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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
多
く
の
方
々
が
聴
い
て
く
だ
さ
り
、
こ
の

大
講
堂
が
満
杯
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
び
っ
く
り
し
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
今
、
大
野
栄
人
禅
研
究
所
所
長
か
ら
丁
寧
な
ご
紹
介
を
い
た

だ
き
ま
し
た
吉
津
で
ご
ざ
い
ま
す
。
珍
し
い
名
前
だ
と
思
い
ま
す
。

私
の
寺
の
本
寺
が
福
山
市
北
吉
津
町
に
あ
り
ま
す
の
で
、
明
治
の
初

め
末
寺
十
ヶ
寺
が
す
べ
て
吉
津
姓
を
名
の
り
ま
し
た
。
生
ま
れ
は
大

野
先
生
と
同
じ
広
島
県
で
ご
ざ
い
ま
す
。
新
幹
線
で
行
き
ま
す
と
岡

山
、
新
倉
敷
、
福
山
で
す
。
福
山
駅
で
降
り
て
福
塩
線
と
い
う
ロ
ー

カ
ル
線
に
乗
り
換
え
、
四
十
分
位
北
に
入
る
と
府
中
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
府
中
市
、
人
口
四
万
人
位
の
都
市
で
す
が
、
そ
こ
の
小
さ
な
曹

洞
宗
の
寺
に
生
ま
れ
、
仏
縁
を
い
た
だ
き
駒
澤
大
学
に
入
学
し
、
教

員
に
な
り
ず
っ
と
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
こ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
も
、
大
野
先
生

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多
く
の
先
生
方
と
の
ご
縁
と
思
い
ま
す
。
今

盛
ん
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き
っ
て
写
真
を
撮
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま

す
が
、
二
十
歳
代
か
ら
こ
ん
な
風
貌
で
、
五
十
ぐ
ら
い
に
見
ら
れ
、

写
真
映
り
も
悪
く
、
大
野
先
生
は
若
々
し
く
て
、
私
よ
り
一
級
下
で

あ
る
な
ど
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
こ
ち
ら
に
は
私
が
日
頃

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
先
生
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で

も
緊
張
し
て
あ
が
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
公
開
講
座
と
い

う
こ
と
で
、
外
来
の
方
々
も
多
く
ご
参
集
く
だ
さ
い
ま
し
て
光
栄
の

至
り
で
す
。
ま
あ
、
こ
こ
に
立
っ
た
以
上
は
ま
な
板
の
上
の
鯉
で
す

か
ら
、
と
も
か
く
私
の
話
を
聞
い
て
い
た
だ
く
し
か
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。

【
講
演
会
】

私
の
仏
教
学
│
│
自
洲
と
法
洲
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対
峙
│
│
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さ
て
、
本
題
に
入
り
ま
し
て
、
ま
ず
紙
に
書
か
れ
て
い
る
ご
覧
の

題
と
レ
ジ
ュ
メ
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
お
気
づ

き
か
と
思
い
ま
す
が
、
内
容
的
に
は
同
じ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
学

生
諸
君
は
私
の
話
を
聞
い
て
授
業
で
レ
ポ
ー
ト
を
お
出
し
に
な
る
と

う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
の
話
の
ポ
イ
ン
ト
を
最
初
に
お
話

し
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
は
載
っ
て
い
な
い
の
で
す
が

対
峙
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
葉
と
し
て
は
、
何
か
と
何
か
が
ぶ
つ
か

り
合
う
、
Ａ
と
Ｂ
が
対
峙
す
る
。
こ
こ
で
は
自
分
を
拠
り
所
と
す
る

こ
と
を
自じ

す洲
と
い
い
ま
す
。
洲
と
い
う
の
は
島
と
い
う
字
と
同
じ
で

す
。
自
洲
と
い
う
の
は
修
行
の
ベ
ー
ス
と
し
て
の
自
分
を
大
切
に
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

