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親
鸞
聖
人
の
時
代
と
今
の
時
代
と
を
比
べ
、
何
が
一
番
違
っ
て
い
る
か
を
考
え
た
と
き
、「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
が
課
題
に
な
り
に

く
い
の
が
今
の
時
代
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
時
代
、
す
な
わ
ち
日
本
中
世
の
時
代
は
、
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、「
生

死
出
づ
べ
き
道
」
が
課
題
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
す
。「
悪
し
き
に
つ
け
」
と
言
っ
た
の
は
、
例
え
ば
、
年
貢
を
払
わ
な
い
と
地
獄
に

落
ち
る
と
い
う
無
茶
な
因
果
論
で
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
言
う
と
、
税
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
理
屈
で
、
そ

ん
な
こ
と
を
信
じ
て
い
る
人
は
居
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
地
獄
も
極
楽
も
、
誰
も
見
て
き
た
者
は
居
な
い
と
済
ま
し
て
い
ま
す
。

　

科
学
が
発
達
し
た
か
ら
、
地
獄
も
極
楽
も
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
お
釈
迦
様
の
時
代
も
す
で
に
、
自
分
の
目
に
す
る

も
の
以
外
は
信
じ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
涅ね

槃は
ん

経
』
と
い
う
経
典
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

は
、
王
子
だ
っ
た
と
き
に
父
親
の
頻び
ん

婆ば

娑さ
ー

羅ら

王
を
死
に
至
ら
し
め
、
自
ら
が
王
に
な
り
ま
し
た
。
晩
年
、
良
心
の
呵か

責し
ゃ
く

に
さ
い
な

ま
れ
、
背
中
に
で
き
も
の
が
で
き
て
、
悪
臭
を
放
ち
、
心
身
と
も
に
疲
弊
し
ま
す
。
医
師
や
薬
師
を
手
配
し
ま
す
が
、
心
の
病
か
ら
来

仏
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て
い
る
と
判
断
し
ま
す
。
心
の
病
と
は
、
父
親
を
殺
し
、
地
獄
行
き
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
心
で
す
。
こ
の
苦
悩
の
解
決
に
、

六
師
外
道
と
言
わ
れ
る
当
時
の
知
識
人
た
ち
を
招
き
ま
す
。「
外
道
」
と
は
、今
の
感
覚
で
は
、道
を
外
し
た
人
の
よ
う
に
、悪
い
イ
メ
ー

ジ
で
す
が
、
元
は
お
釈
迦
様
以
外
の
道
を
示
し
た
人
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
で
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
彼
ら
は
、

ど
ん
な
解
決
の
道
を
示
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　

最
初
の
家
臣
、
月が
っ

称し
ょ
う

は
、「
王
様
は
地
獄
行
き
の
苦
し
み
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
地
獄
と
い
っ
て
も
、
誰
も
見
て
き

た
者
は
お
り
ま
せ
ん
」
と
進
言
し
ま
す
。
こ
れ
を
聞
い
て
、「
そ
う
だ
っ
た
。
何
を
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
た
ん
だ
」
と
心

が
晴
れ
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
さ
ら
に
次
々
と
六
師
外
道
を
招
く
の
で
す
。
ど
の
論
理
を
聞
い

て
も
得
心
が
い
か
ず
、
最
後
に
耆ぎ

婆ば

と
言
う
家
臣
の
勧
め
に
応
じ
、
お
釈
迦
様
の
元
に
行
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
お
釈
迦
様
の
月
愛
三
昧

と
い
う
手
だ
て
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。『
涅
槃
経
』
は
こ
の
経
緯
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
釈
迦
様
の
時
代
に
お
い

て
も
、
自
分
の
目
に
す
る
も
の
以
外
は
信
じ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
し
か
も
、
不
安
や
恐
怖
は
、
こ
の
理
屈
で
は
解
決
で
き
な

い
こ
と
が
明
確
な
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
ま
す
。
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
で
は
、「
蟪け
い

蛄こ

は
春
秋
を
識
ら
ず
」
と
い
う
中
国
の
故
事
を
引
い
て
い
ま
す
。「
蟪

蛄
」
と
は
セ
ミ
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
普
通
名
詞
で
す
。「
春
秋
を
知
ら
ず
」
は
「
春
、
秋
を
知
ら
な
い
」
と
書
き

ま
す
が
、
一
般
に
は
一
年
全
体
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
セ
ミ
は
七
年
か
ら
十
年
の
間
、
幼
虫
と
し
て
地
中
で
過
ご
し
、
あ
る
年
の
夏
に

地
上
に
出
て
、
一
週
間
ば
か
り
ミ
ン
ミ
ン
と
鳴
い
て
一
生
を
終
え
ま
す
。
つ
ま
り
セ
ミ
に
と
っ
て
、
地
上
の
世
界
は
夏
し
か
知
り
ま
せ

ん
。
春
、
秋
、
冬
を
知
ら
な
い
の
で
、
夏
以
外
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
た
ち
人
間
は
、
春
や
秋
や
冬
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
私
た
ち
に
置
き
換
え
ま
す
と
、
五
十
年
か
百
年
と
い
う
わ
ず
か
な
期
間
で
、
セ
ミ
が
ミ
ン
ミ
ン
ミ
ン

な
ら
、
私
た
ち
は
カ
ネ
カ
ネ
カ
ネ
と
鳴
い
て
死
ん
で
い
く
の
で
す
。
曇
鸞
大
師
は
、「
そ
れ
で
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
言
い
ま
す
。
そ
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し
て
、「
こ
の
虫
、
あ
に
朱
陽
の
節
を
知
ら
ん
や
」
と
続
き
ま
す
。「
朱
陽
」
と
は
、
夏
の
こ
と
で
す
。
セ
ミ
は
夏
な
ら
知
っ
て
る
だ
ろ

う
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
年
の
な
り
わ
い
を
知
ら
な
い
た
め
、
夏
の
夏
た
る
所
以
を
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、「
こ
の
虫
、

あ
に
朱
陽
の
節
を
知
ら
ん
や
」
で
す
。
こ
れ
を
私
た
ち
に
ス
ラ
イ
ド
す
る
と
、
セ
ミ
が
地
中
か
ら
地
上
に
出
て
き
た
よ
う
に
、
私
た
ち

は
こ
の
人
間
境
涯
に
生
を
受
け
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
人
間
に
生
ま
れ
た
の
に
、
何
の
た
め
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
を
見
失
っ

て
い
る
。
そ
れ
が
、「
こ
の
虫
、
あ
に
朱
陽
の
節
を
知
ら
ん
や
」
で
す
。

　

私
は
い
い
か
げ
ん
な
も
の
ば
か
り
書
い
て
い
ま
す
が
、
一
応
研
究
者
の
端
く
れ
と
し
て
、
裏
を
取
り
に
、
自
宅
の
書
庫
へ
向
か
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
書
庫
に
入
っ
た
途
端
、
何
を
し
に
来
た
の
か
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
頻
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
を

