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寒
苦
を
お
づ
る
こ
と
な
か
れ  

寒
苦
い
ま
だ
人
を
や
ぶ
ら
ず 

寒
苦
い
ま
だ
道
を
や
ぶ
ら
ず 

『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」
の
巻
の
下
巻
の
お
し
ま
い
に
ち
か
い
と
こ
ろ
の
お
言
葉
で
あ

り
ま
す
。「
寒
苦
を
お
づ
る
こ
と
な
か
れ
」、
寒
い
暑
い
は
人
間
の
苦
の
一
つ
で
あ
る
の

は
事
実
で
す
。
真
冬
は
寒
い
の
が
当
た
り
前
、
夏
の
暑
い
と
き
は
暑
い
の
が
当
た
り
前
、

そ
う
は
い
っ
て
も
寒
い
し
、
暑
い
。
そ
れ
を
「
お
づ
る
こ
と
な
か
れ
」
と
言
わ
れ
る
の

で
す
。「
お
づ
る
」
と
い
う
の
は
「
怖お

じ
る
」
と
同
じ
で
、
避
け
た
い
と
思
う
心
の
状
態

で
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
、
道
元
禅
師
は
、
寒
苦
を
決
し
て
嫌
が
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の

で
す
。
何
故
な
ら
ば
「
寒
苦
い
ま
だ
人
を
や
ぶ
ら
ず 

寒
苦
い
ま
だ
道
を
や
ぶ
ら
ず
」、

寒
さ
で
も
っ
て
人
間
が
ダ
メ
に
な
っ
た
例
は
な
く
、
仏
道
が
廃
れ
た
こ
と
も
な
い
か
ら

で
す
。
反
っ
て
人
は
鍛
え
ら
れ
、
仏
道
は
立
派
に
行
わ
れ
る
！ 

こ
う
い
う
強
い
お
言
葉

を
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
お
言
葉
に
つ
づ
い
て
「
た
だ
不
修
を
お
づ
べ
し
、
不
修
そ
れ
人
を
や
ぶ
り
、
道

を
や
ぶ
る
。」
と
あ
り
ま
す
。「
不
修
」
と
は
修
行
し
な
い
こ
と
で
、
寒
い
か
ら
暑
い
か

ら
と
い
っ
て
や
ら
な
い
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
怖
じ
な
さ
い
、
と
い
う
の
で
す
。「
不

修
」
と
い
う
こ
と
が
、
人
を
ダ
メ
に
し
、
道
を
ダ
メ
に
す
る
。
寒
苦
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
寒
苦
だ
か
ら
と
言
っ
て
や
ら
な
い
こ
と
が
、
人
を
ダ
メ
に
し
道
を
ダ
メ
に
す
る
。 

こ
の
大
寒
は
か
な
り
寒
い
。
だ
が
思
え
ば
、
昔
は
こ
れ
く
ら
い
は
当
た
り
前
で
、
も

っ
と
寒
か
っ
た
で
す
。
私
が
永
平
寺
に
お
っ
た
と
き
の
最
低
気
温
は
零
下
九
度
で
し
た
。

こ
れ
は
回
廊
を
下
か
ら
上
の
坐
禅
堂
ま
で
上
が
っ
て
い
く
間
に
も
う
手
足
の
感
覚
が
無

く
な
っ
て
く
る
ほ
ど
で
、
そ
れ
で
も
坐
禅
が
終
わ
っ
て
み
れ
ば
何
で
も
な
か
っ
た
。 

若
い
と
き
は
強
い
ん
だ
と
か
、
年
を
と
っ
た
ら
ダ
メ
な
ん
だ
と
か
、
そ
う
い
う
の
は

道
を
修
す
る
、
坐
禅
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
通
じ
な
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
人
間
の

精
神
と
肉
体
は
年
齢
に
関
係
な
く
鍛
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
す
。
筋
肉
は
い
く
ら

歳
を
と
っ
て
も
鍛
え
ら
れ
る
。
歳
を
と
っ
た
か
ら
も
う
や
ら
な
い
、
身
体
を
動
か
す
の

が
つ
ら
い
と
い
う
の
は
間
違
い
！ 

無
鉄
砲
に
精
神
修
養
を
や
り
す
ぎ
て
も
こ
れ
は
い

け
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
は
わ
ず
か
何
週
間
に
一
度
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
心
を
鍛
え
道
心

を
後
退
さ
せ
な
い
絶
好
の
機
会
！ 

寒
い
と
き
暑
い
と
き
と
関
係
の
な
い
、
む
し
ろ
鍛
え

さ
せ
て
頂
く
有
難
い
行
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
思
え
ば
陽
気
の
い
い
と
き
に
居
眠
り
が
出

て
く
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
、
そ
れ
だ
け
で
も
有
難
い
の
で
す
。 

道
元
禅
師
の
こ
の
行
道
に
対
す
る
姿
勢
と
お
示
し
は
誠
に
有
難
く
、
心
を
鼓
舞
さ
せ

て
頂
け
る
。
寒
行
と
い
い
ま
す
が
、
今
が
誠
に
そ
の
実
践
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
今
こ

こ
で
何
よ
り
も
自
分
が
坐
っ
て
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
有
難
さ
幸
せ
を
感
じ
て
、
お

互
い
に
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
寒
苦
を
お
づ
る
こ
と
な
か
れ 

寒
苦
い
ま
だ
人
を
や
ぶ
ら
ず 

寒
苦
い
ま
だ
道
を
や
ぶ
ら
ず
」 

平
成
三
〇
年
一
月
二
八
日 

合
掌 
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仏
道
は 

不
道
を
擬ぎ

す
る
に
不
得
な
り 

不
学
を
擬
す
る
に
転て

ん

遠お
ん

な
り 

難
し
い
言
葉
が
並
べ
て
あ
り
ま
す
が
、
意
味
は
簡
単
で
あ
り
ま
す
。
仏
道
と
い
う
も

の
、
仏
の
教
え
ら
れ
た
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
を

示
さ
れ
た
『
正
法
眼
蔵
』「
身
心
学
道
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
「
身
心
学
道
」
の
巻
の
一
番
最
初
が
、
こ
の
「
仏
道
は
、
不
道
を
擬
す
る
に
」、

「
擬
す
る
」
は
、
何
か
に
擬

な
ぞ
ら

え
る
、
或
い
は
比
べ
る
・
真
似
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
上
の
「
不
道
」
と
い
う
意
味
は
表
現
し
な
い
、
言
葉
で
言
わ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
行
い
で
あ
り
実
践
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
仏

道
は
実
践
で
あ
る
、
屁
理
屈
で
は
な
い
、
行
い
だ
！ 

と
い
う
こ
と
が
ズ
バ
リ
言
わ
れ
て

い
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
言
お
う
と
す
れ
ば
「
不
得
！
」、
そ
れ
で
な
か
っ
た
ら
仏
道
は
得

ら
れ
な
い
、
仏
道
は
実
践
を
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
な
け
れ
ば
モ
ノ
に
な
ら
な
い
。 

そ
し
て
、
畳
み
か
け
て
「
不
学
を
擬
す
る
に
転
遠
な
り
」、「
不
学
」
は
学
ば
な
い
で

い
る
こ
と
、
学
ば
な
い
と
い
う
な
ら
ば
転
遠
で
あ
る
と
。「
転
」
は
ウ
タ
タ
と
読
む
ん
で

す
ね
。
で
す
か
ら
転
遠
と
い
う
と
誠
に
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
な

に
が
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
学
ば
な
い
こ
と
。
学
ば
な
か
っ
た
ら
ま
す
ま

す
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
仏
道
は
学
び
と
実
践
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま

す
。 『

正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
の
初
め
の
方
に
「
こ
の
法
は
人
人
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ

な
わ
れ
り
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る

こ
と
な
し
」、
誰
に
で
も
仏
さ
ん
と
し
て
の
素
晴
ら
し
い
素
質
・
素
養
・
働
き
、
そ
う
い

う
も
の
が
具
わ
っ
て
い
る
ん
だ
！ 

い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
「
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ

