
一
般
に
「
絶
対
他
力
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
親
驚
の
思
想
は
、
弥
陀
の
輝
か

し
さ
に
対
す
る
、
衆
生
の
非
力
な
暗
さ
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
周
知
の
如

く
、
親
鴬
は
、
衆
生
の
救
済
、
即
ち
、
報
土
へ
の
往
生
は
偏
に
弥
陀
の
誓
願
、
わ

け
て
も
第
肥
願
に
因
る
と
言
う
。
そ
の
第
肥
願
に
は
往
生
の
要
件
と
し
て
「
至

心
・
信
楽
・
欲
生
」
の
三
心
が
説
か
れ
る
が
、
親
鴬
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
心
と

て
弥
陀
の
真
実
心
の
異
称
に
他
な
ら
ず
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
た
る
衆
生
の
側
に

（
１
４
）

お
い
て
は
、
「
真
実
信
心
」
と
し
て
そ
れ
を
受
け
と
め
る
以
外
に
な
い
（
Ⅱ
当
他

力
廻
向
」
観
）
・

（
ｏ
ら
）

し
か
る
に
、
従
来
も
指
摘
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
救
済
主
た
る
弥
陀
守
仏
法
」

の
側
）
と
、
救
済
対
象
た
る
衆
生
今
Ⅱ
「
機
」
の
側
）
と
が
、
か
く
も
峻
然
と

分
た
れ
、
「
機
」
の
救
済
は
専
ら
「
法
」
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
と
い

う
こ
の
「
絶
対
他
力
」
思
想
理
解
に
は
重
大
な
難
点
が
あ
る
。
即
ち
、
「
機
」

の
側
に
、
真
実
な
る
「
法
」
へ
と
関
わ
り
得
る
何
も
の
を
も
認
め
な
い
な
ら

ば
、
「
機
」
が
「
法
」
へ
と
関
わ
る
方
途
自
体
が
失
わ
れ
、
そ
も
そ
も
、
衆
生

が
弥
陀
と
出
会
い
、
「
真
実
信
心
」
を
獲
得
す
る
と
い
う
状
況
そ
の
も
の
が
理

親
鶯
に
お
け
る
「
法
Ｌ
と
「
機
」
の
出
会
い
に
つ

解
さ
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
親
鴬
自
身
に
即
し
て
ゑ
る
な
ら
ば
、
弥
陀
と
の
出
会
い
は
決
し
て

突
如
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
は
ま
ず
叡
山
で
の
修
行
時
代
が
あ
り
、

（
３
）

山
を
下
っ
て
は
法
然
の
下
に
百
か
日
通
い
つ
め
る
と
い
う
、
所
謂
八
求
道
Ｖ
者

と
し
て
の
経
歴
が
あ
る
。
更
に
は
「
三
願
転
入
」
と
称
さ
れ
る
、
自
己
の
信
仰

の
深
ま
り
に
つ
い
て
の
回
顧
的
自
覚
が
あ
り
、
そ
の
「
絶
対
他
力
」
思
想
そ
の

も
の
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
信
仰
の
高
ま
り
の
極
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

し
て
ゑ
れ
ば
、
言
わ
ば
、
断
じ
て
白
紙
の
凡
夫
で
は
な
い
、
八
求
道
Ｖ
の
過

程
と
自
覚
を
有
す
る
親
鴬
に
照
ら
し
て
、
「
法
」
と
「
機
」
の
出
会
い
と
い
う

問
題
を
理
解
し
、
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
思
想
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
「
絶

対
他
力
」
思
想
に
奥
行
き
の
あ
る
理
解
を
も
た
ら
す
上
で
不
可
欠
の
作
業
で
あ

ス
γ
と
一
言
鰐
え
し
●
き
ぅ
。

一
一

と
こ
ろ
で
、
次
の
文
章
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
親
鴬
に
お
け
る
八
求

道
Ｖ
の
開
始
時
点
、
換
言
す
れ
ば
、
「
法
」
を
求
め
る
「
機
」
と
し
て
の
出
発

点
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
、
久
遠
の
過
去
へ
と
遡
る
。

宮
島

い

て

四
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釈
迦
は
慈
父
・
弥
陀
は
悲
母
な
り
。
わ
れ
ら
が
ち
坐
は
坐
種
種
の
方
便
を

し
て
、
無
上
の
信
心
を
ひ
ら
き
お
こ
し
た
ま
へ
る
な
り
と
し
る
べ
し
と
な

り
。
お
ほ
よ
そ
過
去
久
遠
に
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の
よ
に
い
で
た
ま
ひ
し
ゑ

も
と
に
し
て
、
自
力
の
菩
提
心
を
お
こ
し
き
、
恒
沙
の
善
根
を
修
せ
し
に

よ
り
て
、
い
ま
願
力
に
ま
う
あ
ふ
こ
と
を
え
た
り
、
他
力
の
三
信
心
を
え

た
ら
む
ひ
と
は
、
ゆ
め
ゆ
め
余
の
善
根
を
そ
し
り
、
余
の
仏
聖
を
い
や
し

（
４
）

う
す
る
こ
と
な
か
れ
と
な
り
。

こ
こ
に
は
、
釈
迦
・
弥
陀
の
「
方
便
」
の
下
に
、
親
鴬
の
原
初
の
発
心
と
も

、
、

言
う
べ
き
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
恒
沙
の
善
根
を
修
せ
し
」
と
あ
る
こ
と

（
５
）

か
ら
、
古
田
武
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
右
の
状
況
は
、
「
方
便
」
と
し
て

の
『
観
経
』
、
及
び
第
阻
願
に
相
応
す
る
行
者
の
在
り
よ
う
の
八
上
限
Ｖ
を
指

す
と
み
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
「
無
上
の
信
心
を
ひ
ら
き
お

こ
し
た
ま
へ
る
な
り
」
、
「
修
せ
し
に
よ
り
て
い
ま
願
力
に
ま
う
あ
ふ
こ
と
を
え

た
り
」
と
い
う
部
分
に
は
、
寧
ろ
、
「
真
実
信
心
」
獲
得
へ
と
至
る
（
三
願
転

入
）
過
程
全
体
を
貫
通
す
る
よ
う
な
発
心
の
在
り
ょ
う
が
語
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

無
論
、
右
の
表
現
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
が
そ
れ

自
体
の
成
就
に
よ
っ
て
「
真
実
信
心
」
獲
得
へ
と
至
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

は
、
一
方
で
親
鴬
が

三
恒
河
沙
の
諸
仏
の
／
出
世
の
ゑ
も
と
に
あ
り
し
と
き
／
大
菩
提
心
お
こ

（
侭
Ｕ
）

せ
ど
も
／
自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り

等
と
述
べ
て
い
る
点
に
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
の
「
自
力
」
批
判
へ
と
繋
が
っ
て

〃
ぐ
、
ヲ
（
》
Ｏ

自
ら
の
久
遠
の
過
去
の
発
心
を
「
自
力
の
」
と
形
容
す
る
そ
の
背
景
に
は
、

一
方
、
親
鴬
に
は
所
謂
「
菩
提
心
」
論
に
相
当
す
る
叙
述
が
存
す
る
。

「
横
超
は
、
こ
れ
乃
ち
願
力
廻
向
の
信
楽
、
こ
れ
を
願
作
仏
心
と
い
ふ
。
願

作
仏
心
即
ち
こ
れ
横
の
大
菩
提
心
な
り
。
こ
れ
を
横
超
の
金
剛
心
と
名
づ
く
る

（
９
）

な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
親
欝
に
お
い
て
真
実
の
菩
提
心
は
弥
陀
の
大
菩
提

心
を
措
い
て
他
に
は
な
く
、
そ
れ
は
、
法
蔵
菩
薩
の
時
代
に
起
こ
し
た
弥
陀
自

ら
の
願
作
仏
心
、
度
衆
生
心
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
弥
陀
の
真
実
心
の
廻
向
を

（
、
）

受
け
て
衆
生
の
内
に
芽
生
え
る
「
真
実
信
心
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
所
謂
〃
悟
り
を
求
め
る
心
〃
と
し
て
の
（
「
機
」
の
側
で
発
起
さ
れ

る
）
菩
提
心
と
い
う
通
常
の
語
義
と
は
質
を
異
に
し
、
例
え
ば
、
こ
の
横
超
の

次
の
『
信
巻
』
信
楽
釈
の
中
の
文
章
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
、
発
心
と
煩
悩
と
の