探
し
に
来
た
は
ず
で
、
本
棚
を
上
か
ら
下
か
ら
右
も
左
も
見
る
の
で
す
が
、
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
次
の
棚
を
ハ
ン
ド
ル
で
く
る
く
る
回

し
て
も
、
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ま
た
書
斎
に
戻
る
と
、「
そ
う
そ
う
、
あ
れ
を
調
べ
に
行
っ
た
ん
だ
」
と
思
い
出
す
の
で
す
。

わ
ざ
わ
ざ
京
都
女
子
大
ま
で
来
て
、
私
の
愚
か
な
話
が
し
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書
庫
に
入
っ
た
途
端
、
何
を
探
し
に
き
た
か

分
か
ら
ず
、
書
斎
に
戻
っ
て
思
い
出
す
、
今
の
状
況
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
次
の
こ
と
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
は
、
人
間
境

涯
と
い
う
部
屋
に
入
っ
た
途
端
に
、
何
を
し
に
こ
の
人
間
境
涯
に
生
ま
れ
て
き
た
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
、
右
往
左
往
ば
か
り
し
て
い

る
。
せ
っ
か
く
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
そ
の
所
詮
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
の
在
り
方
が
、「
こ
の
虫
あ
に
朱
陽
の
節
を
知
ら
ん
や
」
で
す
。

こ
の
朱
陽
の
節
を
知
る
に
は
、「
知
る
も
の
、
こ
れ
を
言
う
の
み
」
と
あ
り
ま
す
。
分
か
っ
て
い
る
人
に
聞
く
し
か
な
い
の
で
す
。

　

山
で
道
に
迷
っ
た
と
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
私
も
中
学
生
の
頃
、
広
島
県
の
田
舎
に
生
ま
れ
、
同
級
生
と
近
く
の
山
に
遊
び
に
行
き

ま
し
た
。
遊
び
過
ぎ
て
、
日
が
陰
っ
て
き
た
の
で
急
い
で
帰
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
近
道
し
よ
う
と
し
た
の
が
失
敗
の
も
と
で
す
。
方

角
が
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、
人
家
の
明
か
り
が
見
え
ま
し
た
が
、
今
か
ら
言
う
例
え
は
違
い
ま
す
。
山

で
道
に
迷
っ
た
と
き
、
遠
く
に
人
影
を
見
つ
け
、
こ
れ
で
助
か
っ
た
と
思
い
、
一
目
散
に
駆
け
寄
り
ま
す
。
息
を
切
ら
し
な
が
ら
、「
助
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か
り
ま
し
た
。
道
に
迷
っ
て
困
っ
て
た
ん
で
す
」
と
話
し
か
け
て
も
、「
僕
も
道
に
迷
っ
て
困
っ
て
た
ん
で
す
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
、

何
の
解
決
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
帰
る
道
が
分
か
る
人
に
出
あ
わ
な
い
と
解
決
に
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
、
迷
い
か
ら
抜
け
出
る
に
は
、
分
か
っ
て
い
る
人
に
聞
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
凡
夫
は
い
く
ら
集
ま
っ
て
も
、
凡
夫
は
凡

夫
の
ま
ま
で
す
。

　

今
、
二
つ
例
を
挙
げ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
と
か
く
、
自
分
の
目
に
す
る
も
の
以
外
は
信
じ
ま
せ
ん
。
で
も
、「
見
え
な
い
こ
と
」と「
存

在
し
な
い
こ
と
」
と
は
、
決
し
て
同
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
に
は
見
え
ず
と
も
実
在
す
る
も
の
は
、
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
昔
の
人

は
、
風
に
例
え
ま
し
た
。
風
は
、
直
接
目
に
見
え
ま
せ
ん
が
、
窓
の
外
に
、
木
々
の
枝
や
葉
が
揺
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
今
日
は
風
が

吹
い
て
い
る
」
と
分
か
り
ま
す
。
目
に
は
見
え
な
く
て
も
、
働
き
に
よ
っ
て
知
る
の
で
す
。
あ
ま
り
い
い
例
え
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
十
年
余
り
前
、
福
島
で
大
き
な
原
発
事
故
が
起
こ
り
ま
し
た
。
放
射
線
は
見
え
ま
せ
ん
。
目
に
見
え
な
い
も
の
に
な
ぜ
心
配

を
す
る
の
か
と
暢
気
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
放
射
線
は
見
え
ず
と
も
、
放
射
能
の
働
き
と
し
て
現
実
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
す
。

　

本
願
力
も
、
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
大
体
、「
力
」
自
体
は
、
直
接
目
に
見
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
の
腕
を
曲
げ
る
と
力

こ
ぶ
は
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
力
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
筋
肉
が
曲
が
っ
て
膨
れ
た
だ
け
で
す
。
こ
こ
に
演
台
が
あ
り
ま
す
。
私
が
こ

の
演
台
を
動
か
そ
う
と
し
て
も
重
く
て
動
か
な
い
。
そ
の
と
き
、
誰
か
が
簡
単
に
動
か
し
て
く
れ
た
。
す
る
と
、
こ
の
人
は
力
持
ち
だ

と
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
力
と
は
、
力
そ
の
も
の
が
見
え
る
の
で
は
な
く
、
働
き
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
す
。
で
は
、
本
願
力
は

ど
う
知
ら
さ
れ
る
か
。
私
の
場
合
、
こ
の
口
は
ろ
く
な
口
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
の
悪
口
を
言
う
の
が
大
好
き
で
、
あ
る
い
は
、
す
ぐ

愚
痴
を
こ
ぼ
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
な
ぜ
か
時
折
、
お
念
仏
が
出
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
私
の
不
実
な
心
か
ら
出
る
は
ず
が
な
い
。
出
る

は
ず
の
な
い
お
念
仏
が
出
て
く
だ
さ
る
の
は
、
本
願
力
の
働
き
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
目
は
、
そ
ん
な
に
い
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
人
の
悪
い
と
こ
ろ
は
よ
く
見
え
る
の
に
、
自
分
の
悪
い
と
こ
ろ
は
気
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が
つ
き
ま
せ
ん
。
耳
も
そ
う
で
す
。
他
人
の
悪
口
は
う
そ
で
も
面
白
い
で
す
が
、
自
分
の
悪
口
は
本
当
で
も
腹
が
立
つ
。
こ
れ
は
、
目

や
耳
が
自
分
中
心
の
働
き
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
昔
の
説
教
に
、
目
と
耳
は
仲
が
悪
い
と
い
う
ネ
タ
が
あ
り
ま
し
た
。
目
と
耳
が
、

お
互
い
に
我
を
張
る
説
教
ネ
タ
で
す
が
、
本
当
は
仲
が
い
い
の
で
す
。
証
明
し
ま
し
ょ
う
。
も
う
一
時
間
ぐ
ら
い
話
し
ま
し
た
。
そ
ろ