法ほ
う

洲す

と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に
な
っ
た
教
え
で
す
。

そ
れ
を
洲
と
言
い
、
島
で
あ
る
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う

か
。
ガ
ン
ジ
ス
川
と
い
う
大
き
な
川
を
皆
さ
ん
は
イ
ン
ド
の
地
図
で

ご
存
知
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
河
は
大
雨
が
降
り
ま
す
と
す
ぐ
洪
水

に
な
り
ま
す
。
少
し
高
い
所
で
な
い
と
水
害
を
受
け
て
危
な
い
の
で

す
。
で
す
か
ら
小
高
い
島
が
大
切
な
の
で
す
。
水
に
流
さ
れ
な
い
よ

う
に
少
し
小
高
い
所
を
大
切
な
住
居
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

ガ
ン
ジ
ス
川
の
中
流
域
を
教
化
さ
れ
た
お
釈
迦
様
の
こ
と
を
考
え

て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と
仏
教
で
は
バ
ラ
モ
ン
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教

な
ど
の
有
神
教
と
は
違
い
ま
す
か
ら
、
何
が
大
切
か
と
言
う
と
、
ま

ず
仏
様
と
教
え
と
修
行
者
、
仏
法
僧
の
三
宝
と
も
言
い
ま
す
が
、
法

洲
で
す
。
そ
し
て
修
行
し
て
悟
り
を
開
い
て
い
く
た
め
に
大
切
な
の

が
、
こ
の
自
ら
を
島
と
す
る
、
自
分
を
拠
り
所
と
す
る
、
す
な
わ
ち

自
洲
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
洲
と
法
洲
が
仏
教
で
は
二
つ
の
大
き
な

拠
り
所
で
あ
る
の
で
す
。

　

自
分
と
い
う
の
は
誰
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
は
私
で
ご
ざ
い
ま
す

し
、
皆
さ
ん
お
一
人
お
一
人
が
自
洲
な
の
で
す
。
仏
教
は
我
々
一
人

ひ
と
り
が
何
を
や
る
か
、
ど
ん
な
行
い
を
す
る
か
を
問
う
わ
け
で

す
。
そ
し
て
自
洲
が
何
を
基
準
に
、
何
を
目
的
に
、
何
を
対
象
に
学

び
、
実
践
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
他
な
ら
ぬ
法
洲
で
あ
る
わ
け

で
す
。

　

お
釈
迦
様
が
一
生
の
中
で
三
十
五
歳
の
時
に
悟
り
を
開
か
れ
て
、

八
十
歳
ま
で
生
き
ら
れ
た
。
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。
皆
様
の
中
に
は

か
な
り
私
よ
り
人
生
の
達
人
の
方
が
お
ら
れ
る
よ
う
に
拝
見
い
た
し

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
方
の
前
で
お
話
し
す
る
の
は
、
正
に
釈

迦
に
説
法
で
し
て
、
こ
れ
は
や
り
に
く
い
の
で
す
。
人
生
を
語
る
に
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は
ち
ょ
っ
と
若
造
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
寺
に
生
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ

て
仏
教
を
分
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
困
っ
た

も
の
で
す
。

　

私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
仏
教
と
い
う
の
は
対
話
の
精
神
な
の
だ

と
、
お
互
い
に
話
し
合
う
、
お
互
い
に
向
き
合
う
、
こ
れ
が
大
切
な

の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
一
貫
し
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
対

峙
と
い
う
言
葉
は
、
悪
い
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
あ
る
人
と
あ
る
人
が
向
き
合
う
、
対
話
す
る
、
と
い

う
表
現
で
も
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
対
峙
と
い
う
こ
と
を
良
い

意
味
と
し
て
捉
え
、
背
中
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
向
き
合
っ
て
、

面
と
向
か
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
が
仏
法
の
学
ぶ
姿
勢
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
禅
の
ほ
う