拮
抗
と
い
っ
た
事
態
に
対
す
る
理
解
が
あ
る
。

一
切
凡
小
、
一
切
時
の
中
に
、
負
愛
の
心
つ
ね
に
よ
く
善
心
を
汚
し
、
順

憎
の
心
つ
ね
に
よ
く
法
財
を
焼
く
。
急
作
急
修
し
て
頭
燃
を
は
ら
ふ
が
ご

と
く
す
れ
ど
も
、
す
べ
て
雑
毒
雑
修
の
善
と
名
づ
く
。
ま
た
虚
仮
譜
偽
の

行
と
名
づ
く
、
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。
こ
の
虚
仮
雑
毒
の
善
を

（
ワ
４
）

も
て
、
無
量
光
明
士
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
。

従
っ
て
、
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
に
も
、
そ
れ
が
飽
く
迄
も
「
菩
提
心
」

で
あ
る
以
上
、
「
法
」
を
求
め
て
や
ま
ぬ
「
機
」
と
い
う
面
と
、
に
も
拘
ら
ず

煩
悩
故
に
、
そ
の
八
求
道
Ｖ
心
が
成
就
し
得
ず
、
い
つ
ま
で
も
「
法
」
と
一
つ

に
な
り
切
れ
ず
に
い
る
「
機
」
と
い
う
面
と
の
二
面
が
合
わ
せ
て
表
現
さ
れ
て

、
、
、
、
（
Ｒ
）
）

い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
「
凡
夫
自
力
の
心
」
と
い
う
親
鴬
の

用
語
と
等
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ー

■■■■
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菩
提
心
を
以
て
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
、
明
恵
の
論
難
（
『
擢
邪
輪
』
）
に
対
す
る

応
答
と
す
る
に
は
内
容
的
に
や
や
無
理
が
あ
る
。

他
方
、
「
機
」
の
側
で
発
起
さ
れ
る
菩
提
心
と
し
て
は
「
堅
超
・
堅
出
は
権

実
・
顕
密
・
大
小
の
教
に
明
か
せ
り
。
歴
劫
迂
廻
の
菩
提
心
、
自
力
の
金
剛

（
ｕ
）

心
、
菩
薩
の
大
心
な
り
。
」
と
い
う
聖
道
の
菩
提
心
た
る
堅
の
菩
提
心
と
、
「
横

出
は
、
正
雑
・
定
散
、
他
力
の
中
の
自
力
の
菩
提
心
な
り
。
」
と
い
う
浄
士
の

菩
提
心
と
し
て
の
横
出
の
菩
提
心
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
、
後
者
の

「
他
力
の
中
の
自
力
の
」
と
い
う
把
握
が
注
目
さ
れ
る
。

「
正
雑
・
定
散
」
と
は
、
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
往
生
行
と
し
て
の
「
正

行
」
た
る
念
仏
に
、
「
雑
行
」
た
る
余
行
を
雑
え
行
う
こ
と
で
あ
り
、
心
に
つ

（
胆
）

い
て
い
え
ば
、
か
か
る
余
行
に
奔
る
「
定
散
の
心
」
を
意
味
す
る
が
、
親
鶯

は
、
こ
れ
ら
「
正
雑
・
定
散
」
に
関
わ
る
菩
提
心
を
「
他
力
の
中
の
自
力
の
菩

提
心
」
と
捉
え
て
い
る
。

そ
の
所
以
で
あ
る
が
、
『
信
巻
』
に
お
い
て
既
に
「
ま
た
横
出
あ
り
。
即
ち

（
昭
）

三
輩
九
品
定
散
の
教
、
化
士
僻
慢
迂
廻
の
善
な
り
。
」
と
さ
れ
、
更
に
『
化
身

士
巻
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
顕
義
と
し
て
の
『
観
経
』

及
び
弥
陀
第
岨
願
の
支
え
を
得
て
、
釈
迦
・
弥
陀
の
「
方
便
」
意
の
中
に
位
置

づ
い
て
い
る
が
故
で
あ
る
。

経
家
に
よ
り
て
師
釈
を
ひ
ら
く
に
、
雑
行
の
中
の
雑
行
雑
心
・
雑
行
専
心

・
専
行
雑
心
あ
り
、
ま
た
正
行
の
中
の
専
修
専
心
・
専
修
雑
心
・
雑
修
雑

心
は
、
こ
れ
ゑ
な
辺
地
・
胎
宮
・
仰
慢
界
の
業
因
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に

極
楽
に
生
る
と
い
へ
ど
も
三
宝
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、
仏
心
の
光
明
、
余

の
雑
業
の
行
者
を
照
摂
せ
ざ
る
な
り
。
仮
令
の
誓
願
ま
こ
と
に
由
あ
る
か

（
Ｍ
）

な
。
析
慕
の
釈
、
こ
れ
い
よ
い
よ
明
か
な
り
。

し
て
み
る
と
、
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
も
、
こ
の
「
他
力
の
中
の
自
力

の
菩
提
心
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
承
え
る
。
確
か
に
「
正
雑

・
定
散
」
は
「
恒
沙
の
善
根
」
に
対
応
し
、
『
観
経
』
が
衆
生
の
心
を
浄
土
へ

と
赴
か
し
め
る
（
「
析
慕
」
）
経
で
あ
る
点
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
、
原
初
の
発

心
の
喚
起
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

し
か
し
、
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
を
『
観
経
』
・
第
四
願
の
「
方
便
」

意
の
中
の
み
に
落
ち
着
か
せ
て
し
ま
う
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
方
便
」
意
に
、

「
無
上
の
信
心
を
ひ
ら
き
お
こ
し
た
ま
へ
る
な
り
」
、
「
修
せ
し
に
よ
り
て
い
ま

願
力
に
…
：
。
」
と
い
っ
た
響
き
が
欠
落
し
て
い
る
点
が
気
に
か
か
る
。

右
の
引
用
文
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
次
の
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
一

層
明
瞭
に
窺
え
る
よ
う
に
、
『
観
経
』
・
第
阻
願
の
『
方
便
』
は
、
行
者
の

「
自
力
」
を
促
し
、
そ
れ
を
「
辺
地
・
辮
慢
」
と
い
う
化
士
往
生
へ
と
収
敏
せ

し
め
る
点
に
あ
る
。

観
経
往
生
と
い
ふ
は
、
修
諸
功
徳
の
願
に
よ
り
、
至
心
発
願
の
ち
か
ひ
に

い
り
て
、
万
善
諸
行
の
自
善
を
廻
向
し
て
浄
士
を
析
慕
せ
し
む
。
ま
た

『
無
量
寿
仏
観
経
』
に
、
定
善
・
散
善
を
分
別
し
、
三
福
九
品
の
諸
善
を

と
き
て
、
九
品
往
生
を
す
上
め
し
む
、
こ
れ
他
力
の
中
の
自
力
な
り
。
こ

れ
を
『
観
経
』
の
宗
と
す
。
こ
の
ゆ
へ
に
観
経
往
生
と
い
ふ
。
こ
れ
み
な

（
略
）

方
便
化
土
の
往
生
な
り
。

行
者
の
「
自
力
」
は
『
観
経
』
・
第
灼
願
へ
と
閉
じ
込
も
る
こ
と
に
よ
っ
て

化
土
へ
の
往
生
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
『
観
経
』
・
第
旧
願
は
一
種
の

閉
じ
た
系
を
成
し
て
お
り
、
そ
こ
へ
と
閉
塞
し
た
「
自
力
」
が
「
真
実
信
心
」

へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
要
素
は
極
め
て
乏
し
い
。

も
と
よ
り
、
親
鷲
所
引
の
『
観
経
』
九
品
往
生
段
等
に
は
、
後
に
検
討
す
る

四
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さ
て
、
冒
頭
に
述
べ
、
ま
た
右
に
論
じ
た
如
く
、
親
鴬
の
原
初
の
発
心
を
、

そ
の
後
の
八
求
道
Ｖ
過
程
を
も
貫
く
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と

す
る
場
合
、
曠
劫
流
転
を
重
ね
て
き
た
親
鴬
と
、
今
こ
う
し
て
願
力
に
出
会
い

得
て
い
る
と
言
う
親
鴬
と
の
間
で
、
こ
の
発
心
が
八
求
道
Ｖ
心
と
し
て
如
何
な

る
連
続
性
を
有
し
、
或
い
は
質
的
変
容
を
経
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
か
が

問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
、
親
鴬
の
現
在
の
境
位
か
ら
の
照
ら
し