そ
ろ
睡
魔
が
襲
っ
て
き
ま
す
。
ま
ず
、
目
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
し
ま
す
。「
も
う
耐
え
ら
れ
ん
。
ど
う
や
ら
大
事
な
話
ら
し
い
ん
だ

が
耐
え
ら
れ
ん
。
私
は
寝
る
か
ら
、す
ま
ん
が
耳
さ
ん
。
あ
ん
た
、よ
う
聞
い
と
い
て
く
れ
」
と
目
が
耳
に
言
う
。
す
る
と
、耳
は
、「
目

さ
ん
や
目
さ
ん
や
。
そ
ん
な
つ
れ
な
い
こ
と
言
う
て
く
れ
る
な
。
長
年
連
れ
添
っ
て
き
た
仲
や
な
い
か
。
あ
ん
た
が
寝
る
な
ら
、
わ
し

も
寝
る
」
と
、
耳
も
休
む
の
で
す
。

　
「
目
に
見
え
な
い
」
こ
と
と
「
存
在
し
な
い
こ
と
」
と
は
同
義
で
は
な
い
と
言
い
ま
し
た
。「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

に
戻
し
ま
す
と
、な
ぜ
課
題
に
な
り
に
く
い
の
か
を
、別
の
視
点
で
話
し
ま
す
。
そ
れ
は
、「
自
分
が
迷
っ
て
い
る
こ
と
に
自
覚
が
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
生
死
」
と
は
、
生
ま
れ
て
は
死
に
、
生
ま
れ
て
は
死
に
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
こ
れ
を
輪
に
例
え
る
の
が
、「
正
信
偈
」
の
「
生
死

輪
転
の
家
（
生
死
輪
転
家
）」
で
す
。
仏
道
は
、
こ
の
迷
い
の
輪
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
の
が
今
回

の
講
題
で
す
。
で
も
、「
自
分
が
迷
っ
て
い
る
」
自
覚
が
な
か
っ
た
ら
、
迷
い
の
輪
か
ら
抜
け
出
る
意
志
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の

こ
と
は
自
分
が
一
番
よ
く
分
か
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
少
し
体
の
調
子
が
悪
く
て
も
、
い
つ
も
の
風
邪
だ
と
、
自
分
で

大
体
分
か
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
が
一
番
よ
く
分
か
っ
て
い
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
酔
っ
ぱ

ら
っ
た
人
ほ
ど
、「
私
は
酔
っ
て
い
な
い
」
と
主
張
し
ま
す
。
広
島
弁
で
言
う
と
、「
わ
し
ゃ
、
酔
う
と
ら
ん
け
ぇ
の
」
と
な
り
ま
す
。

こ
う
な
っ
た
ら
、
も
う
、
こ
の
人
に
酒
を
勧
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
人
ほ
ど
、
自
分
が
酔
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付

か
な
い
も
の
で
す
。
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他
人
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
「
自
分
は
若
い
」
と
思
い
込
ん
で
い
ま
す
。
同
級
生
に
会
っ
て
も
、
彼
ら
の
変
わ
り
果
て
た
姿

を
見
る
に
つ
け
、「
自
分
は
若
い
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
研
究
所
の
同
僚
た
ち
と
近
く
の
お
店
に
行
っ
た
と
き
も
、
私
が
店
員

さ
ん
に
、「
こ
の
中
で
誰
が
一
番
若
い
と
思
う
」
と
聞
く
と
、
し
つ
け
が
よ
く
で
き
て
い
て
、「
誰
が
一
番
若
く
見
え
る
？
」
と
聞
く
人

は
、「
自
分
が
そ
う
言
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
解
っ
て
い
る
よ
う
で
、「
そ
れ
は
お
客
様
で
す
よ
」
と
満
面
の
笑
み
で
言
っ
て
く
れ
ま
す
。

「
そ
う
か
。
正
直
な
い
い
子
だ
ね
。
じ
ゃ
あ
、
も
う
一
本
」
と
な
り
ま
す
。

　

同
級
生
と
比
べ
て
若
い
と
思
い
ま
す
し
、
周
り
の
女
の
子
も
そ
う
言
っ
て
く
れ
る
。
調
子
に
乗
っ
て
い
る
と
、
十
年
余
り
前
、
研
究

所
に
着
任
し
て
す
ぐ
に
、
ス
ト
レ
ス
性
十
二
指
腸
潰
瘍
に
な
り
ま
し
た
。
朝
、
気
分
が
悪
く
て
目
が
覚
め
、
の
た
う
ち
回
る
ほ
ど
で
し

た
。
吐
い
た
ら
楽
に
な
る
と
思
っ
て
、
ト
イ
レ
で
吐
い
た
ら
、
便
器
が
真
っ
赤
な
の
で
す
。
こ
れ
に
は
仰
天
し
て
、
妻
に
車
で
送
っ
て

も
ら
っ
て
、
近
く
の
消
化
器
系
病
院
に
行
き
ま
し
た
。
胃
カ
メ
ラ
を
飲
ん
だ
り
、
エ
コ
ー
を
か
け
た
り
し
て
い
る
と
、
ピ
ー
ポ
ー
ピ
ー

ポ
ー
と
救
急
車
の
音
が
し
ま
す
。
誰
か
こ
こ
に
搬
送
さ
れ
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
私
が
搬
送
さ
れ
る
救
急
車
で
し
た
。
総
合
病
院
に
運

ば
れ
、
こ
こ
で
も
ま
た
検
査
を
受
け
ま
し
た
。
部
分
麻
酔
で
す
か
ら
、
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
医
者
た
ち
が
、「
こ
れ
は
腸
閉
塞
だ
な
。

腸
閉
塞
の
典
型
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
こ
れ
は
大
変
だ
」
と
思
い
ま
し
た
。
眠
く
な
っ
た
の
か
、
う
と
う
と
し
て
し
ま
い
、

夕
方
、
目
が
覚
め
ま
し
た
。
す
る
と
ベ
ッ
ド
の
足
元
に
人
影
が
あ
る
の
で
す
。
私
の
主
治
医
で
し
た
。「
大
変
で
し
た
ね
」
と
ね
ぎ
ら

い
の
言
葉
を
か
け
て
く
れ
た
後
、「
あ
な
た
は
も
う
若
く
な
い
ん
で
す
か
ら
、
無
理
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
今

ま
で
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
他
人
と
比
べ
て
若
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
若
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
本
人
が
気
付

い
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
は
、
皆
さ
ん
も
同
じ
な
の
で
す
。
自
分
の
明
日
が
本
当
に
分
か
っ
て
い
る
人
は
お
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
こ
と
は
自
分
が
一
番
よ
く

分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、「
迷
っ
て
い
る
自
覚
が
な
い
」
だ
け
な
の
で
す
。
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も
う
一
つ
。
今
の
時
代
は
、
少
な
く
と
も
物
質
的
に
は
便
利
で
快
適
で
す
か
ら
、「
信
心
や
念
仏
な
ど
な
く
て
も
、
何
の
不
自
由
も

