
自
得
で
あ
る
こ
と

を
示
す
随
喜
の
こ
と
ま
で
説
か
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
随
喜
ど
こ
ろ
か
最
初
期
の
「
無
量
寿
経
」「
法
華
経
」「
般
若
経
」
な
ど
に
は
、
他
者
に
自
分
の
功

徳
を
あ
げ
ま
す
と
い
う
、
原
始
経
典
や
バ
ラ
モ
ン
教
な
ど
に
あ
っ
た
一
般
的
な
功
徳
廻
向
の
観
念
そ
の
も
の
が

見
ら
れ
ま
せ
ん
。

「
無
量
寿
経
」
に
は
一
例
だ
け
、「
法
華
経
」
に
は
な
い

　

ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
な
い
か
と
い
い
ま
す
と
、「
無
量
寿
経
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
の
な
か
に
「
廻
向

（parizqm
anq

）」
と
い
う
言
葉
が
一
ヶ
所
だ
け
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
分
の
功
徳
が
自
分
の
極
楽
往
生
の

た
め
に
な
る
よ
う
に
と
「
廻
向
す
る
」
と
い
う
か
「
誓
願
」
し
て
い
る
の
で
す
。
桜
部
先
生
の
分
類
の
①
の
方
で
、

功
徳
を
他
者
に
あ
げ
て
い
る
廻
向
で
は
な
い
の
で
す
。

　
『
法
華
経
』
に
は
、「parizqm

anq

」
と
い
う
言
葉
自
体
が
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、『
餓
鬼
事
』
と
同
じ
く
、
善

行
為
を
す
る
と
き
に
そ
れ
を
他
者
に
「
指
定
し
て
（uddi1ya

）」
と
い
う
言
葉
が
九
カ
所
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
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そ
の
す
べ
て
は
「
如
来
の
た
め
に
（
如
来
を
指
定
し
て
）」
と
い
う
文
言
で
、
そ
の
善
行
為
を
自
分
の
悟
り
の
糧

に
し
よ
う
と
い
う
「
誓
願
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
桜
部
先
生
の
分
類
で
い
え
ば
①
で
、
他
者
へ
の
「
功

徳
廻
向
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
方
で
、
鳩
摩
羅
什
・
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』「
化
城
喩
品
」
第
七
の
最
後
に
一
ヶ
所
だ
け
、
自
分
が
善
行

為
を
し
て
そ
の
功
徳
を
他
者
と
い
う
か
一
切
衆
生
に
廻
向
し
て
い
る
文
言
が
見
ら
れ
ま
す
。
漢
訳
『
妙
法
蓮
華

経
』
で
は
、
梵
天
た
ち
が
自
分
た
ち
の
楼
閣
を
ブ
ッ
ダ
に
寄
進
し
て
、「
願
わ
く
ば
、
こ
の
功
徳
を
以
て
、
普
く

一
切
［
衆
生
］
に
及
ぼ
し
、
我
ら
（
梵
天
た
ち
）
と
衆
生
と
、
み
な
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
桜
部
先
生
の
分
類
の
②
、
自
分
の
善
行
為
に
よ
る
功
徳
を
他
者
・
一
切
衆
生
に
廻
向
す
る

功
徳
廻
向
で
す（

７
）。

た
だ
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
は
こ
の
偈
の
前
半
部
が
な
く
、
功
徳
廻
向
し
て
い
る
の
か

ど
う
か
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
で
「
法
華
経
」
を
保
持
し
て
い
た
人
々
に
は
功
徳
廻
向
の
観
念
は
あ

ま
り
育
っ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、『
妙
法
蓮
華
経
』
が
漢
訳
さ
れ
た
時
代
（
紀
元
四
〇
六
年
）
の
中
国
で
は

功
徳
廻
向
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
漢
訳
者
・
鳩
摩
羅
什
が
書
き
加
え
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
般
若
経
」

　
「
般
若
経
」
で
す
が
私
は
調
べ
て
い
ま
せ
ん
が
、
森
山
清
徹
先
生
に
よ
る
と
、「
随
喜
（anum

odanq

）」
が
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す（

８
）。

他
者
が
何
か
善
行
為
を
し
て
功
徳
を
積
む
。
す
る
と
、「
あ
あ
、
あ
の
行

為
は
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
」
と
自
分
が
喜
ん
で
評
価
し
て
あ
げ
て
、
自
分
は
随
喜
の
功
徳
を
積
み
ま
し
た
、
と
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い
う
こ
と
で
す
。

　
「
般
若
経
」
で
は
、
功
徳
廻
向
は
主
に
他
者
か
ら
自
分
が
功
徳
を
「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
「
随
喜

（anum
odanq

）」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
廻
向
で
は
な
く
随
喜
な
の
で
、
桜
部
先
生
の
分
類
の
①
と
も
②
と
も
言

え
ま
せ
ん
。
そ
し
て
も
っ
と
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
こ
の
「
随
喜
」
で
他
者
の
功
徳
を
「
も
ら
う
」
と
ま
で
は

読
み
取
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
万
が
一
、
実
際
に
も
ら
っ
て
い
る
つ
も
り
な
ら
、「
般
若
経
」
で
は
自
業
自
得

の
法
則
が
崩
れ
て「
他
業
自
得
」を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際
に
は「
随
喜
す
る
」

と
だ
け
言
っ
て
い
て
、
功
徳
を
「
も
ら
う
」
か
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
詳
し
く
説
か
れ
て
い
な

い
だ
け
な
の
で
す
。

　