ょ
う
に
、
化
土
か
ら
報
士
へ
の
移
行
と
覚
し
ぎ
描
写
は
ゑ
ら
れ
は
す
る
。
と
こ

ろ
が
、
先
の
引
用
文
に
も
「
極
楽
に
生
る
と
い
へ
ど
も
三
宝
を
み
た
て
ま
つ
ら

ず
、
仏
心
の
光
明
、
余
の
雑
業
の
行
者
を
照
摂
せ
ざ
る
な
り
」
と
あ
っ
た
よ
う

に
、
「
自
力
」
行
者
の
化
土
往
生
を
、
や
が
て
報
土
へ
と
往
生
し
て
ゆ
く
と
い

（
妬
）

う
面
か
ら
積
極
的
に
叙
述
す
る
と
い
う
視
点
は
殆
ど
欠
如
し
て
い
る
。
寧
ろ
、

そ
の
「
自
力
」
は
曠
劫
流
転
の
淵
源
で
あ
る
と
の
否
定
的
な
理
解
が
基
調
を
な

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
「
自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り
」
と
は
親
鴬

自
ら
が
語
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
親
鴬
自
身
の
過
去
相
は
化
士
の
行
者

、
、
、

で
は
あ
っ
て
も
、
化
土
往
生
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
化
士
往
生
と
い
う
形
で

『
観
経
』
・
第
旧
願
の
「
方
便
」
力
を
受
け
た
訳
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

冒
頭
の
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
に
は
文
字
通
り
の
「
他
力
の
中
の
自
力
の

菩
提
心
」
に
は
収
め
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
が
あ
る
と
ゑ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
無
上
信
心
」
に
至
り
得
る
と
さ
れ
る
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
に

は
、
「
法
」
を
求
め
る
「
機
」
の
八
求
道
Ｖ
心
と
い
う
面
に
お
い
て
も
、
そ
の

「
機
」
に
及
ぶ
「
法
」
の
「
方
便
」
の
働
き
と
い
う
面
に
お
い
て
も
、
従
来
の
菩

提
心
理
解
、
「
方
便
」
理
解
を
超
え
る
含
み
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
／
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
／
虚
仮
不
実
の
わ

（
肥
）

が
身
に
て
／
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し

「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
」
、
「
名
利
の
太
山
に
迷
惑
」
と
は
、
依
然
と
し
て
煩

悩
具
足
せ
る
「
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
」
の
具
体
相
を
述
べ
た
も
の
と
い
え
よ
う

が
、
こ
う
し
た
自
己
の
煩
悩
へ
の
凝
視
、
慨
嘆
が
、
「
（
報
士
往
生
が
決
定
し

た
）
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま

ざ
る
」
と
い
う
現
在
の
自
己
の
在
り
よ
う
へ
の
悲
嘆
へ
と
通
じ
て
い
る
。
「
清

（
”
）

浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
」
と
い
う
表
現
は
微
妙
だ
が
、
他
の
用
例
等
か
ら
判
断

す
る
に
、
た
だ
単
に
煩
悩
具
足
せ
る
自
ら
の
心
の
在
り
よ
う
を
漠
然
と
述
べ
た

、
、
、

も
の
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
の
廻
向
心
の
清
浄
な
ら
ざ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
右
の
引
用
部
分
に
続
い
て
は
「
外
儀
の
す
が
た
は
ひ

と
ご
と
に
／
賢
善
精
進
現
ぜ
し
む
／
貧
順
邪
偽
お
ほ
き
ゆ
へ
／
許
詐
も
坐
は
し

身
に
糸
て
り
」
と
、
「
凡
夫
自
力
の
心
」
の
内
容
に
相
当
す
る
も
の
が
語
ら
れ

て
い
る
。

返
し
に
よ
っ
て
考
え
て
ゑ
た
い
。

親
鴬
の
今
を
考
え
る
場
合
、
「
願
力
に
ま
う
あ
ふ
こ
と
を
え
た
り
」
と
述
べ

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
、
自
ら
の
現
在
の
在
り
よ
う
へ
の
悲
嘆
・

反
省
と
覚
し
き
叙
述
が
散
見
さ
れ
る
点
が
古
来
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
『
信
巻
』
の
悲
歎
述
懐
文
と
、
『
正
像
末
和
讃
』

愚
禿
悲
歎
述
懐
の
文
章
と
が
あ
る
。

悲
し
き
か
な
愚
禿
鴬
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て

定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま

（
〃
）

ざ
る
こ
と
を
、
恥
づ
く
し
傷
む
べ
し
と
。

五
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（
”
）

し
て
ふ
れ
ば
、
曇
鴬
を
継
承
し
て
「
不
断
煩
悩
得
浬
藥
」
の
立
場
を
と
る
親

鴬
に
お
い
て
、
煩
悩
具
足
と
い
う
在
り
よ
う
そ
れ
自
体
は
救
済
上
の
各
た
り
得

な
い
に
も
拘
ら
ず
、
今
も
な
お
自
己
の
内
な
る
煩
悩
を
悲
嘆
し
て
や
ま
ぬ
所
以

は
、
そ
れ
が
単
な
る
煩
悩
に
と
ど
ま
ら
ず
、
発
心
と
拮
抗
し
つ
つ
「
凡
夫
自
力

の
心
」
を
形
成
し
て
い
る
煩
悩
で
あ
る
こ
と
が
見
取
ら
れ
て
い
た
点
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
即
ち
、
願
力
と
の
出
会
い
を
果
し
た
と
い
う
今
に
お
い
て
も
な

お
、
「
機
」
が
「
法
」
を
求
め
ん
と
す
る
際
に
は
、
「
凡
夫
自
力
の
心
」
を
免

れ
得
な
い
こ
と
が
、
親
鴬
自
ら
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
、
「
恥
づ
く
し
傷
む
べ
し
」
と
い
う
、
こ
の
「
凡
夫
自
力

の
心
」
へ
の
凝
視
、
悲
嘆
は
、
願
力
と
の
出
会
い
を
果
し
た
が
故
の
在
り
よ
う

で
あ
る
と
共
に
、
更
に
、
弥
陀
の
真
実
心
を
自
己
の
内
に
「
真
実
信
心
」
と
し

て
獲
得
す
る
上
で
の
不
可
欠
の
在
り
よ
う
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

親
鴬
に
と
っ
て
「
真
実
信
心
」
の
獲
得
と
は
「
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
す

（
皿
）

つ
る
」
と
い
う
「
廻
心
」
で
あ
る
と
共
に
ま
た
、
凡
夫
の
八
求
道
Ｖ
心
を
弥
陀

の
真
実
心
の
中
へ
と
融
解
せ
し
め
る
と
い
っ
た
事
態
で
も
あ
っ
た
。

（
弥
陀
の
）
無
凝
の
善
根
と
い
ふ
は
、
一
切
有
情
、
智
慧
を
な
ら
ひ
ま
な

び
て
、
無
上
菩
提
に
い
た
ら
む
と
お
も
ふ
こ
上
ろ
を
お
こ
さ
し
め
む
が
た

（
”
）

め
に
え
た
ま
へ
る
な
り
。

「
欲
生
我
国
」
と
い
ふ
は
、
他
力
の
至
心
信
楽
の
こ
こ
ろ
を
も
て
安
楽
浄

（
”
）

土
に
む
ま
れ
む
と
お
も
へ
と
也
。

そ
し
て
、
『
教
行
信
証
』
総
序
に

あ
あ
弘
誓
の
強
縁
、
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
、
真
実
の
浄
信
、
億
劫
に
も

獲
が
た
し
。
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ぱ
、
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
。
も
し
ま
た
こ

（
別
）

の
た
び
疑
網
に
覆
蔽
せ
ら
れ
ば
、
更
へ
て
ま
た
曠
劫
を
逆
歴
せ
む
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
弥
陀
の
真
実
心
の
働
き
を
聞
知
し
た
後
も
な

お
、
「
疑
網
に
覆
蔽
せ
ら
れ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
膿
劫
流
転
へ
と
落
在