で
も
問
答
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
禅
僧
と
禅
僧
が
真
剣
な
会
話
を
す

る
こ
と
で
す
。
挨
拶
と
い
う
言
葉
は
禅
の
大
切
な
言
葉
で
す
。
挨
拶

と
い
う
言
葉
を
漢
和
辞
典
で
引
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
真
剣

に
や
り
と
り
し
て
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
こ
ん
に
ち
は
」
と

言
う
と
こ
ろ
か
ら
仏
法
は
始
ま
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
禅
僧
は
そ
う
い
う
形
で
一
生
懸
命
、
一
体
自
分
と
は

何
か
、
仏
法
と
は
何
か
、
真
実
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で

行
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

神
様
が
い
な
い
宗
教
で
あ
る
仏
教
は
、
人
間
と
人
間
と
が
ぶ
つ

か
っ
て
い
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
何
か
真
実
で
あ
る
法
を
自
覚
す

る
、
そ
う
い
う
実
践
形
態
し
か
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
自
身
で
あ
る

自
洲
と
、
私
た
ち
の
前
に
お
ら
れ
る
、
私
に
と
っ
て
は
今
日
聴
い
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
皆
様
は
私
に
と
っ
て
は
法
洲
で
す
。
私
は
い
さ
さ

か
大
き
な
声
で
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
皆
さ
ん
方
に
と
っ
て

僭
越
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
皆
様
方
に
と
り
ま
し
て
、
お
釈
迦
様
に

は
失
礼
で
す
が
、
一
応
私
は
法
洲
の
立
場
と
し
て
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
、
自
洲
で
も
お
あ
り
に
な
る
皆
様
に
法
と
い
う
も
の

に
関
し
て
何
か
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

今
日
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
聞
い
て
い

た
だ
く
皆
様
は
法
洲
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
お

互
い
に
ど
ち
ら
が
絶
対
的
に
自
洲
で
も
法
洲
で
も
な
く
、
相
互
に
自

洲
に
な
っ
た
り
、
法
洲
に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
、
聞
法
や
実
践
や
勉

強
に
努
め
て
い
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

　

最
初
に
対
峙
と
い
う
の
は
対
話
と
読
み
替
え
て
い
た
だ
い
て
よ
い

の
だ
と
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
ら
と
法
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
お
互
い
の
人
間
同
士
、
親
子
、
友
人
、
夫
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婦
、
す
べ
て
に
、
対
話
と
い
う
こ
と
が
日
本
社
会
に
お
い
て
一
番
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
ど
の
世
界
で
も
そ
う
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
仏
教
は
そ
れ
を
一
貫
し
て
お
釈
迦
様
以

来
説
い
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
皆
様
に
お
話
し

し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

大
体
結
論
は
終
わ
っ
た
の
で
こ
れ
で
講
演
を
終
わ
っ
て
も
よ
い
の

で
す
が
、
こ
れ
で
終
わ
る
と
大
野
先
生
が
飛
ん
で
来
て
「
先
生
、
ま

だ
た
っ
ぷ
り
時
間
が
あ
り
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
の

で
、
レ
ジ
ュ
メ
に
添
っ
て
で
き
る
だ
け
解
り
や
す
く
お
話
し
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
「
私
の
仏
教
学
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
重
く

考
え
て
い
た
だ
か
な
く
て
も
よ
い
で
す
。
私
が
い
か
に
仏
教
に
迫
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
私
が
申
し
上
げ
た
こ
と
を
逸
脱

し
、
齟
齬
す
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
い
た

し
ま
し
た
か
ら
、
レ
ジ
ュ
メ
に
添
っ
て
な
る
べ
く
分
か
り
や
す
く
申

し
上
げ
ま
す
。
だ
い
た
い
大
き
く
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
と
い
う