現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
や
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、「
随
喜
」
も
た
く
さ
ん
や
り
ま
す
。「
私
の
功
徳
を
あ
な
た
に
あ

げ
ま
す
」
と
い
う
「
功
徳
廻
向
」
と
「
あ
な
た
の
功
徳
を
私
に
く
だ
さ
い
／
私
が
も
ら
い
ま
す
」
と
い
う
「
功

徳
随
喜
」
は
、
受
け
手
と
与
え
手
が
本
来
い
つ
も
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、「
も
ら
う
」
と
い
う
こ
と
は

せ
こ
い
話
で
は
な
い
の
で
す
。
自
分
だ
け
功
徳
廻
向
し
て
他
者
に
あ
げ
る
ば
か
り
で
、「
他
者
か
ら
も
ら
う
の
は

要
り
ま
せ
ん
」
な
ど
と
遠
慮
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。

　
「
あ
な
た
は
善
い
こ
と
を
し
ま
し
た
ね
。
あ
な
た
の
功
徳
を
私
に
も
ち
ょ
う
だ
い
。
私
も
随
喜
し
ま
す
」と
言
っ

て
功
徳
を
も
ら
う
こ
と
が
、
当
た
り
前
な
の
で
す
。「
あ
げ
る
」
と
か
「
も
ら
う
」
と
か
言
っ
て
い
ま
す
が
、
自

分
と
他
者
の
垣
根
が
低
く
て
、「
誰
が
や
っ
て
も
善
い
こ
と
は
善
い
こ
と
。
善
い
こ
と
を
見
る
と
私
も
嬉
し
い
。

喜
ん
だ
」
と
い
う
単
純
明
快
な
話
な
の
で
す
。
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釈
尊
の
お
経
に
よ
り
ま
す
と
、「
あ
な
た
が
立
派
な
こ
と
を
し
た
の
は
、
私
も
本
当
に
嬉
し
い
」
と
自
分
が
他

者
の
善
行
為
を
正
し
く
評
価
し
て
喜
ぶ
「
随
喜
」
と
い
う
自
分
の
善
行
為
で
、自
分
が
功
徳
を
得
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、少
な
く
と
も
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、「
あ
な
た
の
功
徳
を
く
だ
さ
い
」
と
平
気
で
言
っ
て
い
ま
す
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
こ
と
は
伊
東
先
生
に
お
聞
き
し
た
ほ
う
が
早
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
言
い
方
は
ス
リ
ラ
ン
カ

に
は
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、「
般
若
経
」
の
最
初
の
頃
に
は
、
功
徳
を
も
ら
う
こ
と
が
何
と
な
く
、
も
う
少
し
せ
こ
い
意
味
で
使
わ

れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
も
「
般
若
経
」
も
「
無
量
寿
経
」
や
「
法
華
経
」
と
同
様
に
漢
訳
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
も
に
何
度
も
改
訂
増
補
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
最
後
期
の
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
紀

元
十
一
世
紀
頃
、
漢
訳
で
は
十
世
紀
頃
の
も
の
で
も
ま
っ
た
く
同
様
に
、
功
徳
廻
向
の
観
念
が
見
当
た
ら
な
い

の
で
す
。

仏
教
学
界
で
は
功
徳
廻
向
は
大
乗
独
自
の
思
想
と
い
う

　

と
に
か
く
、
最
初
期
の
大
乗
経
典
の
な
か
に
、「
他
者
に
自
分
の
功
徳
を
あ
げ
ま
す
」「
一
切
衆
生
に
自
分
の

功
徳
を
あ
げ
ま
す
」
と
い
う
思
考
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
期
、
紀
元
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
頃
の
「
華
厳
経
」
に
は
、「
私
の
功
徳
を
他
者
に
あ
げ
ま
す
」

と
い
う
思
想
も
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、
私
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
確
認
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
漢
訳

の
「
華
厳
経
」
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
華
厳
経
」
も
、
漢
訳
は
何
度
か
改
訂
増
補
さ
れ
て
い
ま
す
。
原
典
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も
そ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
漢
訳
者
が
原
典
を
翻
訳
す
る
だ
け
で
な
く
い
ろ
い
ろ
内
容
を

追
加
し
て
盛
り
込
む
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
す
。
先
の
五
世
紀
初
頭
の
漢
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
も
そ
う

で
し
た
。
ま
た
、
五
－
六
世
紀
の
こ
と
で
す
が
、
中
国
の
曇
鸞
の
論
文
に
も
釈
尊
の
と
お
り
の
普
通
の
功
徳
廻

向
が
出
て
き
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
功
徳
廻
向
が
大
乗
仏
教
で
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
乗
経
典
、
特
に
イ
ン

ド
で
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
説
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
紀
元
四
－
五
世
紀
以
降
の
中
国
で
漢
訳
者
や

大
乗
論
師
が
論
書
を
著
し
た
お
か
げ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
そ
の
漢
訳
者
や
大
乗
論
師
た
ち
の
功
徳

廻
向
の
ア
イ
デ
ア
は
、
大
乗
経
典
に
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
原
始
仏
教
経
典
か
ら
取
り
入
れ
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

仏
教
学
界
で
は
今
ま
で
功
徳
廻
向
は
大
乗
独
自
の
思
想
で
あ
り
、
し
か
も
自
業
自
得
の
法
則
を
破
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、
大
乗
の
初
期
の
も
の
、
一
番
古
い
も
の
に
は
他
者

へ
の
功
徳
廻
向
の
事
例
が
見
ら
れ
ず
、
自
分
の
功
徳
を
自
分
の
た
め
に
振
り
向
け
る
も
の
だ
け
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
中
期
以
降
の
大
乗
経
典
や
大
乗
論
師
の
書
物
、
特
に
漢
訳
や
中
国
人
の
著
作
に
は
、
他
者
へ
の
功