な
い
」
と
い
う
風
潮
で
す
。
二
年
以
上
が
経
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
で
不
便
と
窮
屈
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
便

利
で
快
適
で
す
か
ら
、「
今
更
信
心
や
念
仏
が
な
く
て
も
、
何
の
不
自
由
も
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
し
ょ
う
。

　

ど
う
い
う
と
き
に
不
自
由
と
認
識
し
、
何
を
自
由
と
考
え
ま
す
か
。
通
例
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
る
こ
と
を
自
由
と
考
え
ま
す

ね
。
年
を
と
っ
て
く
る
と
、
若
い
と
き
は
簡
単
に
で
き
た
こ
と
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
と
き
不
自
由
を
感
じ
ま
す
。

反
対
に
、
若
い
頃
は
元
気
が
あ
り
余
っ
て
い
る
の
に
、
学
校
の
規
則
が
厳
し
い
、
家
庭
の
し
つ
け
が
厳
し
い
。
こ
う
い
う
と
き
も
不
自

由
を
感
じ
ま
す
。
尾
崎
豊
と
言
う
歌
手
が
亡
く
な
っ
て
、
も
う
三
十
年
ぐ
ら
い
経
ち
ま
す
。
彼
が
、「
卒
業
」
と
い
う
自
作
の
曲
を
歌
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
最
後
の
決
め
台
詞
が
「
支
配
か
ら
の
卒
業
」
で
す
。
校
則
に
縛
ら
れ
る
閉
塞
感
を
歌
い
、
多
く
の
若
者
の
共
感
を

得
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
自
由
」
と
は
、
縛
ら
れ
な
い
と
き
に
感
じ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
る
こ
と
を
自
由
と
考
え
る
の
が
普
通
だ
と
思
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は
、
自
分
の
思
い
ど
お

り
を
自
由
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
は
、
欲
望
と
い
う
煩
悩
に
支
配
さ
れ
て
い
る
状
態
だ
か
ら
で

す
。
本
当
の
自
由
と
は
、
煩
悩
の
支
配
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
解
脱
や
涅
槃
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。

　

仏
教
で
は
、
本
当
の
自
由
を
、
例
え
ば
、「
六
神
通
」
と
言
う
概
念
で
表
し
ま
す
。
そ
の
中
に
「
漏
尽
通
」
が
あ
り
ま
す
。「
漏
れ
る
」

と
は
煩
悩
の
こ
と
で
、
煩
悩
が
漏
れ
出
し
て
い
る
状
態
が
私
た
ち
で
す
。「
尽
」
は
、
な
く
す
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、「
漏
尽

通
」
は
煩
悩
を
な
く
す
神
通
力
の
こ
と
で
す
。
今
の
私
た
ち
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
大
き
な
力
を
得
た
と
し
て
も
、
煩
悩
の
手
先
に

な
っ
た
途
端
に
、
そ
れ
は
災
い
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
現
代
の
科
学
の
恩
恵
は
大
き
く
、
そ
の
お
か
げ
で
便
利
で
快
適
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
科
学
も
、
煩
悩
の
手
先
に
な
っ
た
途
端
、
人
々
に
災
い
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

ノ
ー
ベ
ル
賞
で
有
名
な
Ａ
・
ノ
ー
ベ
ル
は
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
発
明
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
人
力
で
山
を
掘
っ
て
い
た
の
で
、
山
が
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崩
れ
た
り
、
人
が
転
落
し
た
り
し
て
、
何
人
も
の
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
の
発
明
で
、
事
故
で
亡
く
な
る
人

は
激
減
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
武
器
に
転
用
す
る
と
、
人
々
の
命
を
奪
い
、
恐
怖
心
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
、

ノ
ー
ベ
ル
は
心
を
痛
め
ま
し
た
。
ノ
ー
ベ
ル
財
団
に
平
和
賞
が
あ
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大
き

な
力
で
も
、
煩
悩
の
手
先
に
な
っ
た
瞬
間
、
災
い
の
元
に
な
る
の
で
す
。
煩
悩
か
ら
の
解
放
こ
そ
が
、
本
当
の
自
由
で
す
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
哲
学
者
に
、
Ｂ
・
ス
ピ
ノ
ザ
と
言
う
人
が
居
ま
す
。
彼
は
近
代
西
洋
哲
学
の
父
と
言
わ
れ
た
Ｒ
・
デ
カ
ル
ト
に
猛
烈
に

反
対
し
、
デ
カ
ル
ト
の
論
客
だ
っ
た
哲
学
者
で
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
石
に
例
え
て
い
て
、「
ス
ピ
ノ
ザ
の
石
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
石

は
自
分
自
身
で
は
一
歩
も
動
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
。
し
か
し
、
誰
か
が
放
り
投
げ
た
と
き
、
今
ま
で
自
分
の
力
で
は
一
歩
も
動
け

な
か
っ
た
の
に
、
今
や
空
中
を
飛
遊
し
、
自
分
は
自
由
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
、
放
り
投
げ

ら
れ
た
瞬
間
、
一
定
時
間
の
の
ち
に
一
定
地
点
に
落
下
す
る
こ
と
が
不
可
避
で
す
。
つ
ま
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
石
が
自
由
だ
と
思
っ
て

い
る
の
は
錯
覚
に
す
ぎ
ず
、
私
た
ち
人
間
も
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
が
自
由
だ
と
思
う
の
は
、
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
の
で
す
。
西

洋
哲
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
は
、
私
た
ち
の
自
由
意
思
に
は
神
の
意
思
が
宿
る

と
見
ま
す
。
だ
か
ら
、
多
数
の
民
意
に
は
神
の
意
思
が
宿
る
と
し
て
、
多
数
決
が
成
立
す
る
の
で
す
。
念
の
た
め
に
言
う
と
、
私
は
民

主
主
義
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
依
っ
て
立
つ
根
拠
の
違
い
は
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
先

ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
凡
夫
は
い
く
ら
集
ま
っ
て
も
凡
夫
の
ま
ま
で
、
決
し
て
神
の
意
思
も
仏
の
意
思
も
宿
り
ま
せ
ん
。「
知
る
者
こ

れ
を
言
う
の
み
」。
分
か
っ
て
い
る
人
に
聞
く
し
か
な
い
の
で
す
。

　
「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
が
課
題
に
な
り
に
く
い
理
由
に
は
、
こ
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
点
が
思
い
当
た
り
ま
す
。「
生
死
出
づ
べ
き
道
」

が
課
題
に
な
ら
な
い
人
に
は
、
悟
り
も
浄
土
も
響
き
ま
せ
ん
。
自
分
が
迷
っ
て
い
る
自
覚
が
な
い
と
、
迷
い
か
ら
抜
け
出
る
意
志
は
起

こ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
が
分
か
ら
な
い
人
は
、
親
鸞
聖
人
の
「
現げ
ん

