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こ
の
法
は
人に

ん

々に
ん

の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
り
と
い
へ
ど
も 

い
ま
だ
修し

ゅ

せ
ざ
る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し 

『
正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
の
巻
の
、
一
番
最
初
の
く
だ
り
に
出
て
ま
い
り
ま
す
有
名

な
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。「
弁
道
話
」
の
巻
と
い
う
の
は
、
道
元
禅
師
が
中
国
へ
お
出
で

に
な
ら
れ
て
正
伝
の
仏
法
を
修
得
さ
れ
、
日
本
へ
お
帰
り
に
な
っ
て
間
も
な
く
撰
述
さ

れ
た
「
坐
禅
と
い
う
も
の
が
正
伝
の
仏
法
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
天
下
に
知
ら
し
め

よ
う
と
い
う
、
若
い
意
気
軒
高
な
時
期
に
著
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
最
初
に
、「
こ
の
法
は
、
人
々
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
り
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
と
い
う
の
は
、
こ
の
く
だ
り
の
直
前
に
あ
る
、
佛
々
祖
々
、
歴
代
の
仏
教
の
素

晴
ら
し
い
お
祖
師
様
方
が
、
お
釈
迦
様
か
ら
ず
っ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
何
か
と

い
う
と
、
自
受
用
三
昧
と
い
う
お
悟
り
の
心
境
で
あ
り
ま
す
。
悟
り
を
得
る
た
め
、「
た

め
」
と
い
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
悟
り
を
得
る
の
が
仏
教
の
本
来
の
在
り
方
で
あ

る
、
原
初
的
な
宗
教
で
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
を
代
々
の
仏
教
の
偉
大
な
先
輩
が
導
き
教
え
て
、
又
次
の
人
、
次
の
人
と
受
継

が
れ
て
き
た
そ
の
自
受
用
三
昧
。
そ
こ
か
ら
表
現
で
き
な
い
そ
く
そ
く
と
し
た
悟
り
の

素
晴
ら
し
い
心
境
・
境
涯
、
こ
れ
こ
そ
仏
教
の
真
髄
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど

ん
な
人
に
も
具
わ
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
が
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
特

定
の
人
、
身
分
、
職
業
、
性
別
、
学
歴
、
そ
ん
な
も
の
に
全
く
関
係
な
く
お
悟
り
の
境

涯
は
誰
で
も
身
に
つ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
、

証
せ
ざ
る
に
は
得
る
こ
と
な
し
！
」
実
践
し
な
け
れ
ば
そ
れ
は
身
に
つ
か
ず
、
実
践
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
い
つ
し
か
そ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
心
境
が
身
に
つ
く
の
で
す
。

だ
か
ら
や
ら
な
い
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
修
す
る
は
修
行
の
修
で
あ
り
、
こ
の
修
の
内

容
こ
そ
坐
禅
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
坐
禅
は
仏
教
の
正
門
で
あ
り
ま
す
！ 

こ
う
い
う
こ

と
が
「
弁
道
話
」
の
巻
の
一
番
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

私
た
ち
は
今
こ
こ
で
坐
禅
を
し
て
い
る
、
普
段
の
日
常
生
活
と
は
言
う
ま
で
も
な
く

異
な
る
。
坐
禅
堂
の
中
に
、
そ
れ
も
正
規
の
造
り
で
あ
り
ま
す
伝
統
的
な
坐
禅
堂
の
中

で
坐
ら
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
こ
の
我
こ
の
今
こ
の
身
の
有
難
さ
を
身
に
受
け
て
、
教

え
ら
れ
た
坐
禅
の
作
法
に
よ
り
じ
っ
く
り
と
坐
る
、
そ
の
時
に
「
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら

は
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
！
」
こ
れ
は
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
、

裏
を
返
せ
ば
、「
修
行
す
れ
ば
現
わ
れ
、
証
す
れ
ば
得
る
」、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
修
証
が
今
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
そ
れ
以
外
に
坐
禅
は
な
い
！ 

こ
れ
が
弁
道
話

の
教
え
の
骨
子
で
あ
り
ま
す
。 

私
ど
も
は
今
、
悟
り
の
境
涯
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
悟
り
の
境
涯
を
な
い
が
し

ろ
に
し
た
く
な
い
、
汚
し
た
く
な
い
。
そ
う
い
う
じ
っ
く
り
と
し
た
坐
禅
、
こ
れ
を 

 
 

我
が
も
の
と
し
て
続
け
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
こ
の
法
は
人
々
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
り
と
い
え
ど
も 

い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
」 

平
成
二
九
年
一
月
二
二
日 

合
掌 
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且
し
ば
ら
く

く
存
命
の
際あ

い

だ
業

ぎ
ょ
う

を
修し

ゅ

し
学
を
好
ま
ば 

只た
だ

仏
道
を
行
じ
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。『
随
聞
記
』
と
い
う
書
物
は
、
道

元
禅
師
が
三
〇
代
の
半
ば
の
頃
お
弟
子
様
の
懐
奘
禅
師
の
素
朴
な
質
問
に
答
え
て
懇
切

丁
寧
に
教
え
示
さ
れ
た
お
言
葉
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
懐
奘
様
が
亡
く
な
ら
れ

た
後
、
後
の
方
が
遺
品
を
整
理
し
た
ら
ば
、
様
々
な
メ
モ
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
を
見

た
ら
道
元
禅
師
か
ら
教
え
ら
れ
た
言
葉
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
こ
れ
を
書
物
に
し
て
修
行
僧
た
ち
に
分
か
ち
与
え
た
、
そ
れ
が
『
正
法
眼
蔵
随

聞
記
』
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
中
の
一
節
に
「

且
し
ば
ら
く

く
存
命
の
際あ

い

だ
」
と
。 

「
且
く
」
と
い
う
語
に
は
、「
私

た
ち
は
何
時
ま
で
も
生
き
て
い
ら
れ
な
い
。
今
仮
初

か
り
そ
め

に
も
生
か
さ
れ
て
お
り
ま
す
間
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
今
元
気
で
坐
っ
て
い
る
自
分
が
ズ
ー
ッ
と
同
じ
状
態

で
い
る
な
ん
て
ト
ン
デ
モ
ナ
イ
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
「
且
く
存
命
の
際
だ
」
と
、
道
元

禅
師
だ
っ
て
三
〇
代
半
ば
か
ら
後
、
二
〇
年
ほ
ど
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。
昔
の
人

の
寿
命
に
対
す
る
感
覚
な
ん
て
も
の
は
、
現
代
人
に
は
と
て
も
及
び
も
つ
か
な
い
。 

寿
命
も
短
け
れ
ば
、
悪
い
時
に
な
る
と
も
う
命
が
な
い
。
三
〇
代
半
ば
で
も
う
老
々

な
ん
で
す
。
そ
の
時
点
で
、「
業
を
修
し
学
を
好
ま
ば
」
と
、
な
に
か
打
ち
込
む
仕
事
を

す
る
、
或
い
は
学
ぶ
も
の
を
シ
ッ
カ
リ
と
決
め
て
学
ぼ
う
、
と
思
っ
た
な
ら
ば
、「
只
仏

道
を
行
じ
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り
！
」
仏
教
を
信
じ
、
仏
道
を
行
う
、
仏
法
を
学
び
な

さ
い
、
と
。 

職
業
は
沢
山
あ
る
。
学
ぶ
べ
き
も
の
も
無
限
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
中
で
仏
道
を
行

ず
る
事
が
最
高
だ
。
仏
法
を
学
ぶ
こ
と
が
一
番
優
れ
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
こ
と
は
、
も

う
手
を
出
し
た
っ
て
駄
目
な
ん
だ
。
一
つ
の
事
に
専
修
し
な
さ
い
。
三
五
歳
の
方
が
言

わ
れ
た
。
懐
奘
さ
ん
は
も
う
四
〇
歳
に
近
か
っ
た
。
あ
と
寿
命
は
長
く
て
も
一
〇
年
だ

と
思
っ
て
い
る
方
に
そ
う
言
わ
れ
た
。
現
代
人
は
、
そ
れ
か
ら
し
ま
す
と
比
較
に
な
ら

な
い
く
ら
い
寿
命
が
長
い
。
で
す
か
ら
、
中
年
に
な
っ
て
、
高
齢
者
に
な
っ
て
、
ま
だ

ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
人
が
結
構
お
る
。 

先せ
ん

だ
っ
て
五
〇
歳
の
方
が
奥
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
悲
嘆
し
て
自
分
の
職

業
も
止
め
て
し
ま
っ
て
、
今
プ
ラ
プ
ラ
し
て
い
る
。
あ
な
た
は
ま
だ
働
き
盛
り
の
真
っ

た
だ
中
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
、
昔
だ
っ
た
ら
人
生
五
〇
年
、「
且
く
存
命
の

際あ
い

だ
」
し
か
、
仏
道
を
学
び
行
ず
る
事
が
出
来
な
い
ん
だ
！ 

折
角
私
共
は
素
晴
ら
し
い
教
え
に
導
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
事
を
本
当
に
身