徳
廻
向
の
観
念
も
見
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
功
徳
廻
向
は
大
乗
独
自
の
思
想
と
は
と
て
も
言
え
ま
せ
ん
。
原
始

仏
教
経
典
か
ら
も
と
も
と
あ
っ
た
の
に
、
最
初
期
の
大
乗
経
典
に
は
そ
れ
が
反
映
さ
れ
ず
、
だ
い
ぶ
後
代
に
な
っ

て
や
っ
と
大
乗
に
も
、
と
い
う
よ
り
主
に
中
国
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
バ
ラ
モ
ン
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
よ
う
に
功
徳
が
物
質
的
に
移
譲
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
例
は
、
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今
の
と
こ
ろ
大
乗
経
典
に
も
読
み
取
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
は
例
自
体
が
お
よ
そ
な
く
、

漢
訳
や
論
師
の
著
作
で
は
不
明
瞭
な
ま
ま
で
す
。

　

つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
碑
文
か
ら
は
、
短
文
で
す
が
、
功
徳
廻
向
は
当
た
り
前
に
読
み
取
れ
ま
す
。
し
か

も
大
乗
よ
り
も
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
般
世
間
で
は
功
徳
廻
向
は
気
軽
に
や
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
碑
文
に
見
ら
れ
る
の
は
廻
向
す
る
文
言
だ
け
で
、
廻
向
さ
れ
た
誰
か
が
「
受
け
取
っ
た
よ
」
と
か
「
随

喜
し
た
よ
」
な
ど
と
碑
文
に
書
き
加
え
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
功
徳
廻
向
の
し
く
み
が
理
解
さ
れ
て
い

た
か
ど
う
か
ま
で
は
、
文
章
が
短
い
碑
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
碑
文
は
経
典
の
よ
う

に
理
屈
を
説
く
の
で
は
な
く
、
廻
向
す
る
人
が
自
分
の
こ
と
と
し
て
真
剣
に
布
施
を
し
て
廻
向
し
て
い
る
仏
道

実
践
の
記
録
な
の
で
、
他
者
に
も
功
徳
が
「
届
く
」
と
い
う
理
解
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

五　

仏
教
史
か
ら
仏
教
思
想
へ

善
行
為
は
三
種
類
（
拡
張
し
て
一
〇
種
類
）

　

釈
尊
が
あ
ま
り
明
確
に
語
っ
て
い
な
い
功
徳
と
廻
向
の
し
く
み
を
何
と
か
解
明
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
、
仏

教
の
教
え
を
整
理
し
て
分
析
し
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
探
し
て
み
ま
す
。

　

善
行
為
と
い
う
も
の
を
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
三
種
類
に
分
け
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
布
施
」。
誰
か
に
何
か
を
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し
て
あ
げ
る
と
い
う
善
行
為
が
あ
り
ま
す
。
二
つ
目
は
「
持
戒
」。
こ
れ
は
戒
律
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
敬
う

べ
き
人
を
敬
い
、
誰
か
の
お
世
話
を
し
て
支
え
る
と
い
う
自
分
を
律
す
る
よ
う
な
善
行
為
も
含
み
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
悟
り
に
直
接
結
び
付
く
「
修
行
」
で
す
。
説
法
を
聞
い
た
り
、
自
分
も
教
え
を
説
い
た
り
、
自
分
が
修

行
を
し
て
悟
り
を
開
く
こ
と
。

　

他
者
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
と
、
自
分
の
心
を
律
し
て
他
者
を
支
え
、
敬
う
べ
き
人
を
し
っ

か
り
と
敬
う
こ
と
、
そ
し
て
、
悟
り
に
向
か
っ
て
修
行
す
る
と
い
う
三
種
類
が
、
善
行
為
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

三
種
類
の
善
行
為
を
細
分
す
る
と
十
種
類
に
で
き
ま
す
。「
持
戒
」
の
と
こ
ろ
に
は
、
恭
敬
と
作
務
が
入
っ
て

い
ま
す
。「
修
行
」
は
、
聞
法
・
説
法
・
見
正
業
と
に
分
け
ら
れ
ま
す
。「
見
正
業
」
と
は
、
正
し
い
業
を
見
た

と
い
う
こ
と
で
、
悟
り
に
向
か
う
こ
と
で
す
。
面
白
い
こ
と
に
、「
布
施
」
に
つ
い
て
は
、
功
徳
廻
向
と
功
徳
随

喜
も
「
布
施
」
に
関
わ
る
善
行
為
だ
と
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
分
類
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
実
際
に
他
者
に
功
徳
を
与
え
る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
布
施
の
仲
間
と
言
え
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

功
徳
廻
向
は
ど
の
よ
う
な
布
施
行
か
と
い
い
ま
す
と
、
紀
元
前
三
世
紀
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
『
論
事

（kathqvatthu

）』
と
い
う
書
物
に
は
、『
餓
鬼
事
』
の
第
五
話
と
第
一
〇
話
を
例
に
挙
げ
て
、
物
が
実
際
に
餓
鬼

に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
功
徳
が
移
譲
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
明
言
し
て
い
ま
す
。「
あ
る
者
が
何
か
仕
事

を
し
て
、
別
の
者
が
そ
の
結
果
を
受
け
る
［
自
業
他
得
／
他
業
自
得
］
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。「
そ