生し
ょ
う

正し
ょ
う

定じ
ょ
う

聚じ
ゅ

」
の
意
味
や
意
義
の
大
き
さ
も
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
負
の
連
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鎖
に
な
り
ま
す
。「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
が
課
題
に
な
ら
な
い
こ
と
が
起
点
に
な
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
「
現
生
正
定
聚
」
に
つ
い
て
、
清
基
先
生
が
「『
現
生
正
定
聚
』
は
大
学
の
合
格
通
知
み
た
い
な
も
の
だ
」
と
譬
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

私
の
四
男
が
大
学
入
試
の
頃
だ
っ
た
の
で
、
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
入
学
試
験
は
二
月
の
中
旬
ご
ろ
、
発
表
は
三
月
上
旬
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
彼
は
合
格
通
知
を
も
ら
っ
た
途
端
、
バ
イ
オ
リ
ン
を
ギ
コ
ギ
コ
弾
き
だ
し
ま
し
た
。
大
学
受
験
を
控
え
、
好
き
な
音
楽
も

で
き
ず
、
勉
強
も
得
意
な
文
系
科
目
だ
け
で
な
く
、
苦
手
な
理
数
系
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
大
学
に
入
っ
た
ら
、
好
き
な
学

問
を
思
い
切
り
や
り
た
い
し
、
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
も
入
り
た
い
。
ず
っ
と
、
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
合
格
通

知
を
貰
っ
た
途
端
、
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
き
始
め
た
の
で
す
。
入
学
式
は
四
月
初
め
。
つ
ま
り
、
彼
は
ま
だ
大
学
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
の
に
、
心
は
既
に
大
学
に
あ
り
ま
し
た
。「
現
生
正
定
聚
」
の
あ
り
が
た
さ
は
、
心
は
既
に
浄
土
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
喜
べ
る
こ
と

で
す
。
浄
土
が
響
か
な
い
人
に
、「
現
生
正
定
聚
」
が
響
く
は
ず
は
な
く
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
な
る
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
時
代
と
今
と
で
は
何
が
一
番
違
っ
て
い
る
か
を
考
え
た
と
き
に
、「
生
死
出
づ
べ
き
道
を
求
め
て
」
と
い
う
題
を
拾
い

ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
求
道
の
原
点
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
話
に
展
開
し
て
み
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
非
常
に
精
力
的
に
、
た
く
さ
ん
の
書
物
を
書
か
れ
ま
し
た
。『
教
行
信
証
』
は
大
部
な
も
の
で
、
読
む
だ
け
で
も
大

変
で
、
書
く
と
な
る
と
、
と
ん
で
も
な
く
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
、
晩
年
に
至
る
ま
で
精
力
的
に
書
か

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
の
目
的
は
一
つ
。「
仏
徳
讃
嘆
」
で
す
。「
仏
徳
讃
嘆
」
が
目
的
で
す
か
ら
、
ご
自
身
の
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。「
ほ
と
ん
ど
」
と
言
っ
た
の
は
後
ほ
ど
言
い
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
の
求
道
の
原
点
は
何
か
を
考
え
た
と
き
、
ご
自
身
の
著
作
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
な
る
と
、
歴
史

学
の
史
料
論
で
は
、
補
助
資
料
と
し
て
、
同
時
代
の
近
し
い
人
た
ち
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
近
し
い
人
た
ち
に
語
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
今
風
に
言
え
ば
語
録
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
身
近
な
人
と
し
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
伴
侶
の
恵



36

信
尼
で
す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
所
長
が
紹
介
さ
れ
た
、
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
直
接
聞
く
こ
と
の
で
き
た
唯
円
と
言
う
弟
子
も
注
目
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
補
助
資
料
と
し
て
有
効
で
し
ょ
う
。

　

恵
信
尼
が
書
い
た
手
紙
が
、
実
は
現
存
し
て
い
ま
す
。
大
正
十
年
ご
ろ
、
本
願
寺
の
蔵
の
中
か
ら
偶
然
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
ず
っ

と
保
存
は
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ミ
ミ
ズ
の
よ
う
な
字
で
判
読
で
き
ず
、
恵
信
尼
の
手
紙
だ
と
誰
も
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

大
事
に
残
し
て
い
ま
し
た
。
今
の
よ
う
な
断
捨
離
だ
っ
た
ら
残
ら
な
い
で
す
。
残
っ
た
の
は
大
し
た
も
の
で
す
。
よ
く
分
か
ら
な
い
け

ど
大
事
に
し
て
来
た
の
で
す
。
そ
れ
を
、
鷲
尾
教
導
先
生
が
判
読
し
、
恵
信
尼
の
手
紙
だ
と
初
め
て
分
か
っ
た
の
で
す
。

　

明
治
に
入
り
、
西
洋
の
近
代
的
な
史
料
論
が
入
っ
て
く
る
と
、
ま
ず
、
信
用
で
き
る
の
は
同
時
代
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、「
親
鸞
」
と
い
う
名
前
が
、
同
時
代
の
記
録
に
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
親
鸞
聖
人
は
実
在
せ
ず
、
覚
如
上
人
が
架

空
の
人
物
を
で
っ
ち
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
半
分
本
気
で
疑
わ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
時
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
の
辻
善
之
助
先
生
が
、
筆
跡
鑑
定
と
い
う
手
法
で
、「
親
鸞
」
と
い
う
書
名
の
あ
る
『
教
行
信
証
』
な
ど
の
書
物
を
集
め
、

自
筆
本
の
存
在
を
も
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
不
十
分
な
点
が
残
り
、
そ
う
い
う
中
で

発
見
さ
れ
た
の
が
「
恵
信
尼
文
書
」
で
し
た
。
伴
侶
の
恵
信
尼
が
、
夫
の
親
鸞
聖
人
の
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
実
在
を
疑
う
人
は
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
の
晩
年
を
み
と
っ
た
の
は
末
娘
の
覚
信
尼
で
し
た
。
覚
信
尼
は
、
越
後
に
居
た
と
考
え
ら
れ
る
母
の
恵
信
尼
に
、
聖
人
が

亡
く
な
ら
れ
た
と
手
紙
を
送
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
届
く
の
に
一
カ
月
ぐ
ら
い
か
か
っ
た
よ
う
で
す
。
恵
信
尼
は
、
そ
の
返
答
を
娘
の
覚

信
尼
に
送
り
ま
し
た
。
残
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
返
事
の
ほ
う
で
す
。
覚
信
尼
か
ら
恵
信
尼
に
宛
て
た
手
紙
は
見
つ
か
っ
て
な
く
、
あ

る
い
は
、
も
う
残
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
手
紙
に
は
、「
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
は
ね
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
が
つ

づ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、「
後
世
の
助
か
ら
ん
ず
る
道
、
生
死
出
づ
べ
き
道
を
求
め
て
お
ら
れ
た
」
と
い
う
記
述
が
出
て
き
ま
す
。
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私
は
、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
原
点
で
は
な
い
か
と
思
い
、
今
回
の
公
開
講
座
の
タ
イ
ト
ル
も
こ
れ
に
し
ま
し
た
。