ふ
う
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

Ａ
「
問
題
提
起
」
は
、
あ
ま
り
言
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代

の
日
本
社
会
の
中
で
仏
教
、
仏
教
者
、
仏
教
学
者
の
あ
り
方
を
誰
が

（w
ho

）、
い
つ
（w

hen

）、
ど
こ
で
（w

here

）、
何
を
（w

hat

）、

ど
の
よ
う
に
（how

）、
何
故
（w

hy

）
と
い
う
５
Ｗ
１
Ｈ
の
問
い

と
し
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。

　

若
い
一
年
生
の
皆
さ
ん
。
こ
の
日
進
校
舎
の
素
晴
ら
し
い
自
然
の

中
で
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
高
校
時
代
と
は
違
う
雰
囲
気

の
中
で
い
ろ
い
ろ
お
考
え
に
な
る
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
拝

察
い
た
し
ま
し
ま
す
。
こ
こ
に
５
Ｗ
１
Ｈ
と
書
き
ま
し
た
が
、
や
は

り
我
々
は
日
々
何
か
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今

も
話
を
し
な
が
ら
、
私
も
自
問
自
答
し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
全
員
、「
宗
教
と
人
間
」
を
受
講
さ
れ
ま
す
ね
。
駒
澤
大

学
で
は
「
仏
教
と
人
間
」
と
少
し
限
定
し
た
科
目
名
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
ち
ら
と
同
様
に
入
学
生
が
全
員
「
仏
教
と
人
間
」
を
受
講

し
て
い
ま
す
。
私
も
一
つ
担
当
し
て
お
り
ま
し
て
、
非
常
に
楽
し
く

講
義
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
楽
し
い
と
い
う
の
は
少
し
語
弊
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
問
題
提
起
の
と
こ
ろ
に
書
き
ま
し
た
よ
う

に
、
い
ろ
い
ろ
疑
問
を
出
し
て
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
や
は
り

大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

本
日
の
題
で
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
い
の
で
す
。
現
代
の
日
本
の

社
会
の
中
で
、
仏
教
、
あ
る
い
は
仏
教
者
、
あ
る
い
は
仏
教
と
関
係
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な
い
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
今
日
は
禅
研
究
所
主

催
の
講
演
会
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
仏
教
に
焦
点
を
当
て
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
端
的
に
言
え
ば
、
一
体
お
れ
は
何
者
な
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
問
い
も
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
勉
強
し
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
、
人
生
を
ど
の
よ
う
に
送
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
こ

う
い
う
問
い
を
発
し
な
が
ら
勉
強
し
て
い
く
こ
と
は
非
常
に
重
要
な

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

何
か
に
問
い
を
持
つ
と
こ
ろ
か
ら
学
び
が
始
ま
り
ま
す
。
私
も
問

い
を
持
っ
て
学
ん
で
お
り
ま
す
。
問
い
を
持
て
ば
か
え
っ
て
な
か
な

か
分
か
ら
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
仏
教
、
仏
教
と
言

う
の
で
す
か
、
と
学
生
諸
君
は
言
い
た
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
駒

澤
大
学
の
学
生
さ
ん
も
そ
う
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
で
す
ね
。
な
ぜ

愛
知
学
院
大
学
に
入
っ
て
仏
教
な
の
だ
ろ
う
か
、
先
生
方
も
考
え
て

お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

Ｂ
「
日
本
仏
教
の
現
状
│
│
大
き
な
二
つ
の
流
れ
│
│
」
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
日
本
仏
教
の
中
に
大
き
な
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

Ｂ
は
、
１「
伝
統
的
な
大
仏
・
大
法
・
大
僧
の
流
れ
」
と
２「
明
治

以
来
の
近
代
仏
教
学
の
将
来
と
発
展
」
の
二
節
に
分
か
れ
て
お
り
ま

す
。
１
は
仏
教
の
大
切
な
宝
で
あ
る
三
宝
に
つ
い
て
、
少
し
耳
慣
れ

な
い
言
葉
で
す
が
、
大
仏
（
大
き
な
仏
）、
大
法
（
大
き
な
法
）、
大

僧
（
大
き
な
僧
）
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
特
に
大
乗
仏
教
に
つ
い
て