う
で
は
な
く
、
餓
鬼
は
自
分
の
随
喜
に
よ
る
果
報
を
自
分
で
享
受
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
業
自
得
で
す
」
と
、
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ア
ビ
ダ
ル
マ
を
ま
と
め
た
お
坊
様
が
は
っ
き
り
書
い
て
い
ま
す
。

　
『
餓
鬼
事
』
第
五
話
の
註
釈
に
あ
り
ま
し
た
が
、
功
徳
廻
向
が
、
あ
る
い
は
用
意
さ
れ
た
施
物
と
か
布
施
行
が
、

功
徳
を
廻
向
さ
れ
た
人
が
自
分
で
他
者
の
そ
う
い
う
善
行
為
を
素
直
に
喜
ぶ
「
随
喜
」
と
い
う
自
分
の
善
行
為

を
お
こ
な
う
た
め
の
縁
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
因
果
法
則
は
い
つ
も
自
業
自
得
で
す
が
、
お
互
い
に
い
つ
も

縁
に
な
っ
て
業
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
他
者
の
善
行
為
が
縁
に
な
っ
て
自
分
も
心
を
清
め
た
と
、
他
者
の

善
行
為
を
喜
ん
だ
こ
と
で
自
分
が
徳
を
積
ん
だ
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
功
徳
廻
向
も
功
徳
随
喜
も
、
善
行
為
の
中
で
布
施
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
な

に
も
あ
げ
て
い
な
い
し
、
も
ら
っ
て
も
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
布
施
の
仲
間
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
気
持
ち
を
あ
げ
る
」
と
か
、「
共
感
す
る
」
と
か
、「
心
を
手
向
け
て
い
る
」
の
で
す
。
そ
の
感
覚
は
分
か
る
の

で
す
が
、
ど
う
に
か
し
て
構
造
を
説
明
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

釈
尊
は
功
徳
廻
向
の
し
く
み
を
明
確
に
説
か
な
か
っ
た

　

な
ぜ
、
釈
尊
が
そ
れ
以
上
は
っ
き
り
説
い
て
い
な
い
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
心
の
は
た
ら
き
は
説
明
し
て
も

わ
か
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
物
心
二
元
論
、
物
は
物
で
、
心
は
心
で
、
ま
る
き
り
別
物
と
見
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
心

が
物
質
に
働
き
か
け
て
物
質
を
変
化
さ
せ
、
物
質
の
影
響
に
よ
っ
て
心
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
る
の
で
、
す
ご
く
や

や
こ
し
い
わ
け
で
す
。
生
命
の
身
体
は
、
物
質
と
心
が
区
別
し
に
く
い
「
複
合
体
」
に
見
え
ま
す
。
物
質
と
心
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は
別
々
の
は
ず
な
の
に
、
身
体
は
、
心
と
物
質
が
「
混
ざ
っ
て
い
る
」
よ
う
に
さ
え
見
え
る
の
で
す
。

　

物
質
・
身
体
・
心
の
三
者
で
考
え
る
と
、
身
体
は
物
質
に
も
影
響
さ
れ
ま
す
が
、
心
に
も
影
響
さ
れ
ま
す
し
、

心
は
身
体
を
つ
く
り
ま
す
。
身
体
の
機
能
、
感
覚
器
官
や
運
動
機
能
が
心
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

心
は
認
識
と
い
う
は
た
ら
き
だ
け
で
、
認
識
と
は
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
、
眼
と
耳
と
鼻
と
味
わ
う
、
身
体
に
触
れ

る
触
覚
、
そ
れ
と
心
の
六
種
類
だ
け
な
の
で
す
が
、
そ
の
認
識
・
感
覚
と
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
起
こ
る
感
情

や
思
考
は
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
や
身
体
で
お
こ
な
う
行
為
も
、
ま
ず
心
が
は
た
ら
い
て
か
ら
や
っ
て
い
る
の
で
、

心
の
は
た
ら
き
で
す
。
今
、
私
が
話
し
て
音
を
出
し
て
い
る
の
は
、
心
が
何
か
考
え
て
、
身
体
を
使
っ
て
意
思

表
示
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
あ
れ
こ
れ
身
体
を
動
か
し
て
い
る
の
も
、
す
べ
て
心
が
何

か
指
令
を
出
し
て
い
ま
す
の
で
、
心
が
物
質
を
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
釈
尊
が
経
典
の
随
所
で
説
い
て
い

た
そ
の
よ
う
な
法
則
が
、
一
応
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

行
為
や
言
葉
に
は
物
質
的
要
素
と
心
の
要
素
が
あ
り
ま
す
の
で
、
物
質
的
要
素
は
物
質
の
因
果
法
則
で
動
い

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
起
こ
さ
せ
た
心
の
行
為
の
結
果
と
い
う
も
の
は
心
の
因
果
法
則
で
動
い
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
、
心
は
心
で
、
物
質
は
物
質
で
、
無
間
（
間
を
置
か
ず
に
い
つ
も
隙
間
な
く
）
に
、
刹
那
生
滅
（
生
ま

れ
て
は
消
え
る
）
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
が
こ
う
説
明
し
て
い
る
こ
と
も
、
経
典
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
説
を
受
け
売
り
し
て
い
る
だ
け
で
、

実
際
に
分
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
心
許
あ
り
ま
せ
ん
。
悟
り
を
開
い
た
ら
、
自
分
の
心
が
一
瞬
ご
と
に
心
を

つ
く
っ
て
、
何
か
善
い
こ
と
を
し
た
と
き
は
そ
の
心
が
消
滅
す
る
と
き
に
そ
の
善
い
結
果
・
功
徳
を
次
の
心
と
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一
緒
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