　

求
道
の
原
点
に
つ
い
て
長
々
と
話
し
ま
し
た
が
、
結
論
は
何
か
が
気
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
ご
自
身
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

書
か
れ
て
い
な
い
と
言
い
ま
し
た
。「
ほ
と
ん
ど
」
と
言
っ
た
の
は
、
実
は
、
求
道
の
結
論
と
思
わ
れ
る
記
述
は
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

は
『
教
行
信
証
』「
化け

身し
ん

土ど
の

巻ま
き

」
の
「
後ご

序じ
ょ

」
と
言
わ
れ
る
部
分
で
す
。
そ
こ
に
は
法
然
聖
人
と
の
出
あ
い
の
感
激
が
つ
づ
ら
れ
て
い

ま
す
。『
選せ

ん

択じ
ゃ
く

集し
ゅ
う

』
の
書
写
を
許
さ
れ
、
お
姿
の
書
写
を
許
さ
れ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
激
の
思
い
出
を
記
す
中
に
、「
建
仁
辛か
の
と

の
酉と
り

の

暦
、雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
。「
辛
の
酉
」
と
は
十
干
・
十
二
支
の
こ
と
で
す
。
甲
子
園
球
場
の
「
甲
子
」

も
十
干
・
十
二
支
の
組
み
合
わ
せ
で
す
。
十
干
の
う
ち
五
つ
、
十
二
支
は
十
二
。
で
す
か
ら
、「
十
二
×
五
」
の
「
六
十
」
と
い
う
暦
が
、

カ
レ
ン
ダ
ー
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
六
十
才
で
「
還
暦
」
と
言
う
の
は
、
元
の
暦
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

日
本
の
元
号
で
、
六
十
年
以
上
あ
る
の
は
昭
和
だ
け
で
す
。
昭
和
は
六
十
四
年
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
元
号
は
全
て
六
十

年
以
内
で
す
か
ら
、
十
干
・
十
二
支
が
分
か
れ
ば
、
何
年
に
な
る
か
が
、
カ
レ
ン
ダ
ー
と
し
て
分
か
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
カ

レ
ン
ダ
ー
以
外
に
用
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
蛇
の
年
は
執
念
深
い
と
か
、「
ひ
の
え
う
ま
」
だ
と
か
、
占
い
な
ど
に
用
い
る
と
、
予
断

や
先
入
観
の
元
に
な
り
ま
す
。「
占
い
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
言
う
人
も
居
ま
す
が
、
い
じ
め
や
差
別
の
元
凶
に
な
り
か
ね
ず
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
な
ん
て
軽
い
も
の
で
は
済
ま
な
い
で
す
。
と
も
か
く
、
カ
レ
ン
ダ
ー
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
建
仁
年
間
の
「
辛
の
酉
」
は
、
機
械
的

に
当
て
は
め
る
と
建
仁
元
年
と
出
ま
す
。
建
仁
元
年
は
西
暦
一
二
〇
一
年
で
、
親
鸞
聖
人
ご
誕
生
の
一
一
七
三
年
を
引
き
算
す
る
と
二

十
八
で
、
満
二
十
八
歳
、
数
え
の
二
十
九
歳
。
恐
ら
く
多
く
の
人
が
ピ
ン
と
く
る
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
九
歳
の
と
き
比
叡
山
に
登

り
、二
十
年
の
修
行
の
の
ち
、六
角
堂
の
参
籠
と
い
う
き
っ
か
け
を
経
て
、法
然
聖
人
の
元
に
赴
か
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
そ
の
年
が
、「
建

仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
な
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
特
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
激
だ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
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そ
れ
ま
で
の
日
本
仏
教
は
八
宗
兼
学
が
常
識
で
し
た
。
奈
良
時
代
の
南
都
六
宗
と
平
安
時
代
の
天
台
・
真
言
二
宗
を
合
わ
せ
て
八
宗

で
す
。
こ
れ
ら
を
修
め
る
こ
と
が
日
本
仏
教
の
常
識
と
し
て
、
誰
も
疑
う
者
は
居
ま
せ
ん
で
し
た
。
法
然
聖
人
は
、
そ
れ
に
疑
問
を
抱

か
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
法
然
聖
人
は
「
偏へ
ん

依ね

善ぜ
ん

導ど
う

一い
っ

師し

」
と
し
て
、
自
身
の
師
匠
は
、
所
も
時
代
も
遠
く

離
れ
た
、
唐
の
善
導
大
師
お
一
人
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
法
然
聖
人
に
と
っ
て
、
恩
師
と
呼
べ
る
人
は
、
周
囲

に
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

日
本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
は
、
大
乗
仏
教
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
上
座
部
系
仏
教
は
、
自
ら
が
悟
り
、
そ
の
後
で
他
者
を
救
お
う
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
川
で
溺
れ
て
い
る
人
が
い
て
も
、
自
分
が
泳
げ
な
い
と
助
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
一
定
の
道
理
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
り
ま
す
。
目
の
前
で
溺
れ
て
い
る
の
に
、
今
か
ら
練
習
し
て
た
の
で
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
目

の
前
で
人
が
溺
れ
て
い
る
の
に
、
何
も
せ
ず
、
た
だ
見
過
ご
し
て
、
こ
れ
で
本
当
に
仏
教
と
言
え
る
の
か
。
そ
う
思
う
人
が
出
て
来
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
の
始
ま
り
だ
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
大
乗
は
「
大
き
い
乗
り
物
」
と
書
き
ま
す
。
上
座
部
系

の
人
た
ち
を
「
小
乗
」
と
言
っ
た
の
は
、「
上
座
部
系
の
教
え
で
は
一
部
の
人
し
か
救
わ
れ
な
い
。
乗
り
物
が
小
さ
い
で
は
な
い
か
」
と
。

た
だ
、
こ
れ
は
、
大
乗
か
ら
見
た
呼
称
な
の
で
、
今
日
で
は
「
小
乗
」
と
い
う
言
い
方
は
一
方
的
と
し
て
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
。
大
乗

仏
教
は
、
全
て
の
人
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
目
標
に
し
ま
し
た
。
そ
の
最
も
典
型
的
、
最
も
完
成
さ
れ
た
形
が
阿
弥
陀
仏
で
す
。「
若
に
ゃ
く

不ふ

生し
ょ
う

者じ
ゃ

、
不ふ

取し
ゅ

正し
ょ
う

覚が
く

」。
衆
生
が
浄
土
に
往
生
し
な
け
れ
ば
、
自
分
も
悟
り
を
開
か
な
い
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
は
、
自
身
の
悟
り
よ
り