に
し
み
て
感
じ
て
、
も
う
先
は
無
い
ん
だ
と
い
う
切
々
た
る
思
い
で
も
っ
て
坐
禅
に
打

ち
込
む
。
仏
道
を
学
ぶ
、
こ
う
い
う
覚
悟
で
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
且
く
存
命
の
際
だ
業
を
修
し
学
を
好
ま
ば 

只
仏
道
を
行
じ
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り
」 

平
成
二
九
年
二
月
二
六
日 

合
掌 
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生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
生
死
な
し 

『
正
法
眼
蔵
』「
生
死
」
の
巻
の
一
番
最
初
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』
の
中
の
素
晴
ら
し
い
お
言
葉
を
集
め
て
編
集
し
た
「
修
証
義
」

の
第
一
章
の
一
番
最
初
に
も
こ
の
語
句
が
あ
る
。
そ
の
く
ら
い
道
元
禅
師
の
お
言
葉
で

は
非
常
に
重
要
で
大
切
な
意
味
を
持
っ
た
語
句
と
し
て
、
禅
門
で
扱
わ
れ
て
い
る
お
言

葉
で
す
。 

「
生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
生
死
な
し
」。 
短
い
言
葉
で
す
が
、
こ
の
中
に
非
常
に
深

い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
生
死
」
と
い
う
の
は
「
生
き
る
と
死
ぬ
」、
或
い
は
「
生

ま
れ
る
と
死
ぬ
」
と
考
え
て
も
よ
ろ
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
人
間
は
誰
も
こ
の
世
に

生
ま
れ
て
き
て
一
生
涯
を
終
え
て
死
を
迎
え
る
。
生
死
と
い
う
こ
と
は
、
分
か
り
易
く

短
刀
直
入
に
言
え
ば
人
の
一
生
涯
、
生
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
人
生
で
す
。
そ
の
人
生

が
実
は
楽
で
は
な
い
、
お
釈
迦
様
は
苦
で
あ
る
と
仰
っ
て
い
ま
す
。 

何
故
か
と
い
え
ば
人
間
の
生
涯
、
一
生
と
い
う
も
の
は
迷
い
の
世
界
で
あ
り
、
迷
い

の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
と
身
を
置
い
て
い
る
。
思
慮
分
別
に
明
け
暮
れ
て
い
る
人
生
で
あ

る
！ 

よ
い
車
に
乗
っ
て
い
い
家
に
住
ん
で
、
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
い
思
い
を
し

て
、
と
い
う
欲
望
は
誰
に
で
も
あ
る
が
、
ま
ゝ
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
苦
が
始
ま
る
。

苦
の
元
は
そ
う
い
っ
た
我
々
人
間
が
欲
望
を
こ
ら
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

で
す
か
ら
、
生
死
流
転
・
生
死
事
大
・
生
死
の
海
・
生
死
涅
槃
と
い
っ
た
生
死
が
つ

い
た
大
切
な
言
葉
が
沢
山
あ
る
。
道
元
禅
師
は
、
そ
の
生
死
の
中
に
仏
さ
ん
が
あ
る
、

仏
が
何
時
も
つ
い
て
い
る
、
だ
か
ら
こ
そ
、
生
死
と
い
う
も
の
を
、
し
が
ら
み
の
人
生

を
超
え
て
い
け
る
の
だ
！ 

と
言
わ
れ
る
。「
生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
」、
あ
る
か
ら
こ
そ

そ
れ
を
超
え
て
い
け
る
。
仏
様
が
あ
る
か
ら
こ
そ
生
死
を
超
え
ら
れ
る
！ 

私
共
の
し
が
ら
み
の
中
に
仏
が
あ
る
、
普
段
は
仏
が
あ
る
こ
と
は
中
々
自
覚
で
き
な

い
。
で
す
が
、
北
陸
の
方
が
大
洪
水
に
な
っ
た
と
き
、
バ
ス
の
屋
根
の
上
に
避
難
し
た

人
達
が
い
た
。
お
互
い
に
手
を
取
り
合
い
歌
を
歌
い
、
今
少
し
の
辛
抱
だ
、
皆
頑
張
ろ

う
、
と
言
っ
て
全
員
が
助
か
っ
た
。
あ
あ
い
う
時
仏
様
が
働
き
出
し
て
い
る
の
で
す
。 

人
間
が
極
端
な
状
態
に
置
か
れ
た
と
き
、
正
に
大
き
な
力
が
出
て
く
る
、
こ
れ
こ
そ

仏
様
で
す
。
あ
の
ペ
ル
ー
で
炭
鉱
の
事
故
に
あ
っ
た
方
は
三
ケ
月
ぐ
ら
い
救
出
で
き
な

い
と
言
わ
れ
た
が
、
一
カ
月
ほ
ど
で
救
出
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
も
中
の
人
達
が
実
に
毅

然
と
し
た
信
念
の
も
と
に
、
生
き
残
る
た
め
の
人
間
の
知
恵
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
仏

教
的
に
言
え
ば
仏
様
が
動
い
て
自
分
自
身
も
他
人
様
も
助
け
た
！ 

正
に
「
生
死
の
中
に

仏
が
あ
る
」
か
ら
こ
そ
の
実
話
で
す
。 

そ
の
仏
様
と
い
う
も
の
を
自
覚
し
、
そ
の
仏
様
に
よ
っ
て
坐
ら
せ
ら
れ
て
い
る
。「
生

死
」
の
巻
の
別
の
と
こ
ろ
に
、「
生
死
は
仏
の
御お

ん

命
い
の
ち

な
り
！
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
自
覚

す
る
の
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
今
、
私
共
は
自
分
が
坐
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
仏
様

が
坐
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
気
持
ち
で
、
雑
念
に
振
り
回
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
私
共
の

只
管
打
坐
の
原
点
で
あ
り
ま
す
。 

「
生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
生
死
な
し
」 

平
成
二
九
年
三
月
二
六
日 
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学
道
の
人
は
吾
我
の
為
に
仏
法
を
学
す
る
こ
と
な
か
れ 

只
仏
法
の
為
に
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り 

道
元
禅
師
の
お
言
葉
を
集
め
た
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
学
道
の
人
」
と
い
う
の
は
道
を
学
ぶ
人
で
す
ね
。
仏
教
で
は
な
く
仏
法
で
あ
り
仏

道
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
仏
道
を
学
ぶ
人
と
言
う
の
は
実
践
す
る
人
で
す
。
端
的
に
言
え

ば
坐
禅
を
す
る
人
で
す
。
そ
れ
は
基
本
的
な
心
構
え
と
し
て
「
吾
我
の
為
に
」、
自
分
の

為
に
仏
法
を
学
ぶ
こ
と
で
は
い
け
な
い
。
自
分
の
為
、
皆
自
分
の
為
だ
と
思
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
は
仏
法
を
学
ぶ
姿
勢
で
は
な
い
。
道
元
禅
師
の
誠
に
厳
し
い
根
本
を
抉

る
よ
う
な
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。「
自
分
の
た
め
に
仏
法
を
学
ぶ
な
！
」
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。 

人
間
は
目
的
が
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
物
事
を
行
う
。
と
皆
思
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
道
元
禅
師
は
違
う
。
少
な
く
と
も
仏
法
を
実

践
す
る
と
い
う
時
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
ん
だ
。
普
段
の
行
為
・
行
動
・
実
践
、
そ
う

い
う
も
の
と
は
違
う
。
非
日
常
と
言
い
ま
す
が
、
誠
に
非
日
常
的
な
実
践
で
な
く
て
は

い
け
な
い
。
何
の
為
に
か
と
い
え
ば
、
仏
法
の
為
に
仏
法
を
学
ぶ
。 

澤
木
興
道
老
師
が
「
坐
禅
が
坐
禅
を
坐
禅
す
る
」、
こ
う
い
う
面
白
い
事
を
言
う
。
坐

禅
の
時
は
、
自
分
が
坐
禅
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
坐
禅
が
坐
禅
を
し
て
い
る
。
坐
禅
は

仏
法
の
凝
縮
さ
れ
た
営
み
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
凝
縮
さ
れ
た
仏
法
を
実
践
す
る
時
は
吾

我
と
い
う
も
の
が
入
り
込
ん
で
は
い
け
な
い
。
自
分
、
己
、
私
、
そ
う
い
う
も
の
は
全

く
入
り
込
ま
な
い
。
そ
れ
を
投
げ
捨
て
な
く
て
は
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、「
只
仏
法
の
た

め
に
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り
！
」、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

実
は
こ
の
『
随
聞
記
』
の
お
言
葉
の
続
き
に
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

仏
法
の
為
に
仏
法
を
学
ぶ
為
の
秘
訣
と
い
う
も
の
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
己
の
身
心
を

残
さ
ず
全
て
捨
て
去
り
仏
法
の
大
海
に
振
り
向
け
な
さ
い
！ 

こ
う
い
う
意
味
の
お
言

葉
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
体
で
無
い
、
自
分
の
心
で
も
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
、