誰
か
の
善
行
為
を
た
ま
た
ま
見
て
い
た
人
が
「
あ
な
た
、
と
て
も
善
い
こ
と
を
し
ま
し
た
ね
」
と
喜
ん
だ
ら
、

廻
向
し
な
く
て
も
、
そ
の
人
も
自
分
の
心
の
喜
び
に
よ
っ
て
心
を
善
い
方
向
に
変
え
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

心
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
他
者
の
善
行
為
を
喜
ん
だ
心
が
直
後
に
消
滅
す
る
と
き
、
次
に
生
ま
れ
る
心
に

そ
の
と
き
の
功
徳
が
一
緒
に
生
じ
て
い
る
と
わ
か
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
悟
ら
な
い
限
り
は
、
厳

密
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
わ
か
り
に
く
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。「
自
分
と
他
者
の
心
は
混
ざ
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど

う
に
も
証
明
し
に
く
い
の
で
す
。

　

映
画
の
『
転
校
生
』
で
し
た
で
し
ょ
う
か
、
男
の
子
と
女
の
子
が
神
社
の
階
段
か
ら
落
ち
て
、
心
が
入
れ
替

わ
る
と
い
う
映
画
、
あ
れ
は
男
女
が
入
れ
替
わ
る
『
と
り
か
へ
ば
や
』
と
い
う
大
昔
の
物
語
の
真
似
だ
と
思
い

ま
す
。
自
分
と
他
者
の
心
（
と
い
う
か
身
体
？
）
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
、
大
昔
か
ら
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な

い
と
想
像
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、「
あ
り
得
な
い
」
と
説
明
し
に
く
い
の
で
す
。

　

心
は
心
で
、
身
体
は
身
体
で
、
物
質
は
物
質
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
隙
間
な
く
（
無
間
に
）
変
化
生
滅
し

続
け
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
影
響
し
合
う
（
縁
と
な
る
）
の
で
す
か
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
分
か
り
に
く
く
な
る
の
で
す
。
あ
の
男
の
子
の
身
体
の
連
続
と
女
の
子
の
身
体
の
連
続
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々

な
の
で
す
が
、
近
づ
い
た
り
手
を
繋
い
だ
り
す
る
と
、
相
互
の
影
響
（
縁
）
が
強
ま
り
ま
す
。
心
さ
え
、
あ
の

男
の
子
の
心
の
連
続
と
女
の
子
の
心
の
連
続
と
、
二
つ
が
近
づ
い
た
り
会
話
し
た
り
す
る
と
、
相
互
に
影
響
し

147



合
う
の
で
す
か
ら
、
こ
ん
が
ら
が
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
因
果
の
連
続
と
縁
を
厳
密
に
見
分
け
る
の
は

至
難
の
業
で
す
。
で
す
か
ら
、
釈
尊
は
、
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
言
う
の
は
面
倒
く
さ
い
と
い
う
こ
と

で
言
わ
な
か
っ
た
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

　

心
と
物
質
は
そ
れ
ぞ
れ
別
だ
と
い
う
だ
け
で
も
わ
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
そ
の
上
、
や
や
こ
し
い
こ
と
に
、

心
は
物
質
を
通
し
て
の
み
物
質
や
他
者
の
心
を
認
識
し
ま
す
。
心
が
他
者
の
心
を
、
直
接
認
識
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
す
。
必
ず
物
質
的
要
素
が
入
っ
て
き
て
、
心
が
物
質
を
揺
ら
し
て
、
そ
れ
を
媒
介
（
縁
）
に
し
て

認
識
す
る
の
で
す
。
自
分
の
心
の
連
続
だ
け
は
自
分
の
心
だ
け
で
認
識
で
き
ま
す
。
今
の
心
が
一
瞬
で
す
ぐ
に

死
ん
で
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
で
間
違
い
な
く
次
の
心
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ほ
ぼ
同
じ

記
憶
（
業
）
を
持
っ
た
ま
ま
。

　

し
か
し
、
他
者
の
心
も
、
物
質
も
、
心
は
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
特
に
最
初
の
物
質
的
な
五
官
を
通
し
て
認
識
し

て
い
る
の
で
す
。「
世
界
」
を
認
識
し
て
い
る
の
も
、
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
官
で
す
。
意
（
心
）
は
、
入
っ
て
き
た

情
報
に
基
づ
い
て
考
え
た
り
感
情
を
つ
く
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
意
（
心
）
は
直
接
「
世
界
」
と
接
し
て
い
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
官
か
ら
入
る
認
識
を
意
（
心
）
が
あ
ら
た
め
て
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

誰
か
の
「
心
」
を
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
そ
の
誰
か
が
発
し
た
声
を
聞
き
、
そ
の
内
容
を
判
断
し
、

挙
動
を
観
察
し
て
、
相
手
の
「
心
」
を
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
す
べ
て
五
官
の
情
報
に

基
づ
い
て
こ
ち
ら
の
心
が
推
測
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　
「
無
色
界
梵
天
」
と
い
う
生
命
が
い
る
ら
し
い
で
す
。
あ
ま
り
に
も
深
い
禅
定
に
入
っ
て
、
身
体
さ
え
忘
れ
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て
し
ま
い
、
身
体
と
か
物
質
は
ま
っ
た
く
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
、「
心
だ
け
で
生
き
て
い
る
生
命
が
い
る
」

と
仏
教
で
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
が
無
色
界
梵
天
で
す
。
そ
の
心
だ
け
で
生
き
て
い
る
生
命
は
、
い
る
の
で
す
が
、