す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
も
自
覚
さ
れ
て
い
た
。

「
疑
網
に
覆
蔽
」
と
は
所
謂
「
仏
智
疑
惑
」
で
あ
る
。
仏
智
と
は
、
誓
願
に

結
実
す
る
弥
陀
仏
の
働
き
、
即
ち
、
法
蔵
菩
薩
の
時
代
よ
り
、
自
ら
の
大
菩
提

心
の
廻
向
に
よ
る
衆
生
救
済
を
誓
っ
て
修
行
に
励
み
、
そ
の
成
就
と
共
に
報
土

が
完
成
、
自
ら
は
弥
陀
仏
と
な
っ
た
と
い
う
。
過
・
現
・
未
を
貫
く
弥
陀
の
真

実
の
働
き
の
総
体
を
指
す
。
従
っ
て
、
「
仏
智
疑
惑
」
と
は
親
鴬
に
お
い
て
、

か
か
る
弥
陀
の
真
実
心
に
随
順
し
得
ぬ
「
自
力
」
行
者
の
本
質
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
故
に
親
鴬
は
事
繁
く
、
そ
う
し
た
「
自
力
」
行
者
の
姿
を
激
し
く

慨
嘆
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
激
し
さ
は
、
現
在
の
自
ら
の
内
に
も

彼
ら
に
通
じ
る
要
素
を
見
出
し
て
い
た
が
故
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
が

し
ば
し
ば
言
及
す
る
「
難
信
」
の
問
題
も
、
そ
の
根
は
こ
こ
に
あ
る
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
信
心
を
え
が
た
き
こ
と
を
『
経
』
に
は
「
極
難
信
の
法
」
と
の
た
ま

へ
り
。
し
か
れ
ば
『
大
経
』
に
は
「
若
聞
斯
経
信
楽
受
持
難
中
之
難
無
過

此
難
」
と
お
し
へ
た
ま
へ
り
。
こ
の
文
の
こ
こ
ろ
は
、
も
し
こ
の
経
を
き

き
て
信
ず
る
こ
と
、
か
た
き
が
な
か
に
か
た
し
、
こ
れ
に
す
ぎ
て
か
た
き

（
泌
）

こ
と
な
し
と
の
た
ま
へ
る
御
の
り
な
り
。

し
か
し
、
勿
論
、
今
の
親
鴬
は
、
そ
う
し
た
自
己
の
在
り
よ
う
を
悲
嘆
・
反

五
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省
し
得
る
境
位
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、
即
自
的
な
「
自
力
」
行
者
と
は
明
確
に

一
線
を
画
し
て
い
る
。
こ
の
悲
嘆
・
反
省
の
境
位
が
「
真
実
信
心
」
獲
得
と
ど

う
関
わ
る
か
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
「
凡
夫
自
力
の
心
」
へ
の
悲
嘆
を
扱
っ
た

も
の
で
は
な
い
が
、
所
謂
、
「
造
悪
無
碍
」
を
批
判
し
た
『
末
灯
妙
』
の
文
章

が
示
唆
的
で
あ
る
。

は
じ
め
て
仏
の
ち
か
ひ
を
き
上
は
じ
む
る
ひ
と
人
、
の
、
わ
が
身
の
わ
る

く
こ
上
ろ
の
わ
ろ
き
を
お
も
ひ
し
り
て
、
こ
の
身
の
や
う
に
て
は
な
ん
ぞ

往
生
せ
ん
ず
る
と
い
ふ
ひ
と
に
こ
そ
、
煩
悩
具
足
し
た
る
身
な
れ
ば
、
わ

が
こ
上
ろ
の
善
悪
を
ぱ
さ
た
せ
ず
、
む
か
へ
た
ま
ふ
ぞ
と
は
ま
ふ
し
さ
ふ

ら
へ
・
か
く
ぎ
き
て
の
ち
、
仏
を
信
ぜ
ん
と
お
も
ふ
こ
上
る
ふ
か
く
な
り

ぬ
る
に
は
、
ま
こ
と
に
こ
の
身
を
も
い
と
ひ
、
流
転
せ
ん
こ
と
を
も
か
な

し
ゑ
て
、
ふ
か
く
ち
か
ひ
を
も
信
じ
、
阿
弥
陀
仏
を
も
こ
の
ゑ
ま
ふ
し
な

ん
ど
す
る
ひ
と
は
、
も
と
も
こ
上
ろ
の
ま
上
に
て
悪
事
を
も
ふ
る
ま
ひ
な

ん
ど
せ
じ
と
、
お
ぽ
し
め
し
あ
は
せ
た
ま
は
賀
こ
そ
、
世
を
い
と
ふ
し
る

（
妬
）

し
に
て
も
さ
ふ
ら
は
め
。

「
は
じ
め
て
仏
の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
む
る
ひ
と
び
と
」
に
「
仏
を
信
ぜ
ん

と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
ふ
か
く
な
り
ぬ
る
」
と
い
う
境
位
を
対
置
さ
せ
て
い
る
点
が

ま
ず
、
「
機
」
と
「
法
」
と
の
出
会
い
を
漸
進
的
、
重
層
的
な
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
に
充
分
で
あ
る
が
、
更
に
、
「
造
悪
無
碍
」
批

判
の
文
脈
故
の
こ
と
と
は
い
え
、
自
己
の
在
り
よ
う
へ
の
悲
嘆
を
通
し
て
「
こ

の
身
を
い
と
ひ
」
、
「
世
を
い
と
ふ
」
こ
と
の
重
要
性
を
、
言
わ
ば
「
法
」
へ
の

接
近
要
因
と
し
て
説
い
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

ま
た
、
悲
嘆
・
反
省
を
重
ん
ず
る
親
鶯
の
姿
勢
は
そ
の
独
特
の
化
士
理
解
に

も
窺
わ
れ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
化
土
は
「
自
力
」
行
者
の
往
生
土
と
さ
れ
、
主
と
し
て

『
観
経
』
の
浄
土
が
そ
れ
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
『
観
経
』
自
体
の
描
写
に
即

す
る
な
ら
ば
、
生
前
の
修
行
程
度
に
応
じ
て
分
化
し
た
九
品
の
「
機
」
は
、
上

品
上
生
者
を
除
き
、
往
生
後
も
な
お
蓮
華
の
内
に
包
ま
れ
た
儘
で
あ
り
、
蓮
華

（
”
）

が
開
き
、
証
浬
藥
に
至
る
迄
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
年
月
を
要
す
る
。
が
、
親

鴬
の
化
士
理
解
は
『
大
経
』
胎
化
段
に
も
依
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

『
大
経
』
胎
化
段
に
よ
れ
ば
、
浄
士
往
生
に
は
「
胎
生
」
と
「
化
生
」
の
二

種
が
あ
り
、
胎
生
者
は
「
仏
智
疑
惑
」
故
に
、
往
生
後
も
五
百
年
間
、
「
宮
殿
」

に
と
ど
め
ら
れ
、
そ
の
間
、
三
宝
を
み
る
こ
と
も
、
善
根
を
修
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
が
、
一
方
、
化
生
者
は
「
明
信
仏
智
」
の
故
に
、
往
生
後
直
ち
に
菩
薩

の
位
に
つ
き
、
証
浬
藥
へ
の
道
を
歩
む
と
さ
れ
る
。

親
鶯
は
、
こ
の
描
写
を
受
け
て
、
胎
生
者
を
化
土
往
生
者
に
、
化
生
者
を
報

士
往
生
者
に
充
て
る
が
、
胎
生
者
が
「
宮
殿
」
を
脱
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
、

僅
か
に
そ
の
引
用
姿
勢
の
み
に
で
は
あ
る
が
、
独
特
の
理
解
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
胎
化
段
の
原
文
に
は

も
し
、
こ
の
衆
生
今
Ⅱ
胎
生
者
）
、
そ
の
本
罪
を
識
り
て
、
深
く
み
ず
か

ら
悔
責
し
て
、
か
の
処
（
Ⅱ
宮
殿
）
を
離
れ
ん
こ
と
を
求
む
れ
ば
、
す
な

は
ち
意
の
ご
と
く
、
無
量
寿
仏
の
所
に
往
詣
し
て
、
恭
敬
し
供
養
す
る
こ

と
を
え
、
ま
た
、
あ
ま
ね
く
無
量
無
数
の
諸
余
の
仏
の
所
に
至
り
て
、
も

（
配
）

ろ
も
ろ
の
功
徳
を
修
す
る
こ
と
を
え
ん
。

と
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
化
士
往
生
を
解
説
す
る
際
、
丁
度
、
無
量
寿
仏
へ
の
恭

敬
・
供
養
、
修
功
諸
徳
と
い
う
修
行
部
分
に
相
当
す
る
「
す
な
は
ち
：
…
・
」

（
”
）
、
”
）

以
下
を
省
い
て
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
親
鴬

が
、
化
士
を
、
修
行
を
通
じ
て
「
凡
夫
自
力
の
心
」
が
成
就
し
得
る
場
と
は
捉

五
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え
て
い
な
い
こ
と
、
寧
ろ
、
「
そ
の
本
罪
を
識
り
て
、
深
く
み
ず
か
ら
悔
責
し