体
と
心
と
持
っ
て
い
る
も
の
を
脱
ぎ
捨
て
る
！ 

そ
し
て
今
、
仏
法
の
大
海
に
ド
ッ
プ
リ

浸つ

か
っ
て
い
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
大
海
に
振
り
向
け
る
、
仏
法
の
大
海
の
方
か
ら

自
分
に
振
り
向
け
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
良
い
で
す
ね
。 

己
と
い
う
意
志
も
感
覚
も
身
体
も
全
部
無
く
、
仏
法
が
仏
法
を
行
じ
て
い
る
。
そ
ん

な
言
葉
に
酔
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
！ 

仏
法
の
行
に
な
り
き
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
宜
し
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
正
身
端
坐
の
坐
禅
、
只
管
打
坐
と
言
わ

れ
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
只
一
人
の
者
が
坐
っ
て
い
る
。
一
人
の

者
と
も
言
え
な
い
も
の
が
坐
っ
て
い
る
。
今
自
分
は
自
分
じ
ゃ
な
い
ん
だ
！ 

自
分
の
体

で
な
い
。
心
も
自
分
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
者
が
た
だ
淡
々
と
坐
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
で
あ
り
ま
す
。 

「
学
道
の
人
は
吾
我
の
為
に
仏
法
を
学
す
る
こ
と
な
か
れ  

只
仏
法
の
為
に
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り
」 

平
成
二
九
年
四
月
二
三
日 

合
掌 
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坐
禅
は
す
な
は
ち
安
楽
の
法
門
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
の
中
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。
坐
禅
は
苦
行
で
あ
り

苦
し
い
、
何
が
苦
し
い
か
と
い
え
ば
、
足
が
痛
い
、
又
背
筋
を
ピ
ン
と
伸
ば
し
続
け
て

い
る
の
は
苦
痛
だ
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
安
楽
な
の
か
。
全
く
逆
の
よ
う
な
印
象
を
受
け

る
の
が
普
通
一
般
で
、
だ
か
ら
む
し
ろ
有
名
な
の
で
す
。 

安
楽
の
法
門
、
法
門
と
い
う
の
は
法
の
教
え
、
仏
法
へ
の
入
り
口
、
こ
れ
が
安
楽
な

の
で
す
。
こ
の
意
味
が
は
っ
き
り
把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
、
坐
禅
を
自
分
の
も
の
に
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
安
と
楽
を
分
け
て
み
ま
す
と
、
安
は
安
心
の
安
、
安
ら
か
と
い

う
こ
と
で
す
。 

安
ら
か
に
な
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
は
身
体
で
い
え

ば
、
動
か
な
い
、
身
体
を
鎮
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
！ 

坐
禅
す
る
と
き
の
左
右
揺
身
と

い
う
と
、
型
に
は
ま
っ
た
動
か
し
方
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
が
、
前
後
左
右
に
大
き

く
身
体
を
動
か
し
、
五
・
六
回
動
か
し
た
ら
大
体
真
ん
中
で
ピ
タ
リ
と
止
め
る
。
止
め

た
ら
動
か
な
い
！ 

こ
れ
が
安
で
す
。
そ
う
い
う
絶
対
的
な
動
に
対
す
る
止
が
安
で
あ
り

ま
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
楽
の
方
は
心
の
在
り
方
で
す
。
心
の
中
で
あ
れ
や
こ
れ
や
を
思
う
、

そ
う
い
う
こ
と
を
止
め
る
こ
と
で
す
。
心
で
あ
れ
や
こ
れ
や
を
考
え
る
こ
と
を
止
め
る
、

止
め
る
の
で
は
な
く
て
取
り
合
わ
な
い
！ 

心
の
中
で
次
か
ら
次
へ
色
々
な
考
え
が
浮

か
ん
で
き
ま
す
が
、
考
え
よ
う
と
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
の
を
繰
り
返
す
と
い

う
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
で
良
い
の
で
す
。 

生
き
て
い
る
以
上
は
考
え
が
浮
か
ん
で
来
る
の
は
当
た
り
前
、
不
思
量
で
は
な
い
、

「
非
思
量
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
事
な
の
で
す
。
思
量
に
非
ず
、
そ
れ
が
心
の
方
の

楽
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
本
来
身
体
を
離
れ
て
心
は
な
く
、
心
を
離
れ
て
身

体
は
な
い
。
心
と
身
体
は
一
体
で
あ
り
ま
す
。
嫌
な
こ
と
が
あ
り
、
失
敗
が
絶
え
な
い

と
食
事
も
美
味
し
く
頂
け
な
い
。
逆
に
何
か
の
欲
望
が
募
っ
て
く
る
と
、
何
と
か
手
に

入
れ
た
い
と
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
い
。
体
と
心
が
一
体
だ
か
ら
で
す
。
そ
う
し

ま
す
と
安
楽
と
い
っ
て
も
安
と
楽
は
切
り
離
せ
な
い
。 

ど
ち
ら
が
狂
っ
て
も
両
方
が
狂
い
、
ど
ち
ら
か
一
つ
が
欠
け
て
も
う
ま
く
い
か
な

い
！ 

そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
、
要
す
る
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
先
輩
か
ら
教
わ
っ

た
こ
と
を
守
り
続
け
て
い
く
以
外
に
な
い
。
足
が
痛
か
っ
た
ら
組
み
直
し
て
も
よ
い
、

呼
吸
が
苦
し
く
な
っ
た
ら
大
き
く
腹
式
呼
吸
を
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
「
い

ろ
は
」
に
戻
っ
て
、
自
分
の
身
体
が
、
心
が
、
安
定
す
る
よ
う
に
努
め
る
の
で
す
！ 

肝

心
な
こ
と
は
自
分
か
ら
色
々
の
事
を
考
え
な
い
こ
と
、
考
え
て
行
動
を
起
こ
す
と
い
う

普
段
の
生
活
を
離
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
安
楽
の
法
門
で
あ
り
ま
す
。 

全
て
の
感
覚
器
官
を
坐
禅
の
時
は
止
め
る
、
消
滅
さ
せ
る
。
感
覚
器
官
の
と
り
こ
に

な
ら
な
い
！ 

こ
れ
が
安
楽
の
法
門
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
、

聞
こ
え
る
ま
ま
で
い
い
。
何
の
鳥
か
、
何
処
で
鳴
い
て
い
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考

え
な
い
。
た
だ
坐
る
、
そ
れ
だ
け
で
良
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
坐
禅
は
す
な
は
ち
安
楽
の
法
門
な
り
」 

平
成
二
九
年
五
月
二
八
日 
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仏
祖
の
道
は 

只た
だ 

坐
禅
な
り 

他
事
に
順
ず
べ
か
ら
ず 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
件

く
だ
り

は
、
兎
に
角
仏
教
の
各

宗
、
各
派
の
実
践
の
中
で
坐
禅
が
最
高
最
大
の
素
晴
ら
し
い
実
践
行
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
強
調
さ
れ
て
お
ら
れ
る
一
段
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
祖
の
道
は
、
只
、
坐
禅
な
り
」。 

他
に
色
々
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
中
で
坐
禅
だ

け
が
一
番
優
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。「
他
事
に
順
ず
べ
か
ら
ず
」、

他
の
事
に
時
を
費
や
し
て
は
い
け
な
い
。
他
の
事
に
従
っ
て
い
る
よ
り
も
坐
禅
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
後
に
有
名
な
「
坐
禅
は
無
所
得
、
無
所
悟
の
端
坐
で
あ
る
。 

何
に
も
求

め
な
い
、
悟
り
も
求
め
な
い
、
得
る
所
も
な
い
」、
と
い
う
只
坐
る
と
い
う
行
が
説
か
れ

ま
す
。
道
元
禅
師
の
教
え
ら
れ
る
坐
禅
と
い
う
の
は
、
こ
こ
が
ま
た
最
大
の
特
徴
で
あ

り
ま
す
。
無
所
得
無
所
悟
の
禅
！ 

宿
無
し
興
道
と
言
わ
れ
た
あ
の
澤
木
興
道
老
師
は
、「
坐
禅
は
自
分
が
自
分
を
自
分
す

る
こ
と
で
あ
る
」、
そ
れ
は
私
が
学
生
の
頃
、
直じ

か

に
何
度
も
聞
い
て
い
る
ん
で
す
。
初
め

は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
か
っ
た
。
で
も
段
々
に
他
の
こ
と
も
言

わ
れ
て
み
る
と
、「
あ
ぁ
、
こ
れ
は
人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
他
の
事
に
気
が

取
ら
れ
て
い
る
、
時
間
を
取
ら
れ
て
い
る
、
お
金
を
使
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自

分
と
い
う
も
の
を
忘
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
他
の
も
の
に
振
り
回
さ
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
。

何
時
ま
で
に
何
を
し
な
く
て
い
け
な
い
。
今
日
は
コ
レ
と
コ
レ
と
コ
レ
を
や
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
全
く
な
く
、
本
当
に
自
分
自
身
の
時
を
持
っ
て
い
な