そ
の
生
命
を
こ
ち
ら
が
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
身
体
と
か
物
質
が
な
い
の
で
、
探
し
よ
う
が
な

い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
向
こ
う
か
ら
も
こ
ち
ら
と
い
う
か
外
界
の
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
眼
耳
鼻
舌
身
が

な
い
の
で
、
見
え
ま
せ
ん
。
聞
こ
え
ま
せ
ん
。
匂
い
も
味
も
分
か
ら
ず
、
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。

分
か
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

何
か
い
る
は
ず
な
の
に
、
心
だ
け
で
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
の
無
色
界
梵
天
自
身
は
、
自
分
の

心
だ
け
で
生
き
て
い
て
、
自
分
の
心
だ
け
で
生
滅
を
連
続
し
て
、
心
だ
け
で
元
気
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
梵
天
も
他
の
生
命
が
い
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
、
他
の
生
命
も
そ
の
梵
天
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
そ
う

で
す
。
理
由
は
全
く
仏
典
に
書
い
て
な
い
の
で
す
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
上
座
仏
教
の
長
老
で
日
本
で
永
く
活
動
さ

れ
て
い
る
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
長
老
に
よ
る
と
、「
身
体
が
な
い
＝
五
官
が
な
い
の
だ
か
ら
、
向
こ
う
か
ら
も
こ
ち
ら

か
ら
も
認
識
で
き
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　

功
徳
廻
向
も
、
何
か
善
行
為
を
す
る
と
き
は
ま
ず
心
が
善
に
揺
れ
て
、
そ
の
心
で
言
葉
や
身
体
を
善
に
揺
ら

し
て
、
そ
の
あ
り
あ
り
と
分
か
る
言
葉
や
身
体
や
物
質
を
媒
介
に
し
て
、「
さ
あ
、
こ
れ
ら
の
施
物
に
よ
る
お
布

施
の
功
徳
を
廻
向
し
ま
す
」
な
ど
と
示
し
て
い
る
の
で
す
。
功
徳
を
廻
向
さ
れ
た
ら
、
そ
れ
に
気
付
い
た
人
だ

け
が
、
そ
れ
を
縁
に
し
て
随
喜
な
ど
の
行
為
を
す
る
の
で
す
。

　

功
徳
廻
向
も
功
徳
随
喜
も
、
お
布
施
と
違
っ
て
物
質
は
も
う
関
係
な
い
の
に
、
物
質
や
言
葉
を
使
っ
た
心
の
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善
行
為
を
さ
ら
に
、
他
者
に
認
識
さ
せ
た
り
（
廻
向
）
認
識
し
て
喜
ん
だ
り
（
随
喜
）
し
て
い
る
の
で
す
。
心

を
実
際
に
あ
げ
た
り
も
ら
っ
た
り
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
心
の
遣
り
取
り
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。

　

で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
善
い
こ
と
を
し
て
も
、
黙
っ
て
い
た
ら
、
や
は
り
周
り
に
は
わ
か
ら
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
朝
起
き
る
と
、
い
つ
も
う
ち
の
家
の
前
ま
で
き
れ
い
に
し
て
あ
る
。
同
じ
ア
パ
ー
ト
の
誰
か

が
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
朝
、
い
つ
も
よ
り
か
な
り
早
く
起
き
て
み
た
ら
、
隣

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
掃
除
を
し
て
く
れ
て
い
た
。「
あ
な
た
が
や
っ
て
い
た
ん
で
す
か
。
い
つ
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
」。「
い
や
い
や
、
私
は
暇
だ
か
ら
、
年
寄
り
で
朝
早
く
目
が
覚
め
る
か
ら
、
用
も
な
い
か
ら
や
っ

て
い
る
だ
け
で
す
よ
」。「
そ
う
で
し
た
か
。
健
康
に
も
い
い
し
、
人
の
た
め
に
も
な
る
し
、
一
石
二
鳥
で
す
ね
」

と
い
う
話
に
広
が
る
で
し
ょ
う
。

　

気
付
い
て
、
初
め
て
誰
か
が
善
い
こ
と
を
し
た
こ
と
も
わ
か
る
の
で
す
。
そ
れ
を
素
直
に
喜
ん
だ
ら
、
気
付

い
た
人
の
心
も
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
何
か
善
い
こ
と
を
し
た
人
も
、
そ
の
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
毎
日
の
お
掃

除
の
功
徳
は
、
き
ち
ん
と
自
分
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
自
分
の
心
を
さ
ら

に
ぐ
っ
と
他
者
（
ひ
と
）
に
向
け
て
、「
こ
の
自
分
が
頑
張
っ
た
善
行
為
の
功
徳
を
み
ん
な
に
あ
げ
ま
す
よ
」
と
、

も
う
一
度
、
宣
言
す
る
ぐ
ら
い
言
葉
に
出
す
か
、
心
を
定
め
て
、
心
を
定
め
た
と
き
に
は
身
体
も
新
た
に
ぐ
っ

と
変
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
や
っ
た
ら
功
徳
廻
向
と
い
う
新
た
な
善
行
為
に
な
る
の
で
す
。

　

餓
鬼
に
功
徳
が
届
く
と
か
、
餓
鬼
が
「
助
け
て
く
れ
」
と
言
い
に
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
餓
鬼
は
人
間
と
は
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違
い
ま
す
が
、
ま
だ
身
体
が
あ
る
の
で
す
。
テ
レ
ビ
の
心
霊
番
組
な
ど
で
は
、「
気
持
ち
が
悪
い
ね
。
変
な
匂
い