て
、
か
の
処
を
離
れ
ん
こ
と
を
求
む
」
と
い
う
往
生
者
の
在
り
よ
う
こ
そ
を
、

化
士
か
ら
報
士
へ
と
至
る
上
で
の
最
も
本
質
的
な
要
件
と
承
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
本
罪
」
「
悔
責
」
即
ち
、
「
仏
智
疑
惑
」
の
罪
を

悔
い
責
め
る
こ
と
で
あ
り
、
「
か
の
処
を
離
れ
ん
」
こ
と
即
ち
、
「
宮
殿
」
な

る
化
士
を
厭
い
捨
て
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
、
化

土
で
の
胎
生
者
の
姿
と
、
此
士
で
の
親
鴬
自
身
の
現
在
の
在
り
よ
う
と
の
奇
妙

（
釦
）

な
重
な
り
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
親
鴬
は
、
自
ら
の
悲
嘆
・
反
省
の
境
位

を
、
胎
生
者
の
「
本
罪
」
「
悔
責
」
に
準
え
て
い
た
節
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
親
鴬
に
お
け
る
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
と
い
う
原
初
の
発
心

は
、
「
凡
夫
自
力
の
心
」
と
し
て
現
在
の
親
鴬
へ
と
連
続
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に

悲
嘆
・
反
省
を
加
え
得
る
こ
と
に
お
い
て
現
在
の
親
鷺
は
「
自
力
」
へ
の
閉
塞

を
免
れ
、
そ
の
八
求
道
Ｖ
心
は
、
弥
陀
の
大
菩
提
心
と
の
一
体
化
を
念
じ
て
、

言
わ
ば
「
機
」
か
ら
「
法
」
へ
と
い
う
流
れ
の
極
限
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
次
項
で
は
所
謂
「
三
願
転
入
の
自
督
文
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
「
機
」
か
ら
「
法
」
へ
と
い
う
流
れ
に
対
し
、
「
法
」
か
ら
「
機
」

へ
と
い
う
流
れ
を
、
親
篭
が
「
方
便
」
の
働
き
と
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

て
い
る
か
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

一
ハ

愚
禿
釈
の
鷲
、
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
依
り
て
、
久
し
く
万

行
諸
善
の
仮
門
を
出
て
、
永
く
双
樹
林
下
の
往
生
を
離
る
、
善
本
徳
本
の

真
門
に
回
入
し
て
、
偏
に
難
思
往
生
の
心
を
発
し
き
。
然
る
に
、
今
ま
こ

と
に
方
便
の
真
門
を
出
て
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
。
速
か
に
難
思
往
生

の
心
を
離
れ
て
、
難
思
議
往
生
を
遂
げ
む
と
欲
ふ
。
果
遂
の
誓
ま
こ
と
に

（
犯
）

由
あ
る
か
な
。
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。

一
時
盛
ん
で
あ
っ
た
、
各
転
入
時
点
を
巡
る
議
論
に
直
接
立
入
る
積
り
は
な

い
。
指
摘
し
た
い
の
は
、
第
⑲
願
に
関
わ
る
「
双
樹
林
下
往
生
」
の
段
階
か
ら

の
脱
却
に
触
れ
た
「
永
く
」
、
「
離
る
」
と
い
う
表
現
の
明
快
さ
に
比
べ
、
第
加

願
に
関
わ
る
「
難
思
往
生
」
の
段
階
か
ら
の
脱
却
に
つ
い
て
は
「
速
か
に
」
、

「
離
れ
て
」
、
「
（
第
娼
願
に
因
る
）
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
ふ
」
と
、
微

妙
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
親
鶯
の
現
在
の
境
位
に

関
係
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
即
ち
、
第
旧
願
期
か
ら
の
脱
却
は
明
瞭
に
語
り
得

て
も
、
第
加
願
期
か
ら
の
脱
却
、
第
鳩
願
へ
の
帰
入
に
つ
い
て
は
、
「
離
れ
」
、

「
欲
ふ
」
と
い
う
表
現
に
言
い
と
ど
ま
ら
せ
る
要
素
が
伏
在
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

願
文
を
引
く
迄
も
な
く
、
第
岨
願
は
諸
行
（
「
修
諸
功
徳
」
）
を
、
第
加
願

は
念
仏
（
「
徳
本
」
と
し
て
の
「
名
号
」
）
を
説
き
、
そ
こ
に
は
行
形
態
の
明
瞭

な
差
異
が
存
す
る
。
親
鴬
の
場
合
も
、
第
四
願
か
ら
の
脱
却
が
、
諸
行
か
ら
念

仏
へ
の
移
行
（
「
選
択
」
）
を
意
味
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
機
」
か
ら
「
法
」
へ
と
い
う
流
れ
に
お
け
る
、
「
機
」
の
側
に
よ
る
自
覚
的

転
換
と
し
て
可
能
な
事
態
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
第
加
願
か
ら
の
脱
却
は
、

「
自
力
」
か
ら
「
他
力
」
へ
の
転
換
を
、
換
言
す
れ
ば
、
「
機
」
か
ら
「
法
」

へ
と
い
う
流
れ
そ
の
も
の
の
変
質
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
、
ど
う
し
て
も

「
機
」
自
身
に
よ
っ
て
は
脱
却
を
明
言
し
得
ぬ
理
由
が
あ
り
、
悲
嘆
・
反
省
と

い
う
親
篭
の
今
と
の
照
応
、
更
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
親
鴬
の
今
に
対
す
る
「
方

便
」
と
し
て
の
第
別
願
の
意
義
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
『
小
経
』
、
及
び
第
加
願
は
、
『
観
経
』
、
第
岨
願
が
「
自
力
」
行

者
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
「
自
力
念
仏
」
者
の
化
士
往
生
の
た
め
に
開
説
、

誓
願
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
『
小
経
』
に
関
す
る
部
分
を
引
け
ば
、
『
浄
土
三

経
往
生
文
類
』
（
略
本
）
に
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

弥
陀
経
往
生
と
い
ふ
は
、
不
果
遂
者
の
誓
願
に
よ
り
て
、
植
諸
徳
本
の
真

門
に
い
る
。
諸
善
万
行
を
賎
し
て
少
善
根
と
な
づ
け
た
り
。
善
本
・
徳
本

の
名
号
を
え
ら
び
て
、
多
善
根
・
多
功
徳
と
の
た
ま
へ
り
。
し
か
る
に
係

念
我
国
の
人
、
不
可
思
議
の
仏
力
を
疑
惑
し
て
信
受
せ
ず
、
善
本
・
徳
本

の
尊
号
を
、
お
の
れ
が
善
根
と
す
。
み
づ
か
ら
浄
土
に
廻
向
せ
し
む
、
こ

れ
を
『
弥
陀
経
』
の
宗
と
す
。
こ
の
ゆ
へ
に
弥
陀
経
往
生
と
い
ふ
、
他
力

の
中
の
自
力
な
り
。
尊
号
を
称
す
る
ゆ
へ
に
疑
城
胎
宮
に
む
ま
る
と
い
ゑ

ど
も
、
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
他
力
を
う
た
が
ふ
そ
の
つ
み
お
も
く

し
て
、
牢
獄
に
い
ま
し
め
ら
れ
て
い
の
ち
五
百
歳
な
り
。
尊
号
の
徳
に
よ

（
調
）

る
が
ゆ
へ
に
、
難
思
往
生
と
ま
ふ
す
な
り
。

確
か
に
、
「
こ
れ
を
『
弥
陀
経
』
の
宗
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
小
経
』
自

体
が
「
名
号
」
へ
の
「
自
力
」
的
関
わ
り
、
即
ち
「
自
力
念
仏
」
を
説
き
勧
め

て
い
る
か
の
如
く
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
先
に
引
い

た
『
観
経
』
解
説
段
と
は
若
干
差
違
も
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
即
ち
、

右
の
文
章
は
「
：
．
…
廻
向
せ
し
む
」
迄
が
全
て
経
の
内
容
を
語
る
も
の
と
は
考

え
難
い
。
直
接
に
経
の
内
容
を
語
る
の
は
「
不
果
遂
者
の
誓
願
に
よ
り
て
」
以

下
「
多
善
根
多
功
徳
と
の
た
ま
へ
り
」
迄
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
続
く
「
し
か
る