い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
澤
木
老
師
は
仰
っ
て
い
た
ん
だ
な
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て

参
り
ま
し
た
。 

本
当
に
自
分
自
身
の
時
を
持
っ
て
い
る
か
？ 

自
問
自
答
を
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
あ

っ
て
も
僅
か
だ
。
坐
禅
は
、
坐
禅
の
時
は
全
て
そ
う
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
全
く
他

の
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
し
て
自
分
に
徹
す
る
！ 

こ
れ
が
「
他
事
に
順
ず
べ
か
ら

ず
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
道
元
禅
師
の
教
え
、
そ
の
ま
ま
に
澤
木
老
師
の
よ
う

な
方
は
行
じ
て
お
ら
れ
た
。
こ
れ
が
、
無
所
得
無
所
悟
の
只
管
打
坐
で
あ
り
ま
す
。 

良
き
人
の
教
え
に
身
を
任
せ
る
。
素
直
に
行
を
立
て
、
そ
し
て
只
坐
っ
て
い
る
自
分

が
あ
る
だ
け
、
他
の
も
の
は
関
係
な
し
！ 

と
い
う
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
何
に

な
る
の
か
？ 

こ
れ
は
ま
た
い
け
な
い
。
何
に
な
る
と
か
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
を
止
め

る
こ
と
な
ん
だ
！ 

た
だ
、
決
め
ら
れ
た
時
間
坐
る
。
妄
想
が
沸
い
て
き
た
っ
て
取
り
合

わ
な
け
れ
ば
良
い
ん
で
す
。
色
ん
な
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
の
は
当
た
り
前
、
血
が
巡

っ
て
い
る
以
上
頭
の
中
に
様
々
な
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
、
取
り
合
わ
な
い
！  

こ
の
一
夜
接
心
、
い
み
じ
く
も
七
炷
坐
る
時
間
で
す
。
あ
る
い
は
作
務
、
あ
る
い
は

読
経
、
あ
る
い
は
講
義
、
さ
ま
ざ
ま
ご
ざ
い
ま
す
が
、
皆
そ
の
坐
禅
の
形
の
変
わ
っ
た

行
で
あ
り
、
中
身
は
坐
禅
で
あ
り
ま
す
！ 

こ
う
い
う
つ
も
り
で
今
年
の
一
夜
接
心
を
坐

っ
て
参
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
祖
の
道
は 

只 

坐
禅
な
り 

他
事
に
順
ず
べ
か
ら
ず
」 

平
成
二
九
年
六
月
三
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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法
門
を
能
く
心
得
る
人
は 

必
ず
強
き
道
心
あ
る
人
よ
く
心
得
る
な
り 

こ
の
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
件

く
だ
り

は
、「
仏
道
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

迷
い
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
確
た
る
信
念
、
信
仰
が
あ
っ
て
仏
道
を
行
じ
な
け
れ
ば

な
ん
に
も
な
ら
な
い
！
」、
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
中
で
、「
法
門
を
能
く
心
得
る
人
」、
法
門
と
い
う
の
は
禅
門
と
言
っ
て
宜
し
い

で
す
ね
。
禅
門
の
教
え
で
す
。
そ
の
禅
門
の
教
え
を
「
能
く
心
得
る
人
」、
理
解
し
て
い

る
者
は
「
必
ず
強
き
道
心
あ
る
人
よ
く
心
得
る
」。
な
に
も
知
ら
な
い
人
が
坐
禅
を
す
る

と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
仏
道
を
学
び
な
が
ら
坐
る
と
い
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
坐
禅
さ
え
す
れ
ば
、
他
の
事
は
何
に
も
し
な
い
で
良
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
ん
で
す
ね
。
道
元
禅
師
は
や
は
り
基
本
と
し
て
、
教
え
を
学
び
な
さ
い
と
い
う

意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

坐
禅
を
し
よ
う
と
思
う
方
は
、
多
少
は
仏
教
の
心
得
が
あ
る
人
が
多
い
の
で
あ
り
ま

す
が
、
中
に
は
お
子
さ
ん
で
あ
る
と
か
、
学
生
さ
ん
で
あ
る
と
か
、
仏
教
の
ブ
の
字
も

学
ん
で
い
な
い
、
そ
う
い
う
方
は
白
紙
の
状
態
か
ら
坐
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
や
は
り
ち

ょ
っ
ぴ
り
は
仏
教
や
禅
の
教
え
を
知
っ
て
坐
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
宜
し
い
。 

で
す
か
ら
、
教
え
を
良
く
理
解
し
て
い
る
者
は
必
ず
強
い
道
心
の
あ
る
人
な
ん
だ
！

こ
の
道
心
が
あ
る
か
ら
こ
そ
仏
教
を
学
ぶ
、
教
え
を
身
に
付
け
る
、
こ
う
い
う
姿
勢
が

保
た
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
教
え
を
身
に
付
け
る
か
ら
こ
そ
、
実
践
を
真
剣
に

行
う
！ 

こ
う
い
う
車
の
両
輪
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
、
こ
れ
が
理
想
的
な
縁
起
。 

と
こ
ろ
が
そ
の
理
想
が
あ
っ
て
も
無
く
て
も
、
仏
道
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
の
基
本

に
迷
い
が
あ
っ
て
は
駄
目
だ
！ 

迷
い
と
い
う
の
は
、
我
々
が
あ
れ
こ
れ
頭
の
中
で
迷
っ

て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
仏
道
の
教
え
と
い
う
も
の
に
対
す
る
不
信
感
。
禅
で
は
こ
ん

な
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
自
分
は
こ
う
だ
と
か
、
そ
れ
が
迷
い
で
す
ね
。
私
に
は
出

来
な
い
道
理
だ
と
か
、
勝
手
に
決
め
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
い
う
自
分
勝
手
な
先
入
観

を
交
え
た
こ
と
が
迷
い
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
駄
目
な
ん
で
あ
る
！ 

道
元
禅
師
は
、
仏
教
の
一
番
素
晴
ら
し
い
教
え
で
あ
る
と
こ
ろ
の
慈
悲
と
か
智
慧
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
で
さ
え
、
仏
道
に
は
み
ん
な
具
わ
っ
て
い
る
ん
だ
！ 

仏
道
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
慈
悲
も
智
慧
も
身
に
つ
く
ん
だ
。
今
ま
で
そ
ん
な
も
の
は
欠
片

か

け

ら

も
無
い
と

思
っ
て
い
る
人
で
さ
え
、
道
を
行
ず
れ
ば
自
然
に
身
に
付
く
ん
だ
し
、
得
ら
れ
る
ん
だ
！

そ
の
根
底
に
は
道
心
が
無
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
が
無
い
と
坐
禅
を
し
て
も
何
も
身

に
付
か
な
い
。 

で
す
か
ら
、
私
共
は
道
心
か
ら
出
発
し
て
坐
禅
を
始
め
て
い
る
。
だ
が
、
道
心
と
い

う
も
の
は
退
化
す
る
ん
で
す
。
常
に
百
千
万
発
の
道
心
を
発お

こ

せ
！ 

と
い
う
の
は
そ
こ
な

ん
で
す
。
毎
回

く
坐
禅
を
す
る
時
こ
の
道
心
を
発
す
、
そ
う
い
う
つ
も
り
で
坐
る
。

こ
れ
で
本
物
に
な
り
ま
す
。 

道
元
禅
師
が
教
え
ら
れ
る
そ
の
辺
を
、
ま
さ
に
自
問
自
答
し
て
一
回
こ
っ
き
り
の
坐

禅
、
こ
れ
を
本
物
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
法
門
を
能
く
心
得
る
人
は 

必
ず
強
き
道
心
あ
る
人
よ
く
心
得
る
な
り
」 

平
成
二
九
年
六
月
二
五
日 

合
掌 
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行
も
亦ま

た

禅 

坐
も
亦
禅 

語
黙

ご

も

く

動

静

ど
う
じ
ょ
う

体た
い

安
然

あ
ん
ね
ん

た
り 

『
証

し
ょ
う

道
歌

ど

う

か

』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。『
証
道
歌
』
は
、
六
祖
慧
能
禅
師
の
お
弟

子
さ
ん
で
あ
る
玄
覚
和
尚
と
い
う
方
の
作
品
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
に
流
暢
な

偈
頌

げ

じ

ゅ

と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
長
い
詩
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
『
証
道
歌
』
と
い
い
ま
す
。

そ
の
中
の
二
句
で
あ
り
ま
す
。 

「
行
も
亦
禅 

坐
も
亦
禅
」、
行
は
言
動
、
動
い
て
人
間
が
何
か
を
実
践
す
る
こ
と
、

行
動
を
言
い
ま
す
。
こ
の
行
動
を
す
る
こ
と
も
禅
で
あ
り
坐
も
禅
、
坐
禅
は
禅
に
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の
様
々
な
行
、
行
と
い
う
の
は
仏
教
の
教
え
に
従
っ

た
実
践
と
い
う
狭
い
意
味
と
、
生
活
一
般
と
い
う
広
い
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で