ず
」
！ 

ポ
カ
ン
と
し
て
い
た
ん
で
は
駄
目
な
ん
だ
、
ボ
ー
ッ
と
生
き
て
い
て
は
駄
目
な

ん
だ
。
実
行
し
な
か
っ
た
ら
駄
目
で
あ
る
。
仏
教
的
な
事
は
実
践
し
な
け
れ
ば
駄
目
だ
。

実
践
す
れ
ば
、
そ
れ
が
現
わ
れ
る
。 

仏
道
と
い
う
も
の
、
我
々
は
今
坐
禅
を
し
て
お
り
ま
す
。
立
派
な
最
大
最
高
の
仏
道

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
や
ら
な
か
っ
た
ら
何
も
得
ら
れ
な
い
し
、
学
ば
な
か
っ
た
ら

ば
仏
道
と
遥
か
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
果
敢
に
実
践
す
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
と
同
時
に
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
、
学
ぶ
と
い

う
の
は
謙
虚
な
在
り
方
で
す
。
こ
れ
を
同
時
に
行
い
な
さ
い
、
と
い
う
お
示
し
で
あ
り

ま
す
。 

 「
仏
道
は 

不
道
を
擬
す
る
に
不
得
な
り 

不
学
を
擬
す
る
に
転
遠
な
り
」 

平
成
三
〇
年
二
月
二
五
日 

合
掌 
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久
し
く
模 も

象 ぞ
う

に
習
っ
て 

真 し
ん

竜
り
ゅ
う

を
怪
し
む
こ
と
勿
れ 

『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
お
終
い
の
方
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
、
道
元

禅
師
の
著
さ
れ
た
坐
禅
の
意
義
を
説
か
れ
た
極
め
て
短
い
著
述
で
あ
り
ま
す
。
道
元
禅

師
は
、
中
国
へ
二
四
歳
の
と
き
に
渡
っ
て
い
か
れ
、
四
年
後
二
八
歳
の
と
き
に
日
本
へ

帰
っ
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
四
年
間
に
中
国
で
正
し
い
禅
の
教
え
、
禅
の
実
践
、
こ
れ
を

マ
ス
タ
ー
さ
れ
て
帰
ら
れ
た
。 

そ
の
こ
ろ
の
日
本
で
は
、
坐
禅
と
い
う
も
の
は
本
当
の
意
味
で
は
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
坐
禅
ら
し
き
こ
と
は
天
台
宗
の
比
叡
山
が
中
心
に
な
っ
て
、
行
の
一
環
と
し
て

あ
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
純
粋
な
分
か
り
易
い
実
践
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
道

元
禅
師
が
、
本
場
の
禅
宗
の
坐
禅
は
こ
れ
だ
、
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
、
そ
し
て
日
本

で
な
ん
と
か
正
し
い
正
伝
の
坐
禅
を
根
付
か
せ
よ
う
と
、
若
い
と
き
の
気
概
に
燃
え
て

著
さ
れ
た
の
が
、『
普
勧
坐
禅
儀
』
一
巻
で
あ
り
ま
す
。 

『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
初
め
の
方
は
、
坐
禅
の
意
義
を
非
常
に
格
調
高
く
書
か
れ
て
お

り
、
中
ほ
ど
は
具
体
的
な
坐
禅
の
仕
方
方
法
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
は
ま
と

め
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ま
と
め
の
部
分
の
お
わ
り
に
近
く
「
久
し
く
模
象
に
習
っ
て
、

真
竜
を
怪
し
む
こ
と
勿
れ
！
」
と
い
う
、
戒
め
と
も
い
う
べ
き
言
葉
が
見
ら
れ
ま
す
。「
久

し
く
模
象
に
習
っ
て
」
の
模
象
と
は
、
絵
に
描
い
た
よ
う
な
象
の
こ
と
で
、
そ
う
い
う

本
物
で
な
い
も
の
を
い
く
ら
習
っ
て
も
ダ
メ
。
ま
し
て
象
と
い
う
動
物
は
昔
は
日
本
で

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
姿
形
を
想
像
し
て
、
或
い
は
ま
れ
に
描
か
れ
て
い
る

絵
を
見
て
こ
れ
が
象
だ
と
類
推
す
る
し
か
な
い
、
こ
れ
が
模
象
で
す
。
そ
し
て
、「
真
竜

を
怪
し
む
こ
と
勿
れ
！
」、
竜
と
い
う
動
物
は
仮
想
の
動
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
に
存
在

す
る
わ
け
で
は
な
い
、
竜
と
か
鳳
凰
は
中
国
人
が
仮
想
で
作
り
出
し
た
も
の
で
す
。
雲

を
呼
び
雨
を
降
ら
す
と
い
う
竜
、
我
々
は
、
そ
の
姿
、
形
を
絵
や
彫
刻
で
み
る
こ
と
は

で
き
る
。
し
か
し
、
本
物
で
は
な
い
、
で
す
か
ら
描
か
れ
た
象
を
見
た
り
描
か
れ
た
竜

を
見
て
本
物
だ
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
。 

本
物
は
我
々
が
現
に
実
行
す
る
も
の
で
、
自
分
が
象
と
な
り
竜
と
な
る
、
こ
れ
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
初
め
に
こ
れ
が
坐
禅
、
こ
れ
が
坐
禅
の
方
法

で
あ
る
と
教
わ
っ
て
、
自
分
な
り
に
工
夫
し
て
自
分
な
り
の
坐
禅
に
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
。
ま
た
坐
禅
の
状
態
を
見
た
り
き
い
た
り
し
て
自
分
の
落
ち
度
欠
陥
が
あ
り
、
そ

れ
を
直
し
て
い
る
か
。
い
や
姿
形
だ
け
を
直
す
の
で
は
な
い
、
精
神
状
態
が
一
体
こ
れ

で
い
い
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
常
に
心
が
け
て
い
る
、
こ
れ
が
坐
禅
人
の
在
り

方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
久
し
く
模
象
に
習
っ
て
」
い
な
い
か
、
本
物
で
な
い
も
の

を
本
物
だ
と
思
っ
て
や
っ
て
い
な
い
か
、
真
実
の
竜
に
疑
問
を
持
っ
て
い
て
は
い
け
な

い
！ 

こ
う
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

坐
禅
は
誰
で
も
で
き
る
易
し
い
行
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
、
常
に
自
分
の
坐
禅
を

自
分
で
点
検
し
、
人
か
ら
点
検
し
て
も
ら
っ
て
、
本
物
を
継
続
し
て
い
く
よ
う
に
努
め

る
。
こ
れ
が
無
か
っ
た
ら
模
象
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
厳
し

い
戒
め
の
言
葉
が
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
終
わ
り
近
く
に
あ
る
そ
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

「
久
し
く
模
象
に
習
っ
て 

真
竜
を
怪
し
む
こ
と
勿
れ
」 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
五
日 

合
掌 
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い
ま
の
一
当
は 

む
か
し
の
百
不
当
の
ち
か
ら
な
り 

百
不
当
の
一
老
な
り 

『
正
法
眼
蔵
』「
説
心
説
性
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
巻
は
、
心
の
本
性
の

あ
り
さ
ま
を
色
々
な
方
面
か
ら
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
一
巻
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
中
に
、「
い
ま
の
一
当
」、
当
た
る
と
い
う
の
は
、
的
に
当
た
る
と
か
、
現
代
人

で
あ
れ
ば
籤く

じ

に
当
た
る
と
か
、
そ
う
い
う
一
つ
当
た
る
。
今
初
め
て
当
た
っ
た
と
い
う

の
は
「
昔
の
百
不
当
の
ち
か
ら
な
り
」
！ 
現
在
の
力
で
は
な
い
、
昔
か
ら
努
力
を
し
て

来
た
お
か
げ
で
、
的
に
当
た
る
こ
と
が
初
め
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。 

坐
禅
で
言
い
ま
す
と
、
長
い
間
坐
禅
を
し
て
い
て
、
ま
あ
普
通
で
す
と
、
何
十
年
と

い
う
坐
禅
を
し
て
い
て
初
め
て
な
ん
か
頷

う
な
ず

け
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
。
で
、
そ
う
い
う

こ
と
は
、
今
の
力
で
は
な
い
ん
だ
、
長
い
間
の
蓄
積
で
あ
る
。
長
い
間
の
蓄
積
と
言
う

の
は
な
か
な
か
自
分
で
も
分
か
ら
な
い
し
、
人
様
も
評
価
を
し
て
く
れ
な
い
。 

普
通
の
労
働
で
あ
る
と
か
、
或
い
は
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も