に
」
以
降
「
お
の
れ
が
善
根
と
す
」
迄
の
部
分
で
は
、
寧
ろ
、
そ
の
経
説
か
ら

背
き
出
ん
と
す
る
「
機
」
の
在
り
よ
う
へ
と
叙
述
の
中
心
が
移
動
し
て
い
る
。

（
弧
）

比
較
引
用
は
省
く
が
、
実
は
こ
の
あ
た
り
は
広
本
で
は
一
層
特
徴
的
で
あ
り
、

「
弥
陀
経
往
生
」
、
「
難
思
往
生
」
と
言
わ
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
、

「
方
便
」
と
し
て
の
「
法
」
た
る
『
小
経
』
が
「
自
力
念
仏
」
者
を
当
初
か
ら

乞
摂
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
は
疑
わ
し
い
節
が
あ
る
。
往
生
士
を
示

す
に
際
し
て
、
『
観
経
』
、
第
四
願
に
対
し
て
も
用
い
た
『
大
経
』
胎
化
段
の

（
弱
）

「
疑
城
胎
宮
」
を
引
き
な
が
ら
も
、
『
観
経
』
解
説
段
の
如
く
に
は
、
「
方
便

化
士
」
と
「
方
便
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
も
こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

で
は
『
小
経
』
開
説
の
本
来
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
『
化
身

（
妬
）

士
巻
』
に
も
「
『
小
本
』
に
は
、
唯
真
門
を
開
き
て
方
便
の
善
無
し
」
と
あ
る

よ
う
に
、
「
善
本
徳
本
の
名
号
」
開
示
に
あ
る
。
そ
し
て
、
「
名
号
」
開
示
と

は
親
鴬
に
お
い
て
、
弥
陀
の
真
実
心
の
開
示
で
あ
り
、
「
機
」
が
受
け
と
め
る

（
訂
）

べ
き
「
真
実
信
心
」
の
開
示
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
極
言
す
れ
ば
、
『
小

経
』
は
本
来
第
娼
願
を
開
示
す
る
経
な
の
で
あ
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
『
小
経
』
が
恰
も
「
自
力
念
仏
」
を
促
し
、
化
士
往
生
を
勧

め
る
か
の
如
き
相
を
呈
す
る
の
は
何
故
か
。
親
篭
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に

『
小
経
』
へ
と
関
わ
る
「
機
」
に
よ
る
。
『
小
経
』
そ
の
も
の
は
、
真
実
の

「
名
号
」
を
開
示
し
、
真
実
の
「
法
」
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
へ
と

関
わ
る
「
機
」
の
在
り
ょ
う
が
、
そ
の
「
法
」
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
を
自

ら
妨
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
親
簿
は
「
ま
こ
と
に
教
は
頓
に
し
て
根
は
漸
機
な

（
羽
）

り
」
と
言
い
表
し
て
い
る
。

こ
こ
に
『
小
経
』
に
は
、
「
機
」
に
従
っ
て
、
顕
彰
の
二
義
が
存
す
る
と
い

（
羽
）

う
理
解
が
生
ま
れ
る
。

顕
と
言
ふ
は
、
経
家
は
一
切
諸
行
の
少
善
を
嫌
碇
し
て
、
善
本
徳
本
の
真

門
を
開
示
し
、
自
利
の
一
心
を
励
ま
し
て
、
難
思
の
往
生
を
勧
む
。
：
．
…
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（
㈹
）

彰
と
言
ふ
は
、
真
実
難
信
の
法
を
彰
は
す
。

親
鴬
が
『
小
経
』
に
絡
め
て
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
「
名
号
」
と
し
て
廻

向
さ
れ
た
弥
陀
の
真
実
心
に
出
会
い
つ
つ
も
、
そ
れ
を
「
真
実
信
心
」
と
し
て

我
が
も
の
に
し
得
ぬ
「
機
」
の
姿
、
「
凡
夫
自
力
の
心
」
へ
と
閉
じ
込
も
る

「
機
」
の
姿
で
あ
る
。
「
名
号
」
に
対
し
て
「
自
力
」
的
に
し
か
関
わ
り
得
な

け
れ
ば
、
第
別
願
の
支
え
が
及
ぶ
と
は
い
え
、
化
士
往
生
に
と
ど
ま
る
。
し
か

も
、
先
に
も
触
れ
た
如
く
、
第
別
願
に
よ
る
化
士
往
生
、
即
ち
「
難
思
往
生
」

を
、
「
自
力
」
行
者
の
際
と
同
様
、
『
大
経
』
胎
化
段
に
基
づ
き
「
胎
生
」
と

、
、

捉
え
な
が
ら
も
、
親
鴬
は
、
「
自
力
」
行
者
の
時
に
も
ま
し
て
、
化
士
往
生
と

し
て
積
極
的
に
叙
述
す
る
姿
勢
を
欠
い
て
い
る
。
「
自
力
念
仏
」
者
の
化
士
往

生
に
は
甘
ん
じ
得
な
い
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。
何
故
か
。
そ
れ
は
「
自
力
念

仏
」
が
親
鴬
の
現
在
の
在
り
よ
う
と
も
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
観
経
』
、
及
び
第
砠
願
の
「
方
便
」
を
語
る
親
鴬
は
、
そ
の
浄
土
が
化
士

に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
語
り
得
る
点
に
お
い
て
、
も
は
や
『
観
経
』
の
行
者
’
第

灼
願
の
「
機
」
ｌ
た
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
即
ち
、
第

泊
願
が
承
え
る
こ
と
は
、
第
灼
願
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
裏
返
し

に
言
え
ば
、
過
去
久
遠
劫
来
の
親
鴬
が
そ
う
で
あ
っ
た
如
く
、
第
四
願
の
「
方

便
」
力
は
、
第
四
願
の
内
実
に
対
す
る
自
覚
が
な
く
と
も
行
者
に
及
ぶ
。
そ
し

（
“
）

て
、
真
実
の
「
名
号
」
に
出
会
っ
た
時
、
そ
れ
迄
の
自
己
の
「
法
」
へ
の
関
わ

り
が
「
方
便
」
と
し
て
の
そ
れ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
、
そ

こ
に
お
い
て
、
も
は
や
自
覚
的
に
顕
義
と
し
て
の
『
観
経
』
、
第
灼
願
へ
と
関

わ
る
姿
勢
か
ら
は
脱
却
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
第
加
願
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
。
勿
論
、
親
鴬
は
第
加
願
が

「
方
便
」
の
願
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
「
自
力
念
仏
」
の
何
た
る
か
を

知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
現
在
の
親
鴬
は
、
即
自
的
な
「
自
力
念

仏
」
者
’
第
加
願
の
「
機
」
ｌ
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
第
加
願
が
み
え

る
こ
と
は
必
ず
し
も
第
別
願
か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
な
い
。
も
と
よ
り
、
第
加

願
の
「
機
」
た
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
は
な
い
に
せ
よ
、
第
加
願
の
「
機
」
へ
と

転
落
す
る
可
能
性
は
絶
え
ず
つ
き
纒
う
。
「
名
号
」
に
出
会
っ
て
も
、
「
自
力
」

的
に
し
か
関
わ
り
得
ね
ば
、
化
士
の
行
者
へ
と
転
落
す
る
。
そ
れ
は
、
真
実
の

「
名
号
」
と
の
出
会
い
を
無
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
親
驚
の
嘆
き

は
深
い
。
到
底
、
化
士
へ
の
往
生
に
甘
ん
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
「
自
力
念
仏
」
者
は
ど
う
す
べ
き
か
。
ま
さ
に
今
、
此
士
に
お
い
て
、
そ

の
「
仏
智
疑
惑
」
と
い
う
「
本
罪
」
を
「
悔
責
」
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

か
か
る
親
鴬
の
姿
勢
を
と
り
わ
け
顕
著
に
表
し
て
い
る
も
の
に
『
仏
智
疑
惑

和
讃
』
と
通
称
さ
れ
る
和
讃
が
あ
る
。
そ
の
中
で
親
鷲
は
、
仏
智
に
随
順
し
得

ず
、
「
凡
夫
自
力
の
心
」
に
拘
わ
る
「
自
力
念
仏
」
者
の
様
子
を
余
す
所
な
く
描

出
し
つ
つ
、
そ
の
往
生
士
た
る
化
士
を
「
七
宝
の
獄
」
、
「
含
華
未
出
」
、
「
或
堕

宮
胎
」
等
と
、
専
ら
否
定
的
な
調
子
で
叙
述
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
首
を