言
わ
れ
る
行
は
生
活
全
般
全
体
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
禅
の
精
神
が

み
な
あ
る
の
だ
！ 

禅
は
坐
禅
と
い
う
根
本
的
な
行
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
、
或
い
は
身
に
つ
け
る
。
だ

が
、
そ
の
他
の
一
般
的
な
生
活
万
端
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
全
て
真
面
目
に
余
念
を
挟

ま
ず
懸
命
に
努
力
す
る
こ
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
中
に
も
禅
と
い
う
も
の
が
あ
り
自

然
に
養
わ
れ
る
。
六
祖
慧
能
禅
師
以
前
の
禅
は
、
殆
ん
ど
「
坐
禅
」
で
し
た
。
農
耕
生

活
を
営
む
中
に
も
修
行
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
四
祖
道
信
・
五
祖
弘
忍
と
い
う

六
祖
以
前
の
お
祖
師
様
達
に
よ
っ
て
、
唐
の
時
代
の
初
め
に
意
識
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、

言
葉
と
し
て
「
行
も
亦
禅 

坐
も
亦
禅
」
と
は
言
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
出
て

く
る
の
は
六
祖
慧
能
禅
師
以
後
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

玄
覚
和
尚
の
『
証
道
歌
』
と
い
う
作
品
は
、
日
本
の
詩
の
七
五
調
と
か
五
七
調
の
よ

う
に
ゴ
ロ
・
口
調
が
よ
く
口
ず
さ
ん
で
詠
え
る
か
ら
覚
え
や
す
い
。
そ
う
い
う
詩
の
形

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

後
半
は
、「
語
黙
動
静
体
安
然
た
り
」。
語
は
か
た
る
、
話
を
す
る
。
黙
は
だ
ま
っ
て

い
る
。
動
静
は
動
く
と
静
か
、
つ
ま
り
「
生
活
一
切
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
を
す
る
中
に
自
分
の
身
体
と
心
、
身
心
共
に
落
ち
着
き
を
得
て
安
ら
か
に

な
っ
て
い
く
、
そ
ん
な
状
態
を
生
活
一
切
の
中
に
養
う
こ
と
が
出
来
る
。
「
行
も
亦
禅 

坐
も
亦
禅
」
と
い
う
こ
と
の
も
っ
と
も
具
体
的
な
内
容
が
、
こ
の
「
動
静
体
安
然
」
と

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

今
皆
様
方
は
綺
麗
な
坐
禅
堂
で
坐
っ
て
い
ま
す
が
、
何
方

ど

な

た

が
掃
除
を
さ
れ
て
い
る
の

か
？ 

坐
禅
会
が
あ
る
と
わ
ざ
わ
ざ
お
出
で
に
な
っ
て
、
一
人
で
掃
除
を
さ
れ
る
方
が
い

ま
す
！ 

作
務
に
し
て
も
三
日
連
続
で
来
て
作
業
し
て
頂
い
た
方
が
お
ら
れ
ま
す
！ 

そ

う
し
た
方
の
恩
恵
で
私
ど
も
は
今
気
持
ち
よ
く
坐
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
す
。 

「
語
黙
動
静
体
安
然
」
は
、
の
ん
き
な
精
神
的
心
境
を
た
だ
表
現
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
そ
の
陰
に
ど
れ
だ
け
大
変
な
思
い
を
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る
か
、
こ
こ
に
思
い

を
馳
せ
な
け
れ
ば
こ
う
し
た
意
味
を
ズ
シ
ン
と
肯

が
え
ん

ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
思
い
、
自
分
の
今
の
坐
を
素
晴
ら
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。 

「
行
も
亦
禅 

坐
も
亦
禅 

語
黙
動
静
体
安
然
た
り
」 

平
成
二
九
年
七
月
二
三
日 

 

合
掌 
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万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
現
成
公
案
」
の
巻
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
現
成
公
案
」
の

巻
と
い
う
の
は
、
迷
い
と
悟
り
の
関
係
、
そ
れ
は
我
々
の
心
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
、
仏
教
の
言
わ
ば
基
本
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
実
に
巧
み
な
お
言
葉
で
も
っ

て
綴
ら
れ
た
一
巻
で
あ
り
ま
す
。 

右
の
お
言
葉
の
直
前
に
、「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
い
と
す
」。 

迷

い
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
方
の
自
我
を
仕
立
て
て
推
し
測
る
と
い
う
の
が
迷
い
な
ん

で
す
。
そ
の
後
に
、「
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
！
」。
万
法
と

い
う
の
は
、
全
て
の
こ
の
世
に
現
れ
て
い
る
真
実
・
真
理
・
法
則
と
い
う
よ
う
な
意
味

で
あ
り
ま
す
。 

全
て
の
も
の
が
目
に
映
る
も
の
、
心
に
浮
か
ぶ
も
の
、
こ
う
い
う
見
え
る
見
え
な
い

に
関
係
な
く
、
耳
に
聴
こ
え
る
も
の
聴
こ
え
な
い
も
の
全
て
が
と
に
か
く
万
法
だ
。
そ

の
ほ
う
か
ら
進
ん
で
自
己
と
い
う
も
の
を
修
証
す
る
、
そ
れ
が
悟
り
だ
！ 
つ
ま
り
自
己

を
無
く
し
ち
ゃ
う
。
私
共
は
普
段
自
分
中
心
で
生
き
て
い
ま
す
。
普
通
の
生
活
は
已
む

を
得
な
い
で
す
が
、
仏
法
を
学
ぶ
、
仏
法
の
生
活
に
準
ず
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
と
は

実
は
逆
な
ん
で
す
ね
。
万
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

仏
像
を
造
る
専
門
家
を
仏
師
と
い
い
ま
す
。
山
の
中
へ
自
ら
行
っ
て
、
沢
山
あ
る
木

の
中
か
ら
一
本
を
選
ぶ
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
工
房
に
持
っ
て
い
き
、

そ
の
中
か
ら
仏
さ
ん
を
探
し
だ
す
。
余
計
な
も
の
を
削
り
取
っ
て
い
く
と
仏
像
が
現
わ

れ
て
く
る
。「
自
分
が
作
る
ん
で
は
な
い
。
仏
像
は
も
う
そ
の
中
に
お
い
で
に
な
る
！
」、

こ
う
い
う
こ
と
を
異
口
同
音
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
仏
法
を
学
ぶ
姿
勢
と
全
く
同
じ
で

す
。 「

万
法
す
す
み
て
」
こ
ち
ら
の
自
己
と
思
っ
て
い
る
も
の
を
悟
ら
せ
て
く
れ
る
。
だ

か
ら
、
真
実
・
真
理
と
い
う
万
法
は
、
こ
の
よ
う
に
世
界
に
円
満
し
て
い
る
。
そ
の
円

満
し
て
い
る
中
の
真
実
・
真
理
を
探
し
だ
す
の
が
禅
の
働
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
あ

る
も
の
を
発
見
す
る
の
が
禅
な
ん
で
す
！ 

そ
の
た
め
に
は
、
我
が
自
己
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
心
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
要

す
る
に
総
合
的
な
感
覚
器
官
の
働
き
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
時
処
位
に
よ
っ
て

初
中
後

し
ょ
っ
ち
ゅ
う

変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
初
中
後
動
い
て
変
わ
っ
て
い
る
心
を
ズ
ッ
シ
リ
と

し
た
も
の
に
す
る
、
純
粋
な
も
の
に
戻
す
、
こ
れ
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
！ 

皆
様
方
坐
っ
て
直
ぐ
に
、
純
粋
で
真
っ
さ
ら
な
心
に
な
る
の
が
大
半
で
す
。
色
ん
な

考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
、
そ
れ
を
止
め
る
、
ま
た
浮
か
ん
で
来
る
、
止
め
る
、
そ
の
連

続
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
間
に
何
時
し
か
大
き
く
言
え
ば
万
法
、
小
さ
く
言
え
ば
、
今

坐
っ
て
い
る
環
境
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
一
体
に
な
れ
る
。
こ
れ
が
心
の
調
心
、
心
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
！ 

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
基
本
的
な
心
の
在
り
方
、
そ
れ
が
坐

禅
で
一
番
大
事
な
こ
と
で
す
。
結
跏
趺
坐
で
あ
ろ
う
と
半
結
跏
趺
坐
で
あ
ろ
う
と
、
あ

る
い
は
胡
坐

あ

ぐ

ら

に
近
い
坐
り
方
で
あ
ろ
う
と
問
題
で
は
な
い
。
心
の
在
り
方
こ
そ
基
本
で

あ
り
ま
す
。 

「
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
」 

平
成
二
九
年
八
月
二
七
日 

合
掌 
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修
証
は
一
等
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
の
中
の
有
名
な
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
修
証
」
は
修
行
の

修
で
、
証
は
「
さ
と
り
」
で
あ
り
ま
す
。
一
等
は
「
弁
道
話
」
で
は
一
番
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、「
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
等
し
い
も
の
」
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