も
衆
生
の
悟
り
を
優
先
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
の
基
本
精
神
で
、
全
て
の
人
が
等
し
く
救
わ
れ
て
い
く
の
が
大
乗
仏
教
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
大
乗
仏
教
の
日
本
で
の
在
り
方
は
八
宗
兼
学
で
す
。
法
然
聖
人
は
、
こ
れ
で
は
全
て
の
人
が
救
わ
れ
る
道
で
は
な
い

と
思
わ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
書
物
を
た
ど
り
、
出
あ
っ
た
の
が
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
の
お
言
葉
で
し
た
。
念
仏
一

つ
で
全
て
の
者
が
救
わ
れ
る
。
こ
の
「
称
名
正
定
業
」
に
出
あ
っ
て
初
め
て
、
課
題
の
解
決
が
見
い
出
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
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親
鸞
聖
人
も
、
ご
自
身
の
苦
悩
と
と
も
に
、
法
然
聖
人
と
同
様
の
課
題
を
抱
か
れ
た
と
想
像
し
ま
す
。
し
か
も
、
私
が
言
う
の
も
失

礼
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
二
十
年
修
行
を
す
る
う
ち
に
は
、
十
年
、
十
五
年
が
経
つ
と
き
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

十
年
修
行
し
、
十
五
年
修
行
し
た
ら
、
少
し
は
悟
り
に
近
付
い
た
と
思
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
は
ず
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
決
し
て
そ

う
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
く
ま
で
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
の
立
ち
位
置
に
徹
し
ま
し
た
。
私
な
ん
か
は
、
少
し
勉
強
し
た
ら
少
し
賢

く
な
っ
た
、
少
し
聴
聞
し
た
ら
少
し
分
か
っ
た
と
い
う
錯
覚
を
起
こ
し
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
決
し
て
錯
覚
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

法
然
聖
人
の
元
に
赴
い
た
の
が
建
仁
元
年
、
二
十
九
歳
の
と
き
。
そ
の
後
、
越
後
に
流
罪
と
な
り
、
法
然
聖
人
の
元
で
は
た
っ
た
六

年
で
し
た
。
し
か
し
、こ
の
六
年
間
は
、今
ま
で
自
分
が
課
題
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、次
々
と
劇
的
に
氷
解
し
て
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
と
こ
ろ
が
、
越
後
流
罪
と
な
り
、
当
初
は
不
本
意
な
思
い
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
聖
人
の

元
で
念
仏
が
喜
べ
、
充
実
し
た
と
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
越
後
に
赴
き
、
現
実
に
苦
し
み
や
悩
み
を
抱
え
た
人
々
を
目
の

当
た
り
に
し
、
自
分
が
喜
ん
で
さ
え
い
れ
ば
い
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
に
気
付
か
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
伝
道
の
意
義
を

見
出
さ
れ
、
流
罪
赦
免
の
後
も
関
東
へ
の
道
を
歩
み
ま
す
。
そ
し
て
、
伝
道
す
る
中
で
、
自
身
の
教
学
的
基
盤
に
、
不
十
分
さ
を
感
じ

ら
れ
た
の
か
、
資
料
的
に
最
も
環
境
の
い
い
京
都
に
帰
洛
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
想
像
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
先
に
、「
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
の
言
葉
を
紹
介
し
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
と
い
う
方
は
、
言
葉
に
非

常
に
厳
密
で
す
。
こ
れ
で
も
か
と
言
う
く
ら
い
極
め
て
厳
密
に
言
葉
を
扱
わ
れ
ま
す
。「
雑
行
」
の
対
義
語
は
、
論
理
的
に
は
「
正
行
」

で
す
。「
正
雑
二
行
」
と
い
う
よ
う
に
、
対
義
語
は
正
行
で
す
か
ら
、「
雑
行
を
棄
て
て
正
行
に
帰
す
」
の
ほ
う
が
正
確
な
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
は
、「
本
願
に
帰
す
」
と
語
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
法
然
聖
人
に
出
あ
う
こ
と
で
、
求
道

の
結
論
を
、
本
願
へ
の
出
遇
い
と
気
付
き
、
そ
の
感
激
が
今
の
お
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
歴
史
的
経
過
は
あ
り
ま
す
が
、
親

鸞
聖
人
の
生
涯
を
、
ご
自
身
の
心
の
有
り
よ
う
か
ら
た
ど
っ
て
み
る
と
、「『
生
死
出
づ
べ
き
道
』
を
原
点
と
し
、
本
願
へ
の
出
遇
い
が
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結
論
だ
っ
た
」
と
表
現
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

本
願
に
出
遇
う
こ
と
の
意
味
は
、
私
た
ち
の
在
り
方
が
根
底
か
ら
引
っ
繰
り
返
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
し
て
き
た
こ
と
に
意
味
を
認

め
た
く
な
る
の
は
、
雑
行
の
思
い
で
す
。
少
し
勉
強
し
た
ら
、
少
し
聴
聞
し
た
ら
、
と
錯
覚
を
起
こ
し
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
実
性
の
根
拠
は
、
私
の
側
に
は
な
く
、
仏
の
側
に
し
か
な
い
。
本
願
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
迷
妄
性

が
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
。
光
に
あ
う
と
、
光
の
強
さ
に
よ
っ
て
影
も
濃
く
な
り
ま
す
。
本
願
に
出
遇
っ
て
初
め
て
別
の
世

界
が
開
か
れ
、
自
分
の
生
き
方
が
百
八
十
度
転
換
す
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、「
他
力
本
願
」
は
、
浄
土
真
宗
で
は
重
要
な
用
語
で
す
が
、
昨
今
は
、
い
ち
い
ち
相
手
に
し
て
た
ら
き
り
が
な
い
く
ら
い

誤
解
が
は
び
こ
っ
て
い
ま
す
。
プ
ロ
野
球
で
は
、
相
手
に
マ
ジ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
つ
く
と
自
力
優
勝
が
不
可
能
に
な
り
、「
あ
と
は
他

力
し
か
な
い
」。
そ
う
い
う
と
き
に
「
他
力
本
願
」
と
使
う
の
で
す
。
も
と
は
多
分
、「
他
力
本
位
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
自
力
で
は
不
可
能
と
な
り
、
他
人
に
頼
る
し
か
な
い
と
な
っ
た
と
き
、「
他
力
」
と
来
た
ら
、「
他
力
本
願
」
と
い
う
用
語

が
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
反
射
的
に
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
誤
解
の
出
発
点
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま

す
。「
他
力
本
位
」
と
「
他
力
本
願
」
は
意
味
が
全
然
違
い
ま
す
。
百
八
十
度
違
い
ま
す
。
私
た
ち
の
す
る
こ
と
は
虚
妄
分
別
で
、
私

の
側
で
真
実
性
が
語
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
力
・
他
力
が
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
で
す
。
先
ほ
ど
の
例
え
で
、
私

の
口
に
本
願
力
が
働
い
て
い
る
有
り
よ
う
に
つ
い
て
、
悪
口
や
愚
痴
ば
か
り
言
っ
て
い
る
口
か
ら
念
仏
が
こ
ぼ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
言