の
で
す
と
、
ど
れ
だ
け
の
仕
事
を
し
た
と
か
、
何
が
実
っ
た
。
或
い
は
ス
ポ
ー
ツ
な
ら

ば
、
ど
の
く
ら
い
遠
く
ま
で
飛
ん
だ
と
か
、
早
く
走
っ
て
何
秒
縮
め
た
と
か
、
そ
う
い

う
デ
ー
タ
で
分
か
る
ん
で
す
ね
。 

坐
禅
は
そ
れ
が
な
い
。
少
な
く
と
も
道
元
禅
師
の
教
え
ら
れ
た
坐
禅
に
は
そ
う
い
う

こ
と
が
な
い
。
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
澤
木
興
道
老
師
も
「
長
く
坐
っ
て
い
れ
ば
な

あ
、
お
前
の
な
に
か
が
違
っ
て
く
る
ん
だ
よ
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ
た
。
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
も
な
か
な
か
難
し
い
。
だ
が
、
自
分
は
チ
ョ
ッ
ト
や
ソ
ッ
ト
の
こ
と
で
は
ブ
レ

な
く
な
っ
た
と
か
、
怖
い
も
の
が
な
く
な
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
は
沢

山
お
ら
れ
る
。
そ
れ
を
禅
定
力
と
い
っ
て
も
、
私
は
間
違
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

つ
ま
り
、
弓
で
当
た
り
っ
こ
な
か
っ
た
的
に
よ
う
や
く
当
た
り
か
け
て
き
た
。
そ
れ

は
、
一
度
や
二
度
の
力
で
は
な
い
。
百
回
当
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
過
去
に
於
け
る

長
い

ぐ
精
進
努
力
の
お
か
げ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
百
不
当
の
ち
か
ら
な
り 

百
不

当
の
一
老
な
り
！
」。 

一
老
の
「
老
」
と
い
う
字
は
縁
熟
す
る
と
い
う
意
味
な
ん
で
す

ね
。
縁
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
縁
が
熟
す
る
と
い
う
の
が
一
老
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
で
、
お
終
い
で
は
な
い
。
こ
こ
が
大
事
で
す
ね
。 

こ
う
い
っ
た
お
言
葉
に
次
い
で
、
道
元
禅
師
は
、「
一
老
の
経
験
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か

ら
が
大
切
な
ん
だ
」
！ 

こ
う
い
う
意
味
の
お
言
葉
を
仰
っ
て
い
る
。
一
老
が
あ
れ
ば
お

終
い
で
は
な
い
、
そ
こ
か
ら
が
大
事
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ

が
大
事
で
す
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
ま
さ
に
遥
か
な
る
仏
道
で
あ
り
ま
す
！ 

死
ぬ
ま
で

修
行
、
死
ん
で
も
修
行
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。 

坐
禅
は
必
ず
力
と
言
う
も
の
が
具
わ
っ
て
く
る
、
こ
れ
を
我
々
は
信
じ
て
、
百
不
当

の
力
な
ん
て
も
の
は
問
題
に
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
百
不
当
の
一
老
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
む
し
ろ
信
じ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。 

「
い
ま
の
一
当
は 

む
か
し
の
百
不
当
の
ち
か
ら
な
り 

百
不
当
の
一
老
な
り
」 

平
成
三
〇
年
四
月
二
二
日 

合
掌 
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見
仏
は
被 ひ

仏 ぶ
つ

見 げ
ん

成
じ
ょ
う

な
り 

『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
「
見
仏
」
の
巻
と
い
う
内
容
の
濃
い
一
巻
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
に
「
見
仏
は
被
仏
見
成
な
り
」
と
い
う
短
い
な
が
ら
含
蓄
の
深
い
お
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
見
仏
と
い
う
の
は
、
仏
に
ま
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
仏
は
他
な
ら
な
い

自
分
の
仏
で
あ
り
ま
す
。 

私
ど
も
は
己
が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
普
段
自
覚
し
て
い
な
い
、
夢
に
も
見
て
い

な
い
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
道
元
禅
師
は
そ
う
で
は
な
い
。
人

は
み
な
仏
で
あ
る
、
生
ま
れ
つ
き
仏
で
あ
り
そ
れ
を
自
覚
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
見
仏
の
巻
な
ら
ず
他
の
色
々
な
と
こ
ろ
で
教
え
示
さ
れ
て
い
る
。 

「
見
仏
は
被
仏
見
成
」、
被
は
何
々
さ
れ
る
と
い
う
使
役
の
言
葉
で
す
か
ら
、
見
仏
は

「
仏
に
よ
っ
て
ま
み
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
完
成
し
た
、
成
立
し
た
」
と
い
う
こ

と
だ
と
い
う
の
で
す
。
私
共
の
方
が
自
覚
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
仏
さ
ん
の

方
か
ら
こ
ち
ら
に
ま
み
え
て
く
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
初
め
て
成
立
し
た
、
完
成
し
た
、

そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
「
被
仏
見
成
！
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

自
分
で
自
覚
す
る
と
い
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
、
仏
さ
ん
の
方
か
ら
出
て

き
て
下
さ
る
、
そ
し
て
我
々
が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
み
え
て
下
さ
る
、
こ
れ
が

本
当
の
見
仏
で
あ
り
ま
す
。 

「
生
死
」
の
巻
と
い
う
一
巻
を
拝
読
し
ま
す
と
、
そ
の
辺
り
が
よ
く
分
か
っ
て
く
る
。

「
生
死
」
は
短
い
巻
で
あ
り
ま
す
が
、「
生
死
は
す
な
は
ち
仏
の
御
い
の
ち
な
り
」
か
ら

始
ま
っ
て
、「
た
だ
わ
が
身
を
も
心
を
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、

仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
ひ
も
て
ゆ
く
と
き
、
ち
か
ら
を
も
い

れ
ず
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
、
仏
と
な
る
」
！ 

こ
う
説
か

れ
て
い
る
の
で
す
。 

こ
れ
を
か
み
砕
い
て
い
え
ば
、
自
分
が
無
我
に
な
る
こ
と
に
徹
し
た
と
き
に
、
仏
の

方
か
ら
自
分
の
と
こ
ろ
へ
近
づ
い
て
来
て
く
れ
る
！ 

と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
無
我
に

徹
す
る
、
こ
れ
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。
普
段
の
生
活
で
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
自
我
を
凝

ら
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
の
領
域
に
入
る
こ
と
が
で
き

る
。
言
う
こ
と
は
簡
単
で
す
が
、
皆
さ
ん
、
無
我
に
な
り
切
る
！ 

こ
の
坐
禅
堂
の
中
で

だ
け
で
も
い
い
か
ら
、
そ
れ
に
徹
し
ま
し
ょ
う
。 

色
々
な
こ
と
を
く
よ
く
よ
考
え
な
い
、
頭
の
中
で
普
段
の
生
活
の
事
を
こ
ね
く
り
回

さ
な
い
。
人
間
的
な
我
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
と
き
消
え
去
る
。
す
る
と
、
ス
ー
ッ
と

仏
様
に
な
れ
る
。
こ
れ
が
「
生
死
」
の
巻
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

 

ど
う
せ
坐
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
一
と
き
の
仏
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

そ
う
い
っ
た
訓
練
が
実
を
結
ん
で
、
普
段
の
生
活
の
中
に
必
ず
息
づ
い
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
と
き
に
は
仏
を
見
る
と
か
仏
に
見
ら
れ
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
関
係
な
い
。
息

を
し
て
い
る
己
が
、
い
つ
し
か
仏
に
な
っ
て
、
そ
う
い
う
境
涯
、
そ
う
い
う
心
と
身
体

を
あ
げ
て
の
己
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
、
余
計
な
こ
と
を
考
え
な
い
で
、

坐
り
た
い
も
の
で
す
。 

「
見
仏
は
被
仏
見
成
な
り
」 

平
成
三
〇
年
五
月
二
七
日 

合
掌 
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行
道
の
い
の
ち
を
う
ば
ふ
こ
と
を 

を
し
む
べ
し 

『
正
法
眼
蔵
』「
重
雲
堂
式
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
「
重
雲
堂
」
と
い
う
の
は
、