そ
う
す
る
と
、
修
行
と
悟
り
と
い
う
も
の
は
二
つ
あ
る
の
で
は
な
く
、
修
行
を
し
て

悟
り
に
向
か
う
と
い
う
宗
教
・
仏
教
が
殆
ど
の
中
で
、
道
元
禅
師
は
敢
え
て
「
修
証
は

一
つ
」、
修
行
す
る
こ
と
の
中
に
悟
り
が
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
教

え
は
道
元
禅
師
以
前
に
も
無
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
ご
自
分
の
宗

教
の
根
本
に
据
え
ら
れ
、
全
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
は
道
元
禅

師
が
最
初
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
坐
禅
は
修
行
で
は
な
い
悟
り
な
の
で
す
。
こ
れ

は
有
難
い
教
え
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
大
変
に
奥
深
く
難
し
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
す
。
早
い
話
が
、
我
々
は
坐
禅
を
悟
り
そ
の
も
の
だ
と
心
底
か
ら
ズ
シ
ン
と
肯
っ

て
坐
禅
を
し
て
い
る
か
い
な
い
か
？ 

こ
れ
を
考
え
る
と
歴
然
た
る
も
の
で
す
。
愕
然
と

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

今
、
我
々
は
こ
こ
で
現
に
坐
っ
て
い
る
、
大
自
然
の
中
に
包
ま
れ
て
坐
禅
を
し
て
い

る
、
こ
れ
は
悟
り
の
姿
な
の
だ
、
悟
り
の
在
り
方
な
の
だ
、
と
い
う
自
覚
が
ズ
シ
ン
と

自
分
に
あ
る
か
ど
う
か
？ 

こ
う
し
た
自
覚
が
身
に
つ
い
て
会
得
さ
れ
ま
す
と
、
生
活
万

般
が
修
行
で
あ
り
悟
り
で
あ
る
と
い
う
、
道
元
禅
師
の
教
え
と
い
う
も
の
が
、
坐
禅
だ

け
で
な
く
生
活
の
全
て
の
上
に
も
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
、
実
に
そ
れ
は
す
ご
い
教

え
で
あ
り
ま
す
。
人
間
生
活
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
納

得
で
き
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
道
元
様
は
清し

ん

規ぎ

と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
ら
れ
る
、
あ

ら
ゆ
る
生
活
の
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
で
す
。
ブ
ッ
ク
と
い
う
と
何
か
書
か
れ
た
も
の
を
想
像

し
ま
す
が
、
そ
れ
は
規
範
で
あ
り
ま
す
か
ら
書
い
た
も
の
が
無
け
れ
ば
統
一
が
と
れ
な

い
。
と
れ
な
い
か
ら
紙
に
書
い
た
り
書
物
に
し
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
実
践
す

る
の
は
個
々
の
人
間
で
あ
り
ま
す
。
命
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
魂
が
入
っ
て
い
る
か
？

作
務
一
つ
を
す
る
時
、
食
事
を
す
る
時
、
作
る
も
の
頂
く
も
の
全
て
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
生
活
の
隅
々
に
ま
で
こ
の
「
修
証
一
等
」
と
い
う
事
が
敷
衍
さ
れ
て
い
く
よ

う
に
、
清
規
と
い
う
も
の
が
殊
更
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
！ 

で
す
か
ら
、
道
元
禅
師
は
戒
律
と
い
う
こ
と
は
く
ど
く
ど
と
言
わ
な
い
、「
修
証
一
等
」

と
い
う
心
構
え
が
ズ
シ
ン
と
具
わ
っ
て
い
れ
ば
、
自
ず
か
ら
戒
は
保
た
れ
て
い
る
の
で

す
。 

「
禅
の
時
、
何
れ
の
戒
を
破
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
全
て
の
戒
が
保
た
れ
て
い
る
」、

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。 

ど
う
か
皆
さ
ん
、
坐
禅
は
心
を
整
え
る
た
め
だ
と
か
、
千
千
に
年
中
乱
れ
っ
ぱ
な
し

の
心
を
落
ち
着
け
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
矮
小
化
さ
れ
た
行
で
は
な
い
！ 

も
っ
と
大

き
な
自
分
の
命
に
本
来
具
わ
っ
て
い
る
面
目
、
本
来
の
面
目
が
顕
わ
に
な
る
仏
法
そ
の

も
の
に
な
り
切
る
行
で
あ
り
ま
す
！ 

そ
う
い
う
気
持
ち
で
坐
ら
な
い
と
間
違
っ
た
坐

禅
に
な
り
ま
す
。
修
行
と
悟
り
が
一
つ
、
こ
れ
を
体
得
し
な
が
ら
、
頭
で
考
え
る
の
で

は
な
く
身
体
で
肯
う
、
こ
う
い
う
気
持
ち
で
お
互
い
に
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
修
証
は
一
等
な
り
」 

平
成
二
九
年
九
月
二
四
日 

 

合
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切
に
忌い

む
道
を
求
む
る
こ
と
を 

只た
だ

自
己
を
保
任
す
べ
き
な
り 

總
持
寺
を
開
か
れ
た
瑩
山
禅
師
の
主
著
、『
伝
光
録
』
の
第
二
一
章
の
中
の
一
節
で
あ

り
ま
す
。 

「
切
に
忌
む
道
を
求
め
る
こ
と
」、
破
天
荒
な
教
え
で
あ
り
ま
す
。
道
を
求
め
な
さ
い
、

道
に
順
じ
な
さ
い
、
こ
れ
が
普
通
の
在
り
方
で
す
ね
。「
切
に
忌
む
」、
決
し
て
道
を
求

め
て
は
い
け
な
い
と
い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
見
不
可
解
に
思
う
の
は
無

理
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
教
え
の
奥
に
は
、
道
は
自
分
で
作
っ
て
い
く
ん
だ
！

人
様
が
歩
い
て
き
た
、
或
い
は
教
え
て
き
た
歩
み
が
絶
対
じ
ゃ
な
い
！ 

そ
う
い
う
こ
と

を
戒
め
て
い
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

私
共
は
、
今
坐
禅
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
人
が
、
苦
心
惨
憺
し
て
築
き
上
げ
て

き
た
ル
ー
ル
に
則
っ
て
い
る
ん
で
す
。
一
つ
の
道
を
、
築
き
上
げ
て
き
た
、
そ
れ
を
踏

襲
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
ル
ー
ル
な
ん
か
は
、
伝
統
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
守
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
り
ま
す
。
今
、『
伝
光
録
』
の
教
え
は
そ
う
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、「
道
は
自
分
の
後
に
付
い
て
来
る
事
な
ん
だ
。
そ
の
主
体
的
・
自

発
的
・
積
極
的
な
道
を
求
め
る
と
い
う
生
き
方
で
な
く
て
は
、
た
だ
言
わ
れ
る
が
ま
ま
、

ぽ
つ
ね
ん
と
し
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
だ
！
」
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
い
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

だ
か
ら
、
そ
の
後
に
、「
只
自
己
を
保
任
す
べ
き
な
り
」、 

こ
れ
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
戒
め
が
、
ち
ゃ
ん
と
付
け
ら
れ
て
い
る
。『
正
法
眼
蔵
』
の
お
言
葉
で
言
え
ば
、

自
己
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
自
己
と
い
う
の
は
自
我
と
い
う
意
味
の
己

で
あ
り
ま
す
。
自
我
を
捨
て
去
る
、
そ
う
い
っ
た
強
い
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
己
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
こ
と
の
坐
禅
、
行
と

い
う
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
！ 

こ
れ
を
保
任
と
い
う
。 

保
任
は
、
己
の
も
の
と
し
て
大
切
に
大
事
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

自
我
と
し
て
の
己
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
自
己
と
い
う
も
の
が
生
き

く

と
働
き
出
し
て
く
る
。
こ
う
い
う
行
が
坐
禅
で
あ
る
！ 

さ
あ
、
そ
う
い
う
坐
禅
に
な
っ

て
い
る
か
？ 

或
い
は
近
づ
い
て
い
る
か
？ 

胸
に
手
を
当
て
た
気
持
ち
で
己
を
常
に
押

し
量
っ
て
み
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
自
我
と
い
う
も
の
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が

出
来
る
。 

「
只
、
自
己
を
保
任
す
べ
き
な
り
」、
本
来
の
己
、
そ
う
い
う
も
の
を
シ
ッ
カ
リ
と
保

つ
こ
と
が
、
禅
の
行
と
し
て
の
眼
目
で
あ
る
！ 

道
な
ん
て
も
の
に
振
り
回
さ
れ
る
な
！

人
様
や
先
輩
の
や
っ
て
き
た
道
、
そ
れ
に
必
ず
し
も
従
順
す
る
こ
と
は
な
い
ん
だ
！ 

本
来
的
な
自
己
と
い
う
も
の
を
先
立
た
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
が
坐
禅
で
あ

る
。
全
て
決
ま
っ
た
レ
ー
ル
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
も
の
は
駄
目
だ
。
そ
れ
は
宗
教
で
は