い
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
困
っ
て
い
る
人
を
見
か
け
た
と
き
、
優
し
い
言
葉
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
打
算
や
お
べ
ん
ち
ゃ

ら
で
は
な
く
、
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
を
見
か
け
た
と
き
、
な
ぜ
か
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
、
私
に
は

な
い
も
の
で
す
。
自
分
中
心
の
思
い
し
か
な
い
私
が
、
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
本
願
力
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
と

し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
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四
十
八
願
の
う
ち
の
第
三
十
三
願
に
「
触そ
っ

光こ
う

柔に
ゅ
う

軟な
ん

の
願
」
が
あ
り
ま
す
。
光
に
出
あ
っ
た
者
は
柔
軟
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
私
は
、
第
十
二
願
、「
光こ
う

明み
ょ
う

無む

量り
ょ
う

の
願
」
に
注
目
し
ま
す
。
そ
の
第
十
二
願
成
就
文
に
は
「
十
二
光
」
が
あ
り
、
そ
の

中
に
「
清
浄
光
」・「
歓
喜
光
」・「
智
慧
光
」
と
あ
り
ま
す
。「
清
浄
」
は
清
ら
か
な
光
、「
歓
喜
」
は
喜
び
の
光
、「
智
慧
」
は
智
慧
の

光
で
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
「
貪と
ん

欲よ
く

」
と
「
瞋し
ん

恚に

」
と
「
愚ぐ

痴ち

」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
喜
ん
で
い
る
と
き
、

同
時
に
怒
り
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
さ
っ
き
ま
で
機
嫌
が
良
か
っ
た
の
に
、
急
に
怒
り
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
喜
ん
で
い
る
と
き
に

同
時
に
怒
り
は
起
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
歓
喜
の
徳
を
届
け
続
け
、
私
た
ち
の
怒
り
の
心
を
少
し
で
も
鎮
め
よ
う
と
し
て
く
だ
さ
る

の
で
す
。
つ
ま
り
、「
清
浄
・
歓
喜
・
智
慧
光
」
は
、
私
た
ち
の
「
三
毒
の
煩
悩
（
貪
・
瞋
・
痴
）」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
の
次
が
「
不
断
光
」。
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
で
も
、
半
年
か
一
年
ぐ
ら
い
経
っ
た
ら
、
抗
体
が
減
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
免
疫
の
記

憶
は
し
て
お
り
、
ウ
ィ
ル
ス
が
入
っ
て
き
た
ら
、
す
ぐ
に
抗
体
を
作
り
始
め
、
重
症
化
は
し
に
く
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
三
回
目

を
打
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
も
言
い
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
毎
年
打
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
言
い
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
は

Ａ
型
、
Ｂ
型
と
い
う
型
の
違
い
も
あ
り
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
も
、
変
異
株
が
出
る
こ
と
も
あ
り
、
効
力
も
落
ち
て
き
ま
す
か
ら
、

ブ
ー
ス
タ
ー
接
種
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
が
「
不
断
光
」
と
し
て
断
え
ず
届
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
私
た
ち
は
煩
悩
が
次
か
ら
次
に
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
か

ら
で
す
。
そ
う
い
う
煩
悩
成
就
の
身
で
は
あ
り
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
光
に
出
あ
い
、
そ
れ
が
根
源
と
な
っ
て
、
私
の
中
に
本
来
は
出

る
は
ず
の
な
か
っ
た
優
し
い
言
葉
や
穏
や
か
な
表
情
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
打
算
や
不
実
な
心
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
ず
と
そ

う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
本
願
力
に
よ
っ
て
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
、
臨
終
の
一
念
に
至
る
ま
で
、
煩
悩
が
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
私
た
ち
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
光
の
お
徳
が

届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
御
消
息
に
あ
る
「
阿
弥
陀
仏
の
薬
」
で
す
。
そ
こ
に
は
、
本
願
に
出
遇
っ
た
者
な
ら
で
は
の
、
主
体
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の
変
革
が
あ
る
の
で
す
。
自
分
の
煩
悩
を
あ
る
じ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
念
仏
を
あ
る
じ
と
す
る
の
で
す
。

　

法
然
聖
人
の
言
葉
に
、「
煩
悩
を
客ま

ら

人び
と

と
と
し
、念
仏
を
ば
心
の
主あ
る
じ

と
せ
よ
」
と
あ
り
ま
す
。
煩
悩
は
死
ぬ
ま
で
居
続
け
ま
す
が
、「
客

人
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
煩
悩
は
客
人
に
す
ぎ
ず
、
念
仏
を
あ
る
じ
と
す
る
の
で
す
。
多
分
、
こ
れ
を
承
け
た
の
が
、
蓮
如
上
人
の
「
弥

陀
を
頼
め
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主ぬ
し

に
な
る
な
り
」
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
自
ら
の
不
実
な
心
を
あ
る
じ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
あ
る
じ
に
し
た
生
き
方
を
す
べ
き
で
、
こ
れ
が

「
他
力
本
願
」
で
す
。
仏
力
・
他
力
が
自
ら
の
主
体
に
な
る
こ
と
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　

最
後
に
蓮
如
上
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
申
し
上
げ
、
時
間
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
和
国
、
今
の
奈
良
県
に
、
了
妙
と
い
う
篤
信
の
老
婆
が
お
り
、
糸
を
紡
ぎ
な
が
ら
の
日
暮
ら
し
で
し
た
。
蓮
如
上
人
が
大
和
に
赴

い
た
と
き
、
旧
知
の
了
妙
に
声
を
か
け
ま
す
。「
了
妙
よ
、
念
仏
申
し
て
い
る
か
」。
す
る
と
、
了
妙
は
糸
車
を
引
き
な
が
ら
、「
は
い
、

こ
う
し
て
糸
を
紡
ぎ
な
が
ら
、
念
仏
申
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」
と
答
え
ま
す
。
す
る
と
、
蓮
如
上
人
は
、「
そ
う
で
は
な
い
。

念
仏
申
し
な
が
ら
糸
を
紡
ぎ
な
さ
い
」
と
諭
さ
れ
た
の
で
す
。
主
客
を
間
違
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
心
の
あ
る
じ
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と

し
て
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
の
が
念
仏
者
で
す
。

　

長
時
間
お
聞
き
い
た
だ
き
恐
縮
で
し
た
。
拙
い
話
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖
人
の
求
道
の
原
点
と
そ
の
結
論
を
、「
生
死
出
づ

べ
き
道
」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
少
し
ば
か
り
ひ
も
と
い
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
に
懲
り
ず
、
ま
た
来
年
も
、
あ
る
い
は
別
の
機

会
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
、
京
都
女
子
大
の
講
座
に
ご
縁
を
結
ん
で
も
ら
え
た
ら
あ
り
が
た
い
で
す
。

　

受
付
日　

令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
三
月
十
日　
　

採
用
日　

令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

求
道　

迷
い