坐
禅
堂
、
雲
堂
と
い
う
も
の
が
、
坐
禅
者
の
人
で
い
つ
も
満
杯
に
な
る
と
、
ど
う
し
た

か
と
言
い
ま
す
と
、
も
う
一
つ
坐
禅
堂
を
作
る
、
そ
れ
を
重
雲
堂
と
申
し
ま
す
。
道
元

禅
師
は
宇
治
の
興
聖
寺
で
始
め
て
坐
禅
堂
を
作
っ
て
、
正
し
い
坐
禅
を
日
本
に
根
付
か

せ
た
い
と
い
う
悲
願
を
立
て
て
坐
禅
を
盛
ん
に
さ
れ
て
い
た
。 

重
雲
堂
式
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
に
は
、
は
じ
め
は
小
さ
な
坐
禅
堂
だ
っ
た
の
が
、

足
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
う
一
つ
立
て
ら
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
度

は
重
雲
堂
の
儀
式
、
つ
ま
り
そ
こ
で
坐
禅
を
す
る
人
々
の
た
め
に
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
を
作

ら
れ
た
。
こ
れ
が
「
重
雲
堂
式
」
で
あ
り
ま
す
。 

殆
ど
が
何
々
を
す
べ
し
、
何
々
を
す
る
こ
と
無
か
れ
、
と
い
っ
た
よ
う
な
儀
則
が
定

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
お
終
い
の
ほ
う
に
、「
行
道
の
い
の
ち
を
う
ば
ふ
こ
と
を
、

を
し
む
べ
し
」、
こ
う
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。 

行
道
の
い
の
ち
、
坐
禅
弁
道
す
る
そ
の
い
の
ち
を
奪
う
こ
と
を
惜
し
み
な
さ
い
。
じ

ゃ
あ
、
行
道
の
い
の
ち
を
失
う
っ
て
な
に
か
？ 

坐
禅
弁
道
を
す
る
ん
だ
！ 

と
い
う
強

い
意
志
、
こ
れ
が
行
道
の
い
の
ち
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
奪
っ
て
し
ま
う
、
無
く
し
て

し
ま
う
、
こ
れ
を
何
よ
り
も
惜
し
み
な
さ
い
。
た
だ
命
を
大
切
に
せ
よ
と
い
う
ん
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
ね
。
坐
禅
弁
道
を
す
る
と
い
う
強
い
決
意
、
そ
の
強
い
決
意
を
失
う
こ
と

を
惜
し
め
、
こ
う
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

私
ど
も
は
、
今
い
っ
と
き
の
坐
禅
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
夜
接
心
と
い
う
決
ま

り
を
設
け
て
、
今
そ
の
中
に
我
が
身
を
も
心
も
放
ち
忘
れ
て
、
そ
の
中
に
入
れ
て
し
ま

っ
て
籠
の
鳥
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
こ
か
ら
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
自
分
で
自
分
を

坐
禅
漬
け
に
し
て
坐
禅
を
し
よ
う
と
言
う
心
に
燃
え
て
や
っ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
。

単
な
る
短
い
時
間
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
坐
禅
を
す
る
と
い
う
機
会
を
設

け
て
そ
の
中
に
身
を
も
心
を
も
放
ち
忘
れ
て
入
れ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
己
の
一
時
の
い

の
ち
、
こ
れ
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
惜
し
め
！ 

と
い
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。 

千
載
一
遇
の
坐
禅
の
時
で
あ
り
ま
す
。
来
年
は
も
う
出
来
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
と
て
同
じ
こ
と
。
今
年
限
り
と
い
う
つ
も
り
で
坐
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
こ
の

わ
ず
か
一
泊
二
日
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
、
様
々
な
禅
の
修
行
が
凝
縮
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
た
い
時
を
今
も
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
自
分
を
没
入
し
て
や
ろ

う
！ 

こ
う
い
う
気
持
ち
で
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
、
励
ん
で
参
り
た
い
。
こ
う
思
う
次

第
で
あ
り
ま
す
。 

 「
行
道
の
い
の
ち
を
う
ば
ふ
こ
と
を 

を
し
む
べ
し
」 

平
成
三
〇
年
六
月
二
日
（
一
夜
接
心
） 

合
掌 
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従
来
の
身
心
を
放
下
し
て 

只 
直じ

き

下げ

に
他
に
随
ひ
行
け
ば 

即
ち
実
の
道
人
に
て
あ
る
也 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
巻
六
の
一
番
最
後
に
出
て
お
り
ま
す
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
従
来
の
身
心
」
は
自
分
の
全
身
全
霊
と
い
う
意
味
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
ま

り
良
い
意
味
で
は
な
い
。
自
分
の
す
べ
て
は
大
体 

我
執
で
固
ま
っ
て
お
る
身
心
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
従
来
の
己
の
我
見
、
我
執
の
塊
で
あ
る
己
と
い
う
も
の
、
そ
れ
を
放
下

ほ

う

げ

、
放

下
と
い
う
の
は
、
肩
か
ら
荷
を
下
ろ
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
。
我
で
固
ま
っ
て
い
る
己

の
全
て
、
こ
れ
を
す
っ
か
り
無
く
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、「
只
、
直
下
に
」、
た
だ
真

っ
直
ぐ
に
従
っ
て
い
く
、「
他
」
と
い
う
の
は
正
し
い
教
え
を
説
き
示
し
て
く
れ
る
禅
知

識
、
仏
の
教
え
を
正
し
く
受
け
伝
え
そ
れ
を
説
い
て
下
さ
る
正
し
い
お
師
匠
、
こ
う
い

う
方
は
一
生
に
一
人
か
二
人
し
か
お
目
に
掛
か
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

私
は
自
分
の
師
匠
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
正
し
い
坐
禅
を
初
め
て
教
え
て
下
さ
っ
た

澤
木
興
道
老
師
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
澤
木
興
道
老
師
の
坐
禅
指
導
が
無

か
っ
た
ら
自
分
の
坐
禅
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
長
く
澤
木
老
師
に
付
い
た

訳
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
ご
薫く

ん

陶と
う

を
受
け
た
訳
で
も
な
い
。
私
は
坐
禅
人
と
し
て
は
誠

に
お
粗
末
な
人
間
で
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
坐
禅
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
て
き
た
。 

こ
う
い
っ
た
方
に
従
っ
て
い
け
ば
、「
即
ち
実
の
道
人
に
て
あ
る
也
」、
本
当
の
道
を

歩
む
人
、
道ど

う

人に
ん

、
な
ん
の
道
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
言
う
ま
で
も
無
く
仏
道
で
あ
り
ま

す
。
仏
教
の
正
し
い
道
正
し
い
教
え
の
道
を
歩
む
者
を
道
人
と
言
い
ま
す
。
誠
の
道
人

と
な
る
に
は
、
我
見
を
放
下
す
る
ん
で
す
ね
。 

こ
の
我
と
い
う
も
の
は
、
始
末
が
悪
い
。
死
ぬ
ま
で
纏ま

つ

わ
り
つ
い
て
お
り
ま
す
。
自

分
の
事
を
な
ん
だ
か
ん
だ
と
言
わ
れ
る
と
腹
が
立
つ
。
反
省
し
て
み
れ
ば
自
分
が
悪
い

事
で
あ
っ
て
も
腹
が
立
つ
。
我
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
始
末
の
悪
い
我

見
と
い
う
も
の
を
無
く
す
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
こ
と

は
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
坐
禅
を
長
く
や
っ
て
い
る
皆
様
方
は
道
人
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
我
見
を
無
く
す
こ
と
は
出
来
な
く
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
宜
し
い
。
そ
し
て
、
正
し
い
道
を
歩
ん
で
い
る
方
、
大
先
輩
、

教
え
て
下
さ
る
方
、
こ
う
い
う
人
の
言
う
こ
と
や
る
こ
と
を
お
手
本
と
し
て
い
け
ば
道

人
と
な
れ
る
。 

卑
し
く
も
『
随
聞
記
』
の
最
後
に
あ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
本
当
の
道
を
得
る
と

い
う
こ
と
は
、
本
当
の
道
人
と
な
る
こ
と
だ
！ 

こ
れ
を
言
葉
で
聞
く
の
は
易
し
い
。
文

字
を
見
る
の
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
行
う
の
は
容
易
で
は
な
い
！ 

そ
の
行
い
に
よ
っ

て
我
々
は
少
し
で
も
我
見
を
、
我
を
コ
ン
ト
ー
ル
し
て
道
人
に
近
づ
い
て
参
り
た
い
。

こ
れ
が
仏
道
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
肝
に
銘
じ
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
従
来
の
身
心
を
放
下
し
て 