な
い
。
こ
う
い
う
強
い
行
道
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

「
切
に
忌
む
道
を
求
む
る
こ
と
を 

只
自
己
を
保
任
す
べ
き
な
り
」 

平
成
二
九
年
一
〇
月
二
二
日 

合
掌 
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生
し
ょ
う

を
あ
き
ら
め
死
を
あ
き
ら
む
る
は 

仏ぶ
っ

家け

一
大
事
の
因
縁
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
諸
悪
莫
作
」
の
巻
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
修
證
義
」
の
一
番

頭
が
こ
の
「
生
を
あ
き
ら
め
死
を
あ
き
ら
む
る
は
仏
家
一
大
事
の
因
縁
な
り
」
の
一
節

で
あ
り
ま
す
。
仏
教
を
学
び
歩
ん
で
行
く
者
の
一
番
大
切
な
教
え
で
あ
り
ま
す
の
で
、

一
番
最
初
に
作
ら
れ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
大
体
「
諸
悪
莫
作
」
の
巻
と
い
う
一
巻
は
、

も
ろ
も
ろ
の
悪
を
な
す
こ
と
な
か
れ
、
こ
れ
は
「
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
」
と
述
示
し

ま
し
て
、「
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
な
す
こ
と
莫
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
善
を
行
お
う
」
と
い
う
意

味
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

当
た
り
前
で
は
な
い
か
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、「
悪
を
な
す
こ
と
莫
れ
」
こ
れ

は
当
た
り
前
で
は
な
い
。
悪
と
は
何
ぞ
や
、
善
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難

し
い
問
題
で
す
。
親
鸞
聖
人
に
「
悪
人
正
機
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
通

常
の
善
悪
の
考
え
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
深
い
宗
教
性
を
持
っ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

悪
も
人
に
迷
惑
が
か
か
る
も
の
が
悪
と
い
う
よ
う
に
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
、
か
つ
て

悪
で
あ
っ
た
も
の
が
い
つ
の
間
に
か
善
に
な
り
、
善
だ
っ
た
も
の
が
悪
と
な
る
こ
と
も

あ
る
、
思
え
ば
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
の

が
「
諸
悪
莫
作
」
の
巻
で
、
そ
の
中
に
「
生
を
あ
き
ら
め
死
を
あ
き
ら
む
る
は
仏
家
一

大
事
の
因
縁
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。 

仏
家
と
い
う
の
は
、
仏
教
に
入
っ
て
仏
教
を
行
じ
、
仏
教
に
帰
依
す
る
人
の
こ
と
い

い
、
仏
家
の
人
の
一
大
事
、
最
高
最
大
の
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、「
生
を
あ
き
ら
め
死

を
あ
き
ら
む
る
」
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
生
、「
い
き
る
」。
こ
れ
は
「
う
ま
れ
る
」
と
も

読
め
る
が
、
生
れ
る
の
は
自
発
的
な
こ
と
で
は
な
い
、
気
が
付
か
な
い
で
自
分
は
生
ま

れ
て
い
る
。「
生
き
る
」
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
い
、
自
分
の
生
き
様
で
あ
り
ま
す
。

死
は
ど
う
か
、
死
に
た
く
な
く
て
も
死
に
ま
す
。
生
き
て
い
る
こ
と
は
死
に
向
か
っ
て

刻
々
と
近
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
理
屈
で
は
分
か
っ
て
い
る
。 

問
題
は
、
生
き
様
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
関
わ
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
死
は
生
き

て
き
た
よ
う
に
し
か
死
ね
な
い
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
死
も
や
は
り
生
と
い
う
、
生
き
る

と
い
う
事
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
な
い
自
分
が
生
き

る
、
こ
れ
を
教
え
る
の
が
、
実
は
仏
教
の
一
大
眼
目
で
あ
り
ま
す
！ 

今
、
坐
禅
を
し
て

い
る
、
生
き
て
い
る
の
で
す
！ 

こ
の
生
き
た
行
が
自
分
の
人
生
で
ど
ん
な
意
味
を
持
ち
、

ど
ん
な
光
を
放
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。 

生
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
が
何
と
言
っ
て
い
る
と
か
、
何
処
に
ど
ん

な
い
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
か
、
そ
ん
な
問
題
で
は
な
い
。
自
分
が
刻
々
何
を
し

て
い
る
か
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
、
こ
う
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
辺
り
を
頭
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
身
体
全
体
で
ぶ
ち
当
た
る
！ 

こ
れ
で
な
い
と

生
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
欠
片

か

け

ら

ほ
ど
も
分
か
ら
な
い
。
坐
禅
は
そ
う
い
っ
た
問
題
に
直

参
す
る
行
で
あ
り
ま
す
！ 

い
い
加
減
に
坐
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
生
を
あ
き
ら
め
た

坐
禅
に
徹
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
生
を
あ
き
ら
め
死
を
あ
き
ら
む
る
は
仏
家
一
大
事
の
因
縁
な
り
」 

平
成
二
九
年
一
一
月
二
六
日 

 

合
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吾ご

我が

を
離
る
ヽ
に
は 

無
常
を
観
ず
る
是
れ
第
一
の
用
心
な
り 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

仏
道
を
歩
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
我が

と
い
う
も
の
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
り
ま

す
。
私
共
は
皆
、
自
我
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
我
の
特
に
強
い
人
、

弱
い
人
様
々
で
あ
り
ま
す
が
、
我
の
な
い
人
は
い
な
い
。
人
と
の
間
が
ギ
ク
シ
ャ
ク
す

る
の
は
皆
我
に
決
ま
っ
て
い
る
。 

人
様
と
の
接
点
が
合
っ
て
生
き
る
こ
と
出
来
る
。
人
間
は
そ
う
い
う
存
在
で
す
ね
。

人
の
間
に
あ
る
か
ら
人
間
と
い
う
。
な
ら
ば
人
と
上
手
く
や
っ
て
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
喧
嘩
に
な
る
の
は
、
我
と
我
の
ぶ
つ
か
り
合
い
な
ん
で
す
。
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
理
想
的
な
平
安
・
安
心
・
平
和
・
幸
せ
な
ん
て
も
の
は
、
我
を
ど
う
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

道
元
禅
師
は
、
そ
の
た
め
に
は
無
常
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
用
心
だ
と
。

無
常
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
吾
我
ま
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
ん
だ
！ 

無
常
は
ま

た
誰
で
も
、
チ
ョ
ッ
ピ
リ
は
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
ズ
シ
ー
ン
と
全
身
挙
げ

て
無
常
観
に
浸
る
こ
と
は
出
来
な
い
。 

こ
の
寺
の
周
辺
の
ア
ジ
サ
イ
の
植
え
て
あ
る
山
林
が
、
お
盆
や
年
末
に
綺
麗
に
な
っ

て
い
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
土
地
の
檀
家
さ
ん
の
古
川
幸
雄
さ
ん
と
い
う
方
に
頼

ん
で
下
刈
り
を
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
古
川
さ
ん
は
懸
命
に
綺
麗
に
や
っ
て
く

れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
一
一
月
二
七
日
の
朝
、
息
子
さ
ん
に
送
ら
れ
て
東
武
電
車

に
の
っ
て
六
実
の
駅
で
降
り
て
倒
れ
た
。
病
院
へ
収
容
さ
れ
ま
し
た
が
蘇
生
し
な
か
っ

た
。
あ
の
頑
健
な
体
で
、
朝
早
く
か
ら
明
る
く
な
る
と
す
ぐ
来
て
く
れ
て
、
夕
方
暗
く

な
る
ま
で
、
何
時
休
ん
で
い
る
か
と
思
う
く
ら
い
働
い
て
い
ま
し
た
。 

会
社
で
も
そ
う
。
船
橋
の
金
杉
に
京
葉
ガ
ス
の
営
業
所
が
あ
り
ま
す
が
、
四
十
数
年

間
の
勤
務
、
も
う
最
近
は
六
五
歳
か
ら
嘱
託
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
で
も
年
金
な
ん

か
一
銭
も
貰
わ
な
い
。「
来
年
七
〇
歳
に
な
っ
た
ら
、
辞
め
て
も
う
年
金
を
頂
く
ん
だ
」

と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
あ
る
人
が
奥
さ
ん
に
、「
年
金
を
一
銭
も
貰
わ
な
い
で
お
気

の
毒
で
し
た
ね
」
と
言
っ
た
ら
、
奥
さ
ん
は
き
っ
ぱ
り
否
定
。「
彼
は
、
お
金
の
こ
と
は

一
切
言
っ
て
い
な
か
っ
た
。
働
く
こ
と
だ
け
が
信
条
で
、
身
体
を
動
か
さ
な
い
で
は
い

ら
れ
な
い
人
だ
っ
た
。 

最
後
ま
で
そ
う
だ
っ
た
か
ら
大
満
足
で
し
ょ
う
」
と
。 

そ
こ
で
私
は
思
っ
た
。
人
は
金
に
振
り
回
さ
れ
ち
ゃ
う
。
元
気
な
う
ち
は
ど
れ
だ
け

稼
ぐ
か
、
た
く
さ
ん
金
を
得
る
た
め
に
良
い
学
校
へ
行
き
た
い
。
良
い
所
へ
就
職
し
た

い
。
そ
う
い
う
風
に
全
て
が
金
に
絡
ん
じ
ゃ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
考
え
れ
ば
吾
我
と
い