、
、
、
、

仏
智
う
た
が
ふ
つ
ゑ
ふ
か
し
／
こ
の
心
お
も
ひ
し
る
な
ら
ば
／
く
ゆ
る
こ

、
、
、
、
、
、
、
、

入
ろ
を
む
ね
と
し
て
／
仏
智
の
不
思
議
を
た
の
む
べ
し

と
結
び
、
更
に

已
上
二
十
三
首
仏
智
不
思
議
の
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
を
う
た
が
ふ
つ
ゑ
と

（
極
）

が
を
し
ら
せ
ん
と
あ
ら
は
せ
る
な
り

と
言
い
添
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
浄
士
高
僧
和
讃
』
に
お
い
て
、
善
導
の
「
三
品
繊
悔
」
を
重
視
し

真
心
徹
到
す
る
ひ
と
は
／
金
剛
の
心
な
り
け
れ
ば
／
三
品
の
餓
悔
す
る
も

（
鯛
）

の
と
／
ひ
と
し
と
宗
師
は
の
た
ま
へ
り

五
五



七

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
く
る
と
、
親
鴬
の
今
に
お
け
る
、
「
方
便
」
と

し
て
の
第
加
願
の
位
置
も
定
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
「
名

号
」
と
出
会
っ
た
後
の
「
機
」
に
関
わ
る
第
加
願
は
、
表
向
き
「
自
力
念
仏
」

を
説
く
こ
と
を
通
し
て
、
逆
に
「
機
」
の
「
自
力
念
仏
」
へ
の
落
在
’
’
第
別

願
の
「
機
」
へ
の
転
落
ｌ
を
自
ら
戒
め
説
く
こ
と
を
そ
の
本
義
と
す
る
特
殊

な
願
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
は
、
『
観
経
』
、
第
四
願
の
「
方
便
」
意
は
、
親
欝
自
身
に
即
し
た
場
合
、

ど
う
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
ゑ
た
如
く
、
親
鴬
は
化
士
往
生
者
で

は
な
い
。
従
っ
て
、
化
士
↓
報
士
と
い
う
、
文
字
通
り
の
「
観
経
』
顕
義
に
お

け
る
「
方
便
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
に
も
拘
ら
ず
「
よ
り
て
願
力
に

：
．
…
」
と
い
わ
れ
る
中
に
は
、
当
然
、
『
観
経
』
、
第
旧
願
の
「
方
便
」
力
も

含
意
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
筍
も
原
初
の
発
心
が
、

煩
悩
と
の
拮
抗
に
お
い
て
「
凡
夫
自
力
の
心
」
と
い
う
形
で
は
あ
れ
、
発
起
せ

し
め
ら
れ
、
維
持
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
「
凡
夫
自
力
の
心
」
は
や
が
て
悲
嘆
・
反
省
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

は
あ
る
が
、
凡
夫
に
お
け
る
唯
一
の
発
心
の
形
態
と
い
い
得
る
。
故
に
そ
れ
は

「
法
」
を
聞
知
す
る
契
機
で
あ
り
、
以
後
も
「
方
便
」
と
し
て
の
「
法
」
力

を
受
け
る
受
け
皿
と
し
て
、
更
に
は
弥
陀
の
大
菩
提
心
へ
と
融
解
せ
し
め
る

「
機
」
の
側
の
八
求
道
Ｖ
心
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
第
加
願
は
、
言
わ
ば
「
機
」
か
ら
「
法
」
へ
と
い
う
八
求
道
Ｖ
の
極
限

の
場
面
で
、
そ
の
「
機
」
の
八
求
道
Ｖ
心
の
不
真
実
な
る
こ
と
を
絶
え
ず
想
起

と
述
べ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

八

以
上
論
じ
て
き
た
、
「
法
」
と
「
機
」
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
親
鴬
の
理

解
の
特
色
は
、
出
会
い
の
重
層
性
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、

「
機
」
か
ら
望
み
み
た
場
合
、
「
法
」
の
無
窮
性
と
し
て
現
れ
る
。
「
機
」
か
ら

「
法
」
へ
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
は
、
「
機
」
は
「
法
」
へ
と
無
限
に
接
近
し

て
ゆ
く
、
換
言
す
れ
ば
、
「
機
」
は
真
実
へ
の
道
を
歩
承
続
け
る
。
そ
の
様
子

を
親
鴬
は
、
善
導
の
二
河
白
道
峨
に
因
ん
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

せ
し
め
、
「
機
」
の
「
自
力
念
仏
」
化
を
戒
め
る
。
従
っ
て
、
第
刎
願
の
「
方

便
」
性
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
「
方
便
」
性
を
自
覚
し
て
初
め
て
力
を
発
揮
す

る
。
そ
の
点
、
「
機
」
の
自
覚
を
俟
た
ず
「
方
便
」
力
が
及
び
、
し
か
も
、
そ

の
「
方
便
」
の
内
実
を
自
覚
し
た
時
点
で
、
も
は
や
「
方
便
」
と
し
て
の
働
き

（
「
凡
夫
自
力
の
心
」
と
い
う
形
で
の
八
求
道
Ｖ
心
の
発
起
、
維
持
）
は
止
ん

で
い
る
と
い
う
第
四
願
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。
「
仏
智
疑
惑
」
の
罪
の
大

な
る
こ
と
を
告
げ
、
そ
の
「
本
罪
」
を
「
悔
責
」
し
て
仏
智
に
随
順
せ
ん
こ
と

を
説
く
第
別
願
の
「
方
便
」
性
は
、
現
在
の
親
鴬
に
お
い
て
こ
そ
、
生
き
生
き

と
機
能
し
て
い
る
と
承
る
べ
き
で
あ
る
。
先
程
の
「
三
願
転
入
の
自
督
文
」
に

お
い
て
「
今
ま
こ
と
に
方
便
の
真
門
介
坐
宋
加
願
に
よ
る
化
士
往
生
）
を
い
で

て
：
：
：
」
と
語
る
親
鴬
の
「
今
」
性
は
こ
こ
に
あ
り
、
「
果
遂
の
誓
ま
こ
と
に
由

あ
る
か
な
。
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
」
と
は
、

表
面
上
の
願
意
（
化
土
往
生
）
を
超
え
た
第
加
願
の
「
方
便
」
意
の
奥
深
さ

（
「
果
遂
の
誓
」
）
、
更
に
は
、
第
四
願
、
加
願
を
通
し
て
働
き
続
け
る
願
力
の

幅
広
さ
（
「
久
し
く
願
海
に
」
）
を
述
べ
た
も
の
と
ゑ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

五
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註

親
鴬
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
定
本
親
鷲
聖
人
全
集
』
（
法
蔵
館
）
に
よ
り
、

巻
数
、
頁
数
を
示
し
た
。

（
１
）
『
信
巻
』
三
心
一
心
問
答
１
１
閲
ｌ
Ⅱ
。

（
２
）
例
え
ば
津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研

究
』
（
岩
波
文
庫
版
二
）
。
な
お
、
こ
の
津
田
疑
問
を
扱
っ
た
も
の
に

『
わ
た
し
ひ
と
り
の
親
鴬
』
（
古
田
武
彦
）
が
あ
る
。

（
３
）
『
恵
信
尼
文
書
』
三
に
よ
る
。

（
４
）
『
唯
信
抄
文
意
』
（
専
修
寺
本
）
３
１
川
。
な
お
、
異
本
（
『
真

、

宗
聖
教
全
書
』
所
収
）
に
「
自
力
の
大
菩
提
心
」
と
あ
り
、
（
６
）
の

和
讃
の
記
述
と
も
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
叙
述
で
は
「
自
力
の

（
大
）
菩
提
心
」
と
記
し
た
。

（
５
）
『
親
鶯
思
想
』
Ⅲ
頁
以
下
。

（
６
）
『
正
像
末
和
讃
』
２
１
冊
。

（
７
）
１
１
Ⅲ
。

（
８
）
「
凡
夫
自
力
の
心
」
の
用
例
は
『
浄
土
文
類
聚
妙
』
（
２
１
剛
）
、

『
尊
号
真
像
銘
文
』
（
３
１
岨
）
。

（
９
）
『
信
巻
』
二
双
四
重
判
１
１
冊
。

（
Ⅷ
）
『
高
僧
和
讃
』
２
１
別
。

か
上
る
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
ら
、
願
力
の
白
道
を
一
分
二
分
や
う
ｊ
、
づ
坐