只  

直
下
に
他
に
随
ひ
行
け
ば 

即
ち
実
の
道
人
に
て
あ
る
也
」 

平
成
三
〇
年
六
月
二
四
日 

合
掌 
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只
管
打
坐
是
れ
坐
禅
の
第
一
義
な
り 

『
学
道
用
心
集
』
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

只
管
打
坐
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
た
だ
坐
る
と
い
う
こ
と
、
只
管
を
「
も
っ

ぱ
ら
」、「
ひ
た
す
ら
」
と
訳
し
て
い
る
方
が
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
只
と
い
う
こ
と
、「
も
っ
ぱ
ら
・
ひ
た
す
ら
」
と
い
う
と
力
が
入
る
、
そ
う
で
は

な
く
て
「
そ
の
ま
ま
た
だ
」
！ 
そ
う
い
う
意
味
が
只
管
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
坐
る
そ
れ

だ
け
で
あ
り
ま
す
、
他
の
事
は
一
切
い
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
所
謂
公

案
禅
、
見
性
禅
、
こ
れ
は
主
と
し
て
臨
済
系
統
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
坐

禅
と
は
違
い
ま
す
。
こ
の
違
う
と
い
う
特
色
を
は
っ
き
り
出
さ
れ
た
言
葉
が
、「
只
管
打

坐
」
で
あ
り
ま
す
。
特
に
「
只
管
」
の
二
字
に
そ
れ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
た
だ
坐
る
だ
け
だ
か
ら
何
も
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
坐
る

と
い
う
こ
と
が
仏
作
仏
行
で
あ
る
、
仏
作
仏
行
を
今
始
め
た
の
だ
、
だ
か
ら
他
の
こ
と

は
い
ら
な
い
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。 

見
性
禅
、
公
案
禅
は
、
こ
れ
か
ら
坐
っ
て
坐
禅
を
し
な
が
ら
見
性
を
す
る
、
公
案
を

身
体
で
ぶ
ち
当
た
っ
て
究
め
て
い
く
、
と
い
う
目
的
の
た
め
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
只

管
打
坐
は
そ
う
で
は
な
い
。
初
め
か
ら
仏
行
で
あ
り
、
仏
を
求
め
る
の
で
は
な
い
。
仏

さ
ん
と
し
て
の
仏
心
・
仏
性
が
丸
出
し
に
な
っ
た
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
衆
生
本
来
仏
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
仏
で
あ
る
本
性
を
そ
の
ま
ま
発
揮
す
れ
ば
よ
い
。
こ
う
い
う
坐

禅
が
只
管
打
坐
で
あ
り
ま
す
！ 

だ
か
ら
言
う
ま
で
も
な
く
雑
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
、

色
々
な
妄
想
雑
念
の
虜
に
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
大
事
で
す
。 

折
角
仏
さ
ん
と
し
て
の
坐
禅
を
し
な
が
ら
、
妄
想
を
湧
か
し
て
あ
れ
や
こ
れ
や
頭
の

中
で
こ
ね
く
り
回
し
た
の
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
。 

で
す
か
ら
言
う
は
易
く
行
い
難
し
と
い
い
ま
す
が
、
や
は
り
こ
れ
は
年
季
を
積
ん
で

い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
っ
て
も
初
め
は
妄
想
雑
念
が
ど
ん
ど
ん
湧
い
て
く
る
、

湧
い
て
き
た
も
の
に
心
が
奪
わ
れ
な
い
よ
う
、
打
ち
払
い
打
ち
払
い
し
な
が
ら
坐
る
、

そ
れ
だ
け
で
宜
し
い
。
そ
れ
が
訓
練
に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
時
間
が
長
く
で
き
る
よ
う
に

な
る
！ 

そ
う
な
れ
ば
も
う
仏
行
で
あ
り
ま
す
。
仏
さ
ん
と
し
て
の
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。 

そ
う
い
う
坐
禅
を
勧
め
ら
れ
た
の
が
、
中
国
で
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を

徹
底
さ
せ
た
の
が
道
元
禅
師
で
あ
り
、『
正
法
眼
蔵
』、『
永
平
廣
録
』、
そ
の
他
全
て
の

著
述
の
中
に
、
只
管
打
坐
と
い
う
も
の
が
完
璧
に
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
我
々
は

習
い
実
践
し
て
い
る
、
こ
れ
が
坐
禅
の
得
難
い
今
の
一
刻
で
あ
り
ま
す
。 

 「
只
管
打
坐
是
れ
坐
禅
の
第
一
義
な
り
」 

平
成
三
〇
年
七
月
二
二
日 

合
掌 
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仏
道
の
寒
暑 

な
ほ
愚
夫
の
寒
暑
と 

ひ
と
し
か
る
べ
し
と
錯
会
す
る
こ
と
な
か
れ 

『
正
法
眼
蔵
』「
春
秋
」
の
巻
の
一
番
最
後
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。「
春
秋
」
と
い
う

優
雅
な
名
前
の
巻
も
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
容
易
く
な
い
。 

「
仏
道
の
寒
暑
」、
寒
い
と
暑
い
で
す
。
こ
れ
は
「
愚
夫
の
寒
暑
と
ひ
と
し
か
る
べ
し
」。

ど
う
し
て
愚
か
者
の
寒
い
暑
い
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？ 

し
か
し
、
単
な
る

寒
い
暑
い
で
は
な
い
、
仏
道
の
寒
暑
な
ん
で
す
ね
。
仏
法
の
道
を
行
う
も
の
に
と
っ
て

の
寒
い
暑
い
。
寒
い
暑
い
と
い
う
の
は
、
普
通
一
般
に
は
陽
気
や
温
度
、
そ
う
い
う
気

象
上
の
こ
と
と
し
て
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
唐
の
時
代
に
洞
山
良
价
禅
師
の
語
録
の
中
に
、
洞
山
さ
ん
の
寒
暑
と
い

う
こ
と
が
一
つ
の
公
案
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
、
今
の

『
正
法
眼
蔵
』「
春
秋
」
の
巻
が
理
解
出
来
な
い
。
洞
山
さ
ん
の
語
録
で
は
、
あ
る
雲
水

が
質
問
し
た
。「
洞
山
お
師
匠
様
、
寒
い
暑
い
と
い
う
陽
気
が
到
来
し
た
ら
ど
う
避
け
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
？
」 

す
る
と
洞
山
さ
ん
、「
寒
い
暑
い
な
ん
て
い
う
こ
と
が
大
変
な

ら
、
そ
れ
が
無
い
と
こ
ろ
へ
行
き
ゃ
良
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
教
え
た
。 

無
寒
暑
で
あ
り
ま
す
。
寒
暑
の
無
い
と
こ
ろ
へ
行
け
と
。
雲
水
、「
無
寒
暑
と
は
ど
う

い
う
所
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
そ
の
答
え
で
す
が
、「
寒
い
と
き
は
お
前
さ
ん
を
凍
え
さ

せ
て
し
ま
う
。
暑
い
と
き
に
は
お
前
さ
ん
を
蒸
し
殺
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
所
へ
行

け
」
！ 

こ
の
言
葉
が
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
後
に
洞
山
さ
ん
の
無
寒
暑

と
い
う
こ
と
で
、
公
案
に
な
り
禅
門
で

喧
か
ま
び
す

し
く
こ
れ
を
探
求
す
る
こ
と
に
な
る
。 

眼
目
は
寒
暑
と
い
う
こ
と
に
掛
け
て
、
人
間
の
生
死
の
一
大
事
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
！ 

生
死
の
重
要
さ
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
教

え
て
い
る
。
生
死
問
題
の
解
決
は
、
そ
こ
か
ら
避
け
て
い
て
も
道
は
無
い
、
そ
れ
に
徹

す
る
こ
と
で
あ
る
！
と
。 

質
問
を
し
た
雲
水
も
か
な
り
修
行
が
進
ん
で
い
た
。
洞
山
と
い
う
山
は
比
較
的
暑
い

所
、
日
本
で
言
え
ば
奄
美
大
島
く
ら
い
の
緯
度
で
す
。
亜
熱
帯
に
近
い
。
夏
は
さ
ぞ
か

し
暑
い
と
思
い
ま
す
。
北
の
方
か
ら
修
行
に
来
た
雲
水
は
暑
く
て
た
ま
ら
な
い
で
し
ょ

う
ね
。
で
、
暑
さ
寒
さ
に
掛
け
て
生
死
の
一
大
事
に
つ
い
て
質
問
し
た
ら
ば
、
寒
い
と

き
に
は
自
分
の
身
を
凍
ら
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
所
、
暑
い
と
き
に
は
自
分
を
蒸
し
殺
し