う
も
の
の
為
せ
る
業
で
あ
り
ま
す
。 

力
の
続
く
限
り
働
い
て
六
九
年
の
生
涯
を
駆
け
抜
け
た
一
個
の
人
間
と
、
金
に
振
り

回
さ
れ
て
い
る
豊
か
に
優
美
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
と
ど
っ
ち
が
幸
せ
な
ん
だ
？ 

結
局
人
間
は
一
回
コ
ッ
キ
リ
じ
ゃ
な
い
か
！ 

生
き
甲
斐
の
あ
る
本
当
の
人
生
を
送
る

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？ 

今
日
は
古
川
氏
の
初
七
日
で
あ
り
ま
す
。 

「
吾
我
を
離
る
ヽ
に
は
無
常
を
観
ず
る
是
れ
第
一
の
用
心
な
り
」 

平
成
二
九
年
一
二
月
三
日
（
成
道
会
） 
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学
道
の
人
は 

後
日
を
ま
ち
て
行
道
せ
ん
と
思
ふ
こ
と
な
か
れ 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
と

い
う
書
物
は
道
元
禅
師
の
日
頃
の
教
え
、
お
示
し
を
お
弟
子
様
の
懐
奘
様
が
書
き
写
し

て
お
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
三
四
歳
か
ら
三
七
歳
ぐ
ら
い
、
大
体
三
年

間
の
メ
モ
書
き
を
後
で
ま
と
め
た
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
道
元
禅
師
の
興
聖
寺

時
代
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
新
し
い
正
伝
の
仏
法
と
い
う
も
の
を
、
な
ん
と
か
日
本
で
伝

立
た
い
と
い
う
こ
と
で
『
随
聞
記
』
を
示
さ
れ
た
頃
は
、
一
番
油
の
乗
っ
て
お
ら
れ
た

こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
越
前
の
方
へ
来
ら
れ
て
山
中
の
小
さ

な
寺
に
何
年
か
お
ら
れ
て
、
永
平
寺
へ
落
ち
着
か
れ
た
の
は
も
う
四
四
歳
の
時
で
す
。

そ
し
て
一
〇
年
間
で
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ご
活
躍
を
さ
れ
た
時
代
は
、
本

当
の
二
〇
年
間
で
す
ね
。
そ
の
二
〇
年
の
間
に
珠
玉
の
よ
う
な
言
動
を
残
さ
れ
た
。
そ

の
一
つ
が
『
随
聞
記
』
で
あ
り
ま
す
。 

学
道
、
道
を
学
ぶ
者
は
、
そ
の
時
だ
け
だ
と
い
う
気
持
ち
で
、
後
日
を
待
っ
て
ち
ゃ

駄
目
な
ん
だ
、
い
つ
何な

ん

時ど
き

ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ

の
後
、
あ
る
行

ぎ
ょ
う

人に
ん

の
方
の
例
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
人
は
、
病
気
が
治
っ
て
か
ら

出
家
し
た
い
、
そ
し
て
、
仏
教
の
有
難
い
教
え
に
よ
っ
て
自
分
の
最
後
を
迎
え
た
い
と

言
っ
て
い
る
間
に
、
病
気
が
一
時
的
に
は
良
く
な
っ
た
ん
で
す
が
、
結
局
は
早
く
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
て
、
心
を
発お

こ

し
た
時
に
仏
道
修
行
を
し
な
か
っ
た
の
か
、

本
当
に
そ
の
時
し
か
な
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
道
元
禅
師
は
淳
々
と
述
懐
し
て
お
り

ま
す
。 

修
行
し
た
い
と
思
っ
た
ら
直
ぐ
す
べ
き
で
あ
る
。
道
心
を
発
し
た
時
が
勝
負
で
す
。

人
間
は
四
大
和
合
し
て
出
来
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
何
時
病
気
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
じ

ゃ
な
い
か
。
病
気
を
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
勿
論
治
る
に
越
し
た
こ
と

は
無
い
け
れ
ど
も
、
治
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
「
決
し
て
命
を
惜
し
ま
ざ
る
こ
と
な
か

れ
！
」、
命
を
惜
し
ん
で
は
い
け
な
い
、
た
だ
、
惜
し
ま
な
く
て
も
い
け
な
い
。
あ
る
意

味
、
身
体
を
い
た
わ
っ
て
、
直
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
直
し
て
い
き
な
さ
い
！ 

そ
し
て
、「
只
今
ば
か
り
我
が
命
は
存
す
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
後
に
出
て
参

り
ま
す
。
只
今
ば
か
り
自
分
の
命
が
あ
る
ん
だ
！ 

明
日
は
分
か
ら
な
い
ん
だ
。
確
か
に
、

元
気
だ
っ
た
人
が
あ
っ
と
い
う
間
に
他
界
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
年
は
私
の
身

辺
に
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
電
話
で
元
気
に
話
し
て
い
た
人
が
、
五
日
後
に
亡
く
な
っ
て

い
た
。 

こ
ん
な
今
年
み
た
い
に
あ
っ
と
い
う
間
に
旧
知
の
人
、
親
し
い
人
が
急
逝
し
た
年
は

あ
り
ま
せ
ん
。
次
は
自
分
な
ん
で
す
ね
。
皆
さ
ん
な
ん
で
す
。
明
日
ど
う
な
る
か
分
か

ら
な
い
ん
で
す
！ 

「
只
今
だ
け
の
命
で
あ
る
！
」、
道
元
禅
師
が
い
み
じ
く
も
仰
っ
た

通
り
な
ん
で
す
。
で
あ
れ
ば
や
は
り
、
今
元
気
だ
か
ら
こ
そ
坐
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ

を
感
謝
し
、
努
々

ゆ
め
ゆ
め

い
い
加
減
な
、
居
眠
り
坐
禅
だ
と
か
お
ざ
な
り
坐
禅
で
な
く
、
や
る

以
上
命
を
燃
焼
す
る
よ
う
な
坐
禅
を
お
互
い
に
行
じ
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
学
道
の
人
は
後
日
を
ま
ち
て
行
道
せ
ん
と
思
ふ
こ
と
な
か
れ
」 

平
成
二
九
年
一
二
月
二
四
日 

合
掌 
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一
、
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珠
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一
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宣
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一
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一
夜
接
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一
、
成
道
会

じ
ょ
う
ど
う
え 

一
、
他
の
行
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一
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一
、
月
例
参
禅
会 
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毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
（
初
参
加
者
は
八
時
半
）
来
山
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正
午
解
散 
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口
宣
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ん
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禅
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行 ひ
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三
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経
行
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木
版
三
通
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開
経
偈
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正
法
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ょ
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自
己
紹
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・
お
知
ら
せ
・
喫
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一
、 

自
由
参
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日 
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毎
月
第
一
日
曜
と
第
二
土
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
（
六
月
と
一
二
月
の
第
二
土
曜
は
他
の
行
事
の
た
め
お
休
み
） 

坐 

禅 
 

 
 

九
時
か
ら
一
一
時
ま
で
（
こ
の
間
入
退
堂
は
自
由
） 

作 

務 
 

 
 

一
一
時
か
ら
正
午
ま
で
坐
禅
堂
清
掃
な
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会
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性
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・
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ど
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、
初
心
者
に
は
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に
指
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年
二
回
（四
月
八
日
と
一
〇
月
五
日
に
発
行
）
、
会
報
誌 

年
一
回
（四
月
に
発
行
）
、
月
例
会
と
一
夜
接
心
・成
道
会
の
各
口
宣
の
ま
と
め 

【ウ
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ブ
サ
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一
泊
し
坐
禅
七
炷
と
提
唱
な
ど
、
本
年
は
六
月
二
日
（
土
）
～
三
日
（
日
） 

坐
禅
二
炷
・
法
要
・
問
答
・
法
話
・
点
心
な
ど
、
本
年
は
一
二
月
二
日
（
日
） 

午
前
九
時
よ
り 

涅
槃
会

ね

は
ん
え

（
二
月
一
五
日
）
と
花
ま
つ
り
（
四
月
八
日
）
は
梅
花
講
と
共
催
で
法
要
と
法
話
と
坐
禅
一
炷
、
午
後
二
時
よ
り 

施
食
会

せ
じ
き

え

（
八
月
一
六
日
）
手
伝
い
。
歳
末
助
け
合
い
托
鉢
（
本
年
は
一
二
月
一
六
日
〈
日
〉
午
後
一
時
よ
り
Ｊ
Ｒ
柏
駅
前
） 

歳
末
煤 す

す

払
い
（
一
二
月
例
会
後
） 

毎
月
第
一
と
第
三
金
曜
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
境
内
の
掃
除
等 

及
び
第
一
日
曜
と
第
二
土
曜
の
午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で 
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