あ
ゆ
ゑ
ゆ
け
ば
、
無
職
光
仏
の
ひ
か
り
の
御
こ
坐
ろ
に
お
さ
め
と
り
た
ま

ふ
が
ゆ
へ
に
、
・
・
…
・
二
河
の
た
と
え
に
、
一
分
二
分
ゆ
く
と
い
ふ
は
、
一

（
“
）

年
二
年
す
ぎ
ゆ
く
に
た
と
え
た
る
な
り
。

（
Ⅱ
）
『
愚
禿
妙
』
（
２
１
４
１
５
）
で
は
、
堅
超
、
堅
出
を
各
々
、
聖
道

の
実
教
、
権
教
に
明
瞭
に
配
当
し
、
堅
超
を
「
即
身
是
仏
、
即
身
成
仏

等
の
証
果
な
り
」
、
堅
出
を
「
歴
劫
修
行
の
証
な
り
」
と
釈
し
て
い

る
。
な
お
、
親
驚
の
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
を
、
こ
の
堅
の
菩
提

心
と
解
す
る
む
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
親
鶯
自
身
が
（
６
）
の

和
讃
に
お
い
て
「
聖
道
自
力
の
菩
提
心
／
こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
お
よ
ば

れ
ず
／
常
没
流
転
の
凡
愚
は
／
い
か
で
か
発
起
せ
し
む
く
し
」
と
、
弥

勒
の
如
き
存
在
を
除
い
て
は
発
起
そ
の
も
の
を
至
難
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
久
遠
の
過
去
の
「
自
力
の
（
大
）
菩
提
心
」
に
し
て
既
に
浄
土

を
志
向
し
て
い
た
、
浄
土
願
生
心
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
胆
）
『
化
身
士
巻
』
１
１
川
ｌ
川
。

（
旧
）
１
１
牡
。

（
Ｍ
）
『
化
身
士
巻
』
１
１
川
Ｉ
洲
。

（
咽
）
『
浄
士
三
経
往
生
文
類
』
（
略
本
）
３
１
７
１
８
。

（
肥
）
後
の
宗
学
に
お
い
て
、
化
士
往
生
の
内
実
、
わ
け
て
も
そ
の
業
因
が

盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
（
『
教
行
信
証
講
義
集
成
』
八
ｌ
川

ｌ
棚
）

（
Ⅳ
）
１
１
筋
。

０
０
０

（
肥
）
２
１
川

（
旧
）
「
然
に
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
界
に
漂
没
し

て
、
真
実
の
回
向
心
無
し
、
清
浄
の
回
向
心
無
し
・
」
（
『
信
巻
』
欲
生

釈
１
１
Ｍ
）
等
。

（
別
）
『
浄
土
文
類
聚
抄
』
（
２
１
剛
）
等
。

（
劃
）
『
唯
信
抄
文
意
』
３
１
Ⅲ
。

五
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（
蛇
）
『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』
３
１
洲
。

（
羽
）
『
尊
号
真
像
銘
文
』
３
１
蛇
。

（
創
）
１
１
７
。

（
妬
）
『
化
身
士
巻
』
１
１
洲
。

（
恥
）
３
１
Ｗ
ｌ
Ⅲ
。

（
〃
）
『
浄
土
三
部
経
』
（
岩
波
文
庫
版
）
下
腿
Ｉ
Ⅶ
。

（
肥
）
『
浄
士
三
部
経
』
（
岩
波
文
庫
版
）
上
川
以
下
。

（
羽
）
『
化
身
士
巻
』
１
１
川
。

（
帥
）
註
（
肥
）
に
同
じ
。

（
別
）
趣
旨
は
若
干
異
な
る
が
、
田
中
久
文
氏
も
曠
劫
流
転
の
場
と
し
て
の

此
士
と
、
化
士
と
の
重
な
り
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
（
『
親
鴬
の
誇
法

観
』
川
頁
、
「
現
代
思
想
」
岨
Ｉ
ｕ
所
収
。
）

（
塊
）
『
化
身
士
巻
』
１
１
洲
。

（
銘
）
３
１
旧
１
Ｍ
。

（
別
）
３
１
弘
。
筆
者
は
、
広
本
よ
り
も
ま
だ
し
も
略
本
の
方
が
、
『
小
経
』

へ
と
「
自
力
念
仏
」
者
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
い
と
ゑ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
両
本
の
成
立
事
情
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
鍵
と

成
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

（
弱
）
３
１
旧
・

（
胡
）
１
１
洲
。

（
訂
）
「
恒
沙
塵
数
の
如
来
は
／
万
行
の
少
善
き
ら
ひ
つ
上
／
名
号
不
思
議

の
信
心
を
／
ひ
と
し
く
ひ
と
へ
に
す
上
め
し
む
」
（
『
浄
士
和
讃
』
弥
陀

経
意
２
１
別
）
・

（
犯
）
『
化
身
士
巻
』
１
１
洲
。
な
お
、
こ
れ
は
古
来
、
「
機
の
失
」
と

い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
釣
）
『
観
経
』
に
も
顕
彰
二
義
が
存
す
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

『
観
経
』
も
ま
た
彰
義
に
お
い
て
は
第
旧
願
を
開
示
し
て
い
る
（
１
１

川
）
・
し
か
る
に
、
「
方
便
」
の
顕
義
に
つ
い
て
は
、
『
観
経
』
は
そ

れ
を
経
文
の
上
に
露
に
し
、
そ
の
意
味
で
、
言
わ
ば
「
法
」
の
限
定
態

た
り
得
て
い
る
の
に
対
し
、
『
小
経
』
の
顕
義
は
経
文
の
上
に
露
に
記

さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
名
号
」
開
示
の
場
面
に
お
け
る
、
「
方

便
」
と
し
て
の
「
法
」
の
限
定
態
は
、
第
加
願
の
方
が
そ
の
役
割
を
担

う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
こ
と
は
、
『
小
経
』
の
開
説
者

た
る
釈
尊
と
第
加
願
の
誓
願
者
た
る
弥
陀
と
の
位
置
関
係
に
関
わ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

○
ベ
Ｊ
Ｏ

（
棚
）
『
化
身
士
巻
』
１
１
別

（
岨
）
親
鷲
に
お
い
て
、
第
四
願
期
か
ら
の
脱
却
の
、
言
わ
ば
外
的
契
機
と

し
て
、
「
名
号
」
と
の
出
会
い
と
い
っ
た
事
態
が
あ
り
、
そ
れ
が
善
知

識
た
る
師
法
然
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
言
う
迄
も
な
い
。
「
曠
劫
多
生
の
あ
ひ
だ
に
も
／
出
難
の
強
縁
し
ら

ざ
り
き
／
本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ぱ
／
こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま

し
」
（
『
高
僧
和
讃
』
２
１
剛
）
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
た
「
源
空
勢
至
と
示
現
し
／
あ
る
ひ
は
弥
陀
と
顕
現
す
／
：
：
・
・
諸
仏

方
便
と
き
い
た
り
／
源
空
ひ
じ
り
と
し
め
し
つ
上
／
無
上
の
信
心
お
し

へ
て
ぞ
／
浬
藥
の
か
ど
を
ぱ
ひ
ら
き
け
る
／
：
。
：
．
阿
弥
陀
如
来
化
し
て

こ
そ
／
本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ
」
（
同
剛
ｌ
剛
）
と
も
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
法
然
を
弥
陀
の
化
身
と
捉
え
、
そ
の
法
然
と
の
出
会
い
を
も
、

「
方
便
」
と
し
て
の
「
法
」
の
働
き
と
承
る
視
点
を
親
鴬
は
も
っ
て
い

五
八
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る
。
化
土
往
生
を
遂
げ
得
な
い
で
い
る
「
自
力
」
行
者
に
対
し
、
真
実

の
「
名
号
」
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
第
旧
願
期
か
ら
の
脱
却
を
促
す
と

い
う
、
こ
の
弥
陀
の
化
身
と
し
て
の
法
然
像
は
、
親
鴬
の
説
く
「
還
相

廻
向
」
の
具
体
像
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ほ
ど
力
説
さ
れ
ぬ

〃
化
士
↓
報
士
〃
と
い
う
ル
ー
ト
と
共
に
、
彼
の
救
済
の
構
造
の
支
柱

を
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２
１
９
Ｉ

ｎ
ｕ
Ｊ
、
ｄ
ｌ
ｌ
Ｏ

ｌ
２

2 2

1 1
ll4 199
0 ，

ｎ
Ｕ
Ｏ

『
一
念
多
念
文
意
』
３
１
５１

（
東
京
大
学
大
学
院
院
生
）

五
九