て
し
ま
う
よ
う
な
所
、
そ
う
い
う
所
へ
行
け
と
生
死
を
決
し
て
教
え
ら
れ
た
ん
で
す
。 

そ
こ
へ
徹
し
て
い
け
ば
、
そ
こ
か
ら
解
決
の
道
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
教
え
で
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
暑
い
と
き
に
も
、
う
ん
と
寒
い
と
き
に
も
こ
の
問
題
を
考
え
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
な
か
な
か
徹
し
て
は
い
け
な
い
の
が
自
分
で

あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
合
わ
せ
て
探
求
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
え
で
あ
り

ま
す
。 

 
「
仏
道
の
寒
暑 

な
ほ
愚
夫
の
寒
暑
と 

ひ
と
し
か
る
べ
し
と
錯
会
す
る
こ
と
な
か
れ
」 

平
成
三
〇
年
八
月
二
六
日 

合
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潜
行
密
用
は
、
愚
の
如
く
魯 ろ

の
如
し 

只
だ
能
く
相
続
す
る
を
、
主
中
の
主
と
名
づ
く 

洞
山
良
介
禅
師
の
著
さ
れ
た
『
宝
鏡
三
昧
』
と
い
う
偈げ

頌じ
ゅ

作
品
の
一
番
最
後
の
ま
と

め
の
一
句
で
あ
り
ま
す
。 

洞
山
良
介
禅
師
は
西
暦
八
百
年
代
の
方
、
今
か
ら
一
千
百
何
年
昔
に
亡
く
な
ら
れ
た

方
で
あ
り
ま
す
。
中
国
の
禅
は
唐
代
の
初
め
に
起
こ
り
、
発
展
す
る
の
は
唐
代
の
末
期

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
発
展
さ
せ
る
時
期
に
二
人
の
大
物
が
有
名
で
、
一
人
は
臨
済

宗
の
祖
と
い
わ
れ
る
臨
済
義
玄
禅
師
、
今
一
人
は
曹
洞
宗
の
一
番
の
祖
師
と
い
わ
れ
る

洞
山
良
介
禅
師
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
洞
山
良
介
禅
師
の
語
録
が
沢
山
残
っ
て
い
ま
す
が
、

語
録
と
は
別
に
偈
頌
の
作
品
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
偈
頌
は
、
漢
詩
の
五
言
絶
句
と
か

七
言
絶
句
と
い
っ
た
仰
々
し
い
も
の
で
な
く
、
形
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
そ
の
中
に
洞

山
良
介
禅
師
の
『
宝
鏡
三
昧
』
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
日
本
の
曹
洞
宗
で
は
毎
朝
の
よ

う
に
読
ま
れ
る
お
経
と
な
っ
て
い
る
。 

内
容
は
誠
に
難
し
い
高
遠
な
思
想
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
番
締
め
く

く
り
が
「
潜
行
密
用
は 

愚
の
如
く
魯
の
如
し 

只
だ
能
く
相
続
す
る
を
、
主
中
の
主

と
名
づ
く
」
と
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
。
七
言
二
句
で
す
か
ら
読
ん
で
口
調
が
よ
い
。 

「
潜
行
密
用
」
と
い
う
の
は
、「
潜
行
」
も
「
密
用
」
も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
何
か
を

密
か
に
、
人
に
知
ら
れ
よ
う
が
知
ら
れ
ま
い
が
か
ま
わ
な
い
で
黙
々
と
行
う
こ
と
で
、

そ
れ
は
あ
た
か
も
「
愚
の
如
く
魯
の
如
し
」
と
い
う
の
で
す
！ 

愚
も
魯
も
傍
か
ら
見
る

と
お
ろ
か
者
が
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
愚
か
で
な
い
か
ら
そ
う

い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

良
寛
さ
ん
が
後
に
述
懐
し
て
い
る
玉
島
円
通
寺
の
仙
桂
和
尚
は
、
坐
禅
も
読
経
も
み

な
擲

な
げ
う

っ
て
畑
仕
事
に
毎
日
い
そ
し
み
、
大
勢
の
雲
水
が
食
べ
る
野
菜
を
作
っ
て
い
る
。

あ
の
仙
桂
さ
ん
の
偉
さ
が
当
時
の
自
分
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
仙
桂
和
尚

が
亡
く
な
ら
れ
た
今
に
な
っ
て
、
あ
ん
な
偉
い
人
は
い
な
か
っ
た
！ 

と
述
懐
し
て
い
る

の
で
す
。
仙
桂
和
尚
は
何
故
百
日
一
日
の
如
く
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
や
れ
た
の
だ
ろ
う

か
？ 

私
は
悟
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。「
自
未
得
度
先
度
他
」、
正
に
愚
の
如

く
魯
の
如
し
で
す
ね
。 

そ
し
て
最
後
に
「
只
だ
能
く
相
続
す
る
を
、
主
中
の
主
と
名
づ
く
」
と
あ
り
、
そ
れ

を
ず
っ
と
続
け
て
い
く
こ
と
が
、
自
分
の
主
体
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
己
の
主
体
性

を
確
立
す
る
に
は
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
毎
日
平
凡
な
こ
と
で
も
キ
チ
ッ
キ
チ
ッ
と
勤

め
て
い
く
こ
と
な
の
だ
よ
、
こ
う
い
う
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
坐
禅
が
正

に
そ
の
行
の
骨
頂
で
あ
り
ま
す
！ 

足
を
組
ん
で
共
に
坐
禅
を
す
る
、
そ
し
て
い
つ
し
か

心
が
整
う
、
そ
れ
が
仏
法
を
信
ず
る
こ
と
で
行
う
事
で
あ
る
。
仏
法
を
信
ず
る
、
行
う

と
い
う
こ
と
は
平
凡
な
坐
禅
と
い
う
行
の
中
に
全
部
収
ま
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。 

「
潜
行
密
用
は
、
愚
の
如
く
魯
の
如
し 

只
だ
能
く
相
続
す
る
を
、
主
中
の
主
と
名
づ
く
」 

平
成
三
〇
年
九
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二
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仏
々
祖
々 

皆
本
は
凡
夫
也 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

仏
々
祖
々
と
い
う
と
私
共
と
か
け
離
れ
た
存
在
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

仏
さ
ん
、
お
祖
師
様
と
い
う
確
か
に
普
通
一
般
の
人
と
は
違
う
境
涯
の
人
で
あ
る
と
思

う
の
は
無
理
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
皆
本
は
凡
夫
也
」、
私
共
普
通
一
般
の
者
と

同
じ
凡
夫
だ
っ
た
ん
だ
。
悪
ガ
キ
の
頃
も
あ
れ
ば
、
し
ょ
う
が
無
い
人
を
苦
し
め
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
一
般
の
凡
夫
で
あ
っ
た
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。 

私
な
ん
か
も
、
思
い
起
こ
せ
ば
ガ
キ
の
頃
は
、
夏
飛
び
回
っ
て
遊
ん
で
、
そ
の
頃
悪

ガ
キ
と
一
緒
に
ス
イ
カ
割
り
を
や
っ
た
。
ス
イ
カ
割
り
と
い
う
の
は
、
ス
イ
カ
畑
に
忍

び
込
ん
で
、
そ
こ
で
成
っ
て
い
る
熟
し
た
ス
イ
カ
を
割
っ
て
歩
く
、
と
ん
で
も
な
い
悪

戯
で
す
。
悪
ガ
キ
と
一
緒
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
悪
ガ
キ
の
方
は
こ
っ
ち
を
悪
ガ
キ
と

思
っ
て
い
る
。
只
、
子
供
で
あ
っ
て
も
一
点
の
良
心
が
あ
り
ま
す
か
ら
全
部
は
割
ら
な

い
。
精
々
二
つ
か
三
つ
で
っ
か
い
の
を
目
が
け
て
割
っ
て
歩
く
、
こ
ん
な
程
度
で
あ
り

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
良
く
な
い
こ
と
だ
け
は
事
実
で
す
。 