が
す
る
ね
」
と
か
、「
音
が
し
た
ね
」
と
か
、「
温
度
が
下
が
っ
た
よ
う
だ
」
と
か
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
幽
霊
も

そ
れ
な
り
の
物
質
は
持
っ
て
い
る
ら
し
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
ま
に
は
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
。
そ
う
い
う

物
質
と
い
う
か
身
体
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、「
功
徳
を
廻
向
し
て
助
け
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
、
な
ん
と
な

く
意
思
疎
通
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
餓
鬼
が
「
助
け
て
く
れ
」
と
言
う
と
き
に
も
、
私
が
何
か
善
い
こ
と
を
し
て
、「
こ
れ
は
あ
な
た

の
た
め
で
す
よ
」
と
、
そ
こ
ま
で
や
ら
な
い
と
何
か
が
変
わ
ら
な
い
み
た
い
で
す
。
功
徳
廻
向
は
心
で
お
こ
な

う
行
為
で
す
。
功
徳
随
喜
も
心
だ
け
で
や
っ
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
そ
れ
が
お
互
い
に
わ
か
る
の
は
、
や
は
り

「
あ
げ
ま
す
」「
廻
向
し
ま
す
」「
あ
な
た
に
指
定
し
ま
す
」
な
ど
と
言
葉
な
ど
で
意
思
表
示
す
る
か
ら
な
の
で
す
。

意
思
表
示
ま
で
し
て
は
じ
め
て
「
廻
向
」
し
た
と
言
え
ま
す
。

　

人
間
同
士
な
ら
、
功
徳
廻
向
し
な
く
て
も
、
他
人
の
善
行
為
を
た
ま
た
ま
見
て
い
た
り
話
に
聞
い
た
だ
け
で

も
分
か
り
ま
す
。
廻
向
さ
れ
な
く
て
も
他
人
の
功
徳
（
善
行
為
）
を
随
喜
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
動

物
は
、
善
行
為
を
見
て
も
聞
い
て
も
た
ぶ
ん
意
味
が
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
わ
ざ
わ
ざ
あ
な
た
の
た
め
だ
よ

と
言
っ
て
、
や
っ
と
分
か
る
か
ど
う
か
で
し
ょ
う
。
餓
鬼
も
そ
の
く
ら
い
心
が
弱
い
の
で
し
ょ
う
。
自
分
の
た

め
に
功
徳
廻
向
さ
れ
な
い
と
、
随
喜
で
き
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
同
士
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
身
体
の
物
質
は
持
っ
て
い
る
し
、
心
は
そ
れ
ぞ
れ
動
い
て
い
る
。
お
互
い

に
助
け
た
り
、
助
け
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、
功
徳
廻
向
は
世
間
で
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言
う
「
助
け
合
い
」
そ
の
も
の
で
す
か
ら
、
当
た
り
前
の
善
行
為
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
的
に
「
業
」
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
と
大
変
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、「
助
け
合
い
」
な
ら
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
気
楽
に
助
け

た
り
助
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。

　

功
徳
廻
向
は
「
助
け
合
い
」
と
い
う
程
度
の
、
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
行
為
だ
か
ら
、
仏
典
に
も
あ
ま
り

し
く
み
の
説
明
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
ち
ょ
っ
と
正
確
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
ら
、「
自
業

自
得
の
法
則
を
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
要
ら
ぬ
考
え
に
ま
で
話
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
大
層
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
で
お
互
い
に
助
け
て
い
る
、
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
功
徳
廻
向

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に
―
功
徳
と
廻
向
は
仏
教
か
ら
世
界
に
広
が
っ
た

　

功
徳
と
廻
向
の
観
念
が
仏
教
か
ら
世
界
へ
ど
の
ぐ
ら
い
広
が
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
に
す
れ
ば
仏
教
か

ら
と
言
い
た
い
の
で
す
が
、
世
間
的
に
は
お
こ
が
ま
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
助
け
合
い
」
な
ん
て
、
ど
の
文

化
で
も
当
た
り
前
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
し
に
は
社
会
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

　

私
は
仏
教
の
お
か
げ
で
、
功
徳
廻
向
が
ア
ジ
ア
中
に
広
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
は
し
な
い
で
も
な

い
の
で
す
が
、逆
に
考
え
て
み
ま
す
と
、結
局
、ど
こ
の
世
界
で
も
「
善
い
こ
と
を
し
て
徳
を
積
も
う
」
と
か
「
徳
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を
分
け
合
お
う
」
な
ど
と
い
う
観
念
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
偉
そ
う
に
「
仏
教
が
発
見
し
た
ん
だ
よ
」
と
言
わ
な

く
て
も
、
宗
教
者
で
な
く
と
も
誰
に
で
も
何
と
な
く
、「
助
け
て
あ
げ
る
。
助
け
て
も
ら
う
」
の
思
考
が
も
と
も

と
全
世
界
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
あ
た
り
は
私
の
範
囲
を
超
え
ま
す
の
で
、
来
週
以
降
の
講
座

に
参
加
し
て
学
ん
で
も
ら
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
実
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
や
っ
て
う
ま
く
生
き
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
要
ら
ぬ
こ
と
を
考
え
ず
に
素

直
に
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。「
私
の
功
徳
だ
か
ら
人
に
は
あ
げ
な
い
よ
」
と
言
っ
て
も
無
理
な
の
で

す
。
自
分
が
何
か
善
い
こ
と
を
し
て
、
そ
れ
を
隠
し
て
い
た
く
て
も
、
誰
か
が
見
て
い
た
ら
バ
レ
て
し
ま
い
ま