そ
う
い
う
時
代
は
誰
に
で
も
あ
る
、
似
た
よ
う
な
こ
と
は
誰
し
も
や
っ
て
い
る
。
そ

ん
な
普
通
一
般
の
人
間
が
、
善
知
識
に
従
っ
て
修
行
を
す
る
と
仏
祖
と
な
る
！ 

そ
れ
が

出
来
る
ん
で
す
ね
。
仏
祖
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
境
涯
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
故

で
し
ょ
う
か
？ 

そ
れ
は
白
隠
禅
師
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
衆
生
本
来
仏
な
り
」
だ
か
ら

な
ん
で
す
ね
。
誰
し
も
本
来
は
仏
と
し
て
の
素
養
と
資
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
修

行
に
よ
っ
て
出
て
来
る
。
あ
た
か
も
氷
と
水
の
関
係
の
よ
う
で
、
氷
の
ま
ま
で
は
ゴ
ツ

ゴ
ツ
と
し
て
流
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
水
と
な
っ
て
初
め
て
融
通
無
礙

ゆ

う

ず

う

む

げ

自
在

じ

ざ

い

に
な
っ

て
行
く
。
こ
れ
は
氷
を
融
か
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。 

そ
れ
は
修
行
と
い
う
も
の
の
働
き
で
あ
り
ま
す
。
私
共
は
い
ま
坐
禅
を
し
て
い
る
。

坐
禅
は
坐
り
始
め
た
時
か
ら
も
う
仏
で
あ
る
！ 

仏
に
な
り
き
っ
た
行
で
あ
る
、
修
行
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
有
難
い
修
行
と
い
う
も
の
を
今
行
じ
て
い
る
。
決
し
て
難
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
道
を
学
ぶ
と
い
い
ま
す
が
、
学
ぶ
べ
き
道
が
向
こ
う
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。

自
分
が
今
こ
し
ら
え
て
い
る
。「
道
は
ち
か
き
に
あ
り
て
こ
れ
を
遠
く
に
求
め
、
事
は
易

き
に
あ
り
て
こ
れ
を
難
き
に
求
む
」
と
い
う
の
は
有
名
な
孟
子
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

道
は
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
、
そ
れ
を
遠
く
に
求
め
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
目
前
に
あ

る
、
自
分
の
中
に
あ
る
。
も
の
ご
と
は
容
易
い
の
に
難
し
い
こ
と
ば
か
り
求
め
て
い
る
。

そ
う
じ
ゃ
な
い
。
あ
ち
ら
側
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
、
自
分
自
身
な
ん
で
す
。
自
分
に
求
め

な
く
て
ど
こ
に
求
め
て
よ
い
か
、
と
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
！ 

容
易
い
こ
と
な
ん
で
す
。
難
し
い
こ
と
に
求
め
て
ど
う
し
て
解
決
出
来
よ
う
。
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
、
仏
々
祖
々
な
ん
て
い
っ
た
っ
て
、
仏
祖
と
い
う
も
豈あ

に

図は
か

ら
ん
や
、
坐

禅
に
徹
す
る
自
分
な
ん
で
す
。
自
分
が
今
仏
々
祖
々
で
あ
る
。
坐
禅
に
徹
す
る
姿
、
こ

れ
こ
そ
仏
祖
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
仏
祖
と
し
て
の
坐
禅
、
己
に
徹
し
た
坐
禅
、
そ
れ
を

言
葉
だ
け
に
せ
ず
シ
ッ
カ
リ
と
坐
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

「
仏
々
祖
々 

皆
本
は
凡
夫
也
」 

平
成
三
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こ
の
行
仏
は 

頭 ず

頭 ず

に
威
儀
現
成
す
る
ゆ
え
に 

身
前
に
威
儀
現
成
す 

『
正
法
眼
蔵
』「
行
仏
威
儀
」
の
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

行
仏
と
い
う
の
は
仏
を
行
ず
る
こ
と
、
我
々
は
仏
と
い
う
言
葉
を
、
少
な
く
と
も
坐

禅
を
な
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
方
々
は
、
よ
く
聞
い
て
お
ら
れ
る
。
坐
禅
は
仏
の
行
で
あ

る
、
仏
に
な
る
行
で
あ
る
と
い
い
ま
す
が
、
頭
の
中
で
あ
ゝ
そ
う
い
う
も
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、
「
自
分
が
本
当
に
仏
に
な
っ
て
い
る
の
か
？ 

な
る
の
か
な
ら
な
い
の

か
？
」 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
全
身
で
ず
し
っ
と
肯

う
け
が

う
こ
と
が
あ
る
か
な
い
か
、
あ

っ
た
か
な
か
っ
た
か
、
こ
れ
が
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

「
行
仏
威
儀
」
の
巻
は
、
正
に
大
先
輩
達
が
苦
心
惨
憺
し
て
こ
れ
だ
と
い
う
禅
の
作

法
・
ル
ー
ル
と
い
う
も
の
を
決
め
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
決
ま
り
を
守
る
と
い
う
こ
と

は
、
坐
禅
の
ル
ー
ル
を
き
ち
っ
と
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
実
践
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
！ 

実
践
す
る
か
ら
身
に
つ
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の

と
し
て
本
当
に
実
践
す
る
、
そ
の
時
が
行
仏
で
あ
り
ま
す
！ 

「
行
仏
威
儀
」
の
巻
の
最
初
に
「
諸
仏
か
な
ら
ず
威
儀
を
行
足
す
」
と
説
か
れ
て
い

ま
す
。
諸
仏
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
先
輩
方
は
み
ん
な
威
儀
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
威
儀

と
い
う
の
は
定
め
に
適
っ
た
行
い
、
行
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
っ
た
行
い
、
そ
れ
を
身

に
つ
け
て
い
て
、
こ
れ
を
行
う
と
き
が
行
仏
で
あ
り
ま
す
。 

行
仏
を
行
っ
た
時
は
、
み
ん
な
仏
の
行
で
あ
る
か
ら
仏
さ
ん
に
な
っ
て
い
る
！ 

 

最
初
の
言
葉
に
戻
っ
て
、
「
こ
の
行
仏
は
、
頭ず

頭ず

に
威
儀
現
成
す
」
の
頭
頭
は
ひ

と
つ

く
の
頭
、
つ
ま
り
ひ
と
つ

く
の
物
事
と
い
う
意
味
で
、
我
々
が
や
る
こ
と
為

す
こ
と
ひ
と
つ

く
の
物
事
の
上
に
仏
と
し
て
現
れ
る
、
こ
れ
が
行
仏
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
時
・
場
所
に
関
係
な
く
、
ひ
と
つ

く
の
物
事
の
上
に
仏
さ
ん
と
し
て
現
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
仏
と
い
う
も
の
は
我
々
が
つ
く
る
の
で
す
！ 

成
る
の
で
す
。
向
こ

う
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
私
共
が
仏
に
な
る
こ
と
が
行
仏
で
あ
り
ま
す
！ 

す
る
と
一
挙
手
一
投
足
坐
禅
を
努
々

ゆ
め
ゆ
め

疎
か
に
出
来
な
い
、
い
い
加
減
な
こ
と
を
し
な

い
。
仏
さ
ん
は
只
管
と
し
て
い
る
。
な
に
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
が
仏
に
な

る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
継
続
し
て
い
く
、
こ
れ
が
大
切
で
す
。
一

瞬
の
仏
で
は
だ
め
で
す
。
坐
禅
を
長
く
継
続
し
て
い
く
、
そ
こ
に
威
儀
が
あ
る
の
で

す
。 坐

禅
は
仏
の
行
を
行
う
と
同
時
に
我
々
が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
、
ず

し
ん
と
肯
う
、
そ
う
い
っ
た
行
で
も
あ
り
ま
す
。
決
し
て
あ
る
一
刻
だ
け
精
神
統
一
を

し
よ
う
、
静
か
な
時
間
を
持
と
う
、
そ
う
い
う
小
さ
な
目
的
の
た
め
に
坐
禅
を
せ
ず
、

仏
の
坐
禅
を
最
初
か
ら
突
き
抜
け
て
や
ろ
う
、
こ
れ
が
行
仏
で
あ
り
ま
す
。 

「
こ
の
行
仏
は 

頭ず

頭ず

に
威
儀
現
成
す
る
ゆ
え
に 

身
前
に
威
儀
現
成
す
」 

平
成
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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
。 