す
。「
あ
な
た
、す
ご
い
で
す
ね
」
と
評
価
し
て
も
ら
っ
た
ら
、「
し
ま
っ
た
。
私
の
功
徳
が
減
る
か
も
し
れ
な
い
」

な
ん
て
慌
て
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。「
ま
あ
、
頑
張
り
ま
し
た
よ
。
あ
な
た
に
も
こ
の
功
徳
を
あ
げ
ま
す
よ
」

ぐ
ら
い
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
。
相
手
が
そ
の
功
徳
を
喜
ぶ
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
自
分
の
善
行
為
を
他

者
（
ひ
と
）
に
手
向
け
る
自
分
の
そ
の
心
が
、
さ
ら
に
善
行
為
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

他
者
（
ひ
と
）
が
何
か
善
い
こ
と
を
し
た
と
き
に
は
、「
あ
な
た
の
功
徳
を
私
に
ち
ょ
う
だ
い
」
と
ま
で
言
っ

た
ほ
う
が
い
い
で
す
。
お
互
い
に
や
っ
て
あ
げ
た
り
、
や
っ
て
も
ら
っ
た
り
で
す
か
ら
、
自
分
だ
け
あ
げ
て
他

者
か
ら
は
も
ら
い
ま
せ
ん
と
い
う
の
は
、
逆
の
意
味
で
頑
固
で
ケ
チ
な
思
考
で
す
。
自
分
の
調
子
が
悪
い
と
き

に
は
堂
々
と
助
け
て
も
ら
う
よ
う
に
、
他
者
（
ひ
と
）
が
何
か
善
い
こ
と
を
し
た
ら
、
そ
の
喜
び
を
分
け
て
も

ら
え
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

153



　

最
後
は
、
甚
だ
ま
と
ま
ら
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

註１	

阪
本
（
後
藤
）
純
子	1996

「i2wq_p[rtq

祭
式
と
布
施
の
効
力
」『
今
西
順
吉
教
授
還
暦
記
念
・
イ
ン
ド
思
想
と
仏
教
文
化
』

春
秋
社
。

２	

原
實	1979

『
古
典
イ
ン
ド
の
苦
行
』
春
秋
社
、
二
二
四
～
二
五
頁
。

３	

原
實	1988

「
ヨ
ー
ガ
と
苦
行
」『
岩
波
講
座
東
洋
思
想
７
』
岩
波
書
店
、
一
一
四
頁
。

４	

藤
本
晃	2004

「
パ
ー
リ
四
ニ
カ
ー
ヤ
に
説
か
れ
る
先
祖
・
施
餓
鬼
供
養
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
六
九
号
、
一
七
～

四
七
頁
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

５	
Schopen,	Gregory1985.	“T

w
o	Problem

s	in	the	H
istory	of	Indian	Buddhism

,”	Studien zur Indologie 
und Iranistik,	10.	pp.9-47.	

静
谷
正
雄1978

『
小
乗
仏
教
史
の
研
究
』
百
華
苑
。
よ
り
高
価
で
専
門
的
で
す
が
、
塚
本

啓
祥1996,	1998

『
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
の
研
究
Ⅰ
・
Ⅱ
』
平
楽
寺
書
店
も
あ
り
ま
す
。

６	

桜
部
建	1974

「
功
徳
を
廻
施
す
る
と
い
う
考
え
方
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
〇
号
、
九
三
～
一
〇
〇
頁
。

７	

坂
本
幸
男
／
岩
本
裕
・
訳
注	1964,2002

『
法
華
経
』
中
巻
（
岩
波
文
庫
）、
五
二
～
五
三
頁
。

	

た
だ
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
で
は
、
漢
訳
前
半
の
「
願
わ
く
ば
、
こ
の
功
徳
を
以
て
、
普
く
一
切
［
衆
生
］
に
及
ぼ
し
」

と
い
う
功
徳
廻
向
の
文
言
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
後
半
の
「
我
ら
（
梵
天
た
ち
）
と
衆
生
と
、
み
な
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」

だ
け
で
は
、
善
行
為
の
功
徳
を
悟
り
に
振
り
向
け
る
①
と
も
受
け
取
れ
ま
す
。
西
暦
紀
元
前
後
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典

が
出
た
頃
に
は
ま
だ
功
徳
廻
向
は
大
乗
経
典
「
法
華
経
」
で
は
導
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
漢
訳
『
妙
法
蓮

華
経
』（A

.D
.406

訳
）
の
頃
に
は
大
乗
仏
教
で
も
、
あ
る
い
は
中
国
で
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か

154



も
し
れ
ま
せ
ん
。

	
た
だ
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
言
っ
て
も
紀
元
後
五
世
紀
頃
か
ら
一
一
世
紀
頃
ま
で
の
三
〇
ほ
ど
の
写
本
が
あ
り
、

し
か
も
そ
の
い
ず
れ
も
漢
訳
と
比
べ
る
と
原
典
同
士
お
互
い
に
差
が
非
常
に
少
な
い
の
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
あ
る

い
は
イ
ン
ド
で
は
「
法
華
経
」
に
は
功
徳
廻
向
の
観
念
が
な
い
ま
ま
一
一
世
紀
ま
で
時
が
経
ち
、
そ
の
ま
ま
一
二
世
紀
に

イ
ン
ド
で
は
仏
教
が
大
小
乗
共
に
滅
ん
だ
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

８	

森
山
清
徹	1976

「
般
若
経
に
お
け
る
『
廻
向
』
の
問
題
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
二
四
（
二
）、
六
七
〇
～
六
七
一
頁
。
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