「
学
道
の
人
」
は
言
う
ま
で
も
無
く
、
道
を
学
び
道
に
勤い

そ

し
む
人
で
、「
後
日
を
ま
ち

て
行
道
せ
ん
と
思
ふ
こ
と
な
か
れ
」。 

今
日
し
か
な
い
、
明
日
は
無
い
。
こ
う
い
う
気

持
ち
で
行
道
し
な
さ
い
と
い
う
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
例
と
し
て
病
気
に
な
っ
た
、
風
邪
を
引
い
た
、
こ
う
い
う
時
に
ゆ
っ
く
り
治
っ

て
か
ら
実
践
し
よ
う
、
病
を
治
し
て
か
ら
出
家
得
度
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
人
が
い
た
。 

と
こ
ろ
が
そ
の
間
に
病
気
が
悪
く
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
例
を
道
元
禅
師

が
ひ
か
れ
ま
し
て
、
だ
か
ら
修
行
す
る
時
に
は
修
行
を
し
な
け
れ
ば
駄
目
な
ん
だ
。
良

い
所
に
も
行
か
れ
な
い
ん
だ
。
修
行
を
せ
ず
に
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
は
、
要
す
る
に
無
道
心
な
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
み
な
生
身
の
身
で
あ
る
か
ら

病
気
を
し
た
り
、
様
々
な
障
害
に
会
う
こ
と
は
あ
る
。
あ
る
が
今
思
い
立
っ
た
時
に
修

行
し
て
お
か
な
か
っ
た
ら
必
ず
悔
い
る
こ
と
に
な
る
！
と
い
う
教
え
で
す
。
こ
う
い
う

切
実
な
行
道
と
い
う
も
の
が
、
道
元
禅
師
の
骨
子
で
あ
り
ま
す
。 

命
を
惜
し
む
こ
と
な
か
れ
、
惜
し
ま
ざ
る
こ
と
な
か
れ
。
た
だ
今
ば
か
り
が
我
々
の

命
の
あ
る
時
な
ん
で
す
。
今
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
今
を
お
い
て
い
つ
や
れ
る
か
？ 

誠
に

厳
し
い
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。
学
道
の
人
、
我
々
は
皆
学
道
の
人
間
で
あ
り
ま
す
！ 

後

日
を
待
っ
て
元
気
な
時
を
待
ち
わ
び
て
行
道
し
よ
う
と
、
そ
う
い
う
風
な
考
え
は
努
々

ゆ
め
ゆ
め

思
っ
て
は
い
け
な
い
。 

あ
た
か
も
本
日
は
成
道
会
で
あ
り
ま
す
。
成
道
会
は
本
来
は
一
二
月
八
日
に
営
ま
れ

る
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
六
日
早
く
今
日
行
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
誠
に
得
難
い
貴
い

日
に
私
共
は
今
遭
遇
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
れ
ば
今
日
や
る
べ
き
こ
と
は
今

日
や
る
。
敢
然
と
や
る
、
と
い
う
気
持
ち
で
成
道
会
に
臨
み
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
三
〇
年
一
二
月
二
日
（
成
道
会
） 
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一
生
百
歳
の
う
ち
の
一
日
は
ひ
と
た
び
う
し
な
は
ん 

ふ
た
た
び
う
る
こ
と
な
か
ら
ん 

『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
」
の
巻
の
上
巻
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。 

「
一
生
百
歳
の
う
ち
の
一
日
」。
百
歳
と
い
う
の
は
原
本
で
は
な
い
、
八
百
年
も
昔
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
も
う
大
変
な
長
生
き
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
当
て

は
ま
ら
な
い
。
百
歳
生
き
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
一
回
こ
っ
り
き
の
生
涯
で
あ

り
ま
す
。
五
〇
歳
で
も
そ
の
方
の
生
涯
。
た
と
え
百
歳
と
い
う
長
い
長
い
年
月
を
生
き

て
も
、
そ
れ
は
一
日
一
日
の
重
積
で
あ
り
ま
す
。
一
日
が
積
み
重
な
っ
て
一
年
に
な
り
、

一
年
が
積
み
重
な
っ
て
五
〇
年
、
百
年
に
な
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
り
ま
す
。 

百
歳
と
い
う
長
年
月
を
生
き
よ
う
と
も
そ
の
一
日
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、「
ひ
と
た
び
う
し
な
は
ん
」
！ 
一
度
そ
れ
を
お
ざ
な

り
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
ふ
た
た
び
う
る
こ
と
な
か
ら
ん
」
！ 

い

い
加
減
に
過
ご
し
た
一
日
は
再
び
絶
対
に
返
っ
て
こ
な
い
。
こ
れ
も
理
の
当
然
で
あ
り
、

我
々
は
頭
で
理
解
し
て
い
る
ん
で
す
。
頭
で
理
解
し
て
い
る
が
、
身
体
で
ド
ス
ー
ン
と

会
得
し
て
い
る
か
？ 

い
る
か
い
な
い
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
そ
の
時
の
生
き
様
が
変
わ

っ
て
く
る
。 

実
は
こ
の
お
言
葉
の
前
に
「
し
づ
か
に
お
も
ふ
べ
し
驪り

珠じ
ゅ

は
も
と
め
づ
べ
し
。
尺
璧

せ
き
へ
き

は

う
る
こ
と
も
あ
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
「
一
生
百
歳
の
う
ち
の
一
日
」
と
続
い

て
い
く
ん
で
す
ね
。
静
か
に
心
し
て
思
う
と
、
驪
珠
と
い
う
美
し
い
龍
の
顎
の
下
の
玉

ぎ
ょ
く

を
咥
え
て
い
る
、
こ
れ
は
求
め
て
も
中
々
求
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
。
だ
け
ど
も
求
め
れ

ば
ど
こ
か
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
尺
璧
と
い
う
も
の
は
直
径
一
尺
も
あ
る
大
き
な
玉

の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
巨
大
な
宝
石
、
そ
れ
も
探
せ
ば
世
界
中
の
ど
こ
か
に
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
物
は
こ
の
世
に
存
在
し
お
金
で
買
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
一
生
百
歳
の
中
の
一
日
は
も
う
失
っ
た
ら
返
っ
て
こ
な
い
。
お
金

を
い
く
ら
積
も
う
と
、
ど
ん
な
に
も
が
こ
う
と
ど
う
し
よ
う
と
も
再
び
返
っ
て
こ
な
い
。

今
年
平
成
三
〇
年
、
平
成
の
終
わ
り
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
も
盛
ん
に
宣
伝
さ
れ
て
い
ま

す
。
だ
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
一
年
が
過
ぎ
て
も
う
暮
に
な
り
残
り
一
〇
日
も
無
い
！ 

昨
日
と
い
う
日
は
一
度
も
無
い
。
今
日
も
無
い
。
明
日
は
分
か
ら
な
い
！ 

要
す
る
に
確
実
な
こ
と
は
、
時
間
は
戻
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
一
瞬
、
こ
の
一
時
間
、
こ
の
一
日
と
い
う
も
の
は
例
え
よ
う
も

な
い
く
ら
い
貴
い
ん
で
す
ね
。
誤
っ
た
こ
と
を
し
た
ら
そ
れ
を
取
り
繕
う
こ
と
が
出
来

な
い
。
時
間
を
浪
費
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
れ
を
補
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
無
常

の
切
実
の
中
に
我
々
は
放
り
出
さ
れ
て
い
る
。 

全
く
、
そ
う
し
ま
す
と
本
当
の
物
、
真
実
の
生
き
様
と
い
う
の
は
こ
の
瞬
間
に
し
か

な
い
！ 

な
ら
ば
、
今
一
時
シ
ッ
カ
リ
と
坐
る
時
は
坐
る
。
学
ぶ
時
は
学
ぶ
。
こ
れ
し
か

な
い
の
で
あ
り
ま
す
！ 

「
一
生
百
歳
の
う
ち
の
一
日
は
ひ
と
た
び
う
し
な
は
ん 

ふ
た
た
び
う
る
こ
と
な
か
ら
ん
」 

平
成
三
〇
年
一
二
月
二
三
日 
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