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

仏
教
で
は
三
つ
の
宝
物
が
あ
り
ま
す
。
仏
様
と
い
う
宝
物
、
教
え

と
い
う
宝
物
、
そ
し
て
修
行
し
て
い
る
人
が
ま
た
宝
な
の
で
す
。
日

本
の
伝
教
大
師
最
澄
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
ね
、「
修
行
僧
こ
そ

国
の
宝
で
あ
る
」
と
。
皆
さ
ん
方
も
宝
で
す
。
お
父
様
お
母
様
に

と
っ
て
皆
様
は
宝
で
す
、
仏
法
僧
以
上
の
宝
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
き
な
三
宝
の
流
れ
、
こ
れ
は
、
仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
は

六
世
紀
で
す
が
、
そ
れ
以
来
ず
っ
と
流
れ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
を
述
べ
る
の
が
こ
の
１
で
あ
り
ま
す
。
２
で
い
う
明
治
か
ら
日
本

は
国
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
歴
史
で
学
ば
れ
た
よ
う
に
鎖
国
か
ら

開
国
に
な
っ
た
の
で
す
。
仏
教
の
世
界
で
も
、
後
ほ
ど
説
明
し
ま
す

伝
統
的
な
大
仏
・
大
法
・
大
僧
は
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
明
治
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
か
ら
、
そ
れ

と
は
全
く
異
質
な
仏
教
、
近
代
仏
教
学
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
近
代
仏
教
学
を
言
語
で
言
い
ま
す
と
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
、
タ
イ
な
ど
の
パ
ー
リ
語
と
い
う
言
葉
を
中
心
に
し
て
い
る
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仏
教
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
い
う
言
語
が
あ

り
ま
す
。
主
と
し
て
大
乗
仏
典
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
い
う
言
葉
で

書
か
れ
て
い
ま
す
。
時
代
的
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
様
が
十
字
架

に
か
け
ら
れ
た
以
前
の
紀
元
前
一
世
紀
ご
ろ
に
大
乗
仏
教
は
興
起

し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
文
献
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
チ
ベ
ッ
ト
語
で
す
。
現
在
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

の
最
高
指
導
者
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
イ
ン
ド
に
亡
命
し

て
い
ま
す
。
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
文
献
が
ま
た
た
く
さ
ん
ご
ざ
い

ま
す
。
明
治
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
言
語
の
仏
教
文
献
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
そ
の
研
究
成
果
と
共
に
日
本
国
内
に
入
っ
て
き

た
。
こ
れ
を
我
々
は
近
代
仏
教
学
の
流
れ
と
呼
ぶ
わ
け
で
す
。

　

こ
の
明
治
か
ら
の
近
代
仏
教
学
の
伝
来
以
前
の
仏
教
は
、
百
済
か

ら
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
、
聖
徳
太
子
の
活
躍
も
あ
り
ま
し
た
し
、

南
都
六
宗
・
平
安
二
宗
、
そ
し
て
鎌
倉
新
仏
教
へ
と
展
開
し
ま
し

た
。
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
こ
の
仏
教
を
、
私
は
大
仏
・
大

法
・
大
僧
の
伝
統
仏
教
と
呼
ぶ
の
で
す
。
な
ぜ
大
を
つ
け
る
の
か
は

後
ほ
ど
説
明
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
仏
教
の
伝
統
が
現
代
で
も
生
き

て
い
る
わ
け
で
す
。
愛
知
学
院
大
学
、
駒
澤
大
学
共
通
に
禅
宗
の
中

の
曹
洞
宗
と
い
う
一
派
が
設
立
し
た
大
学
で
あ
り
ま
す
が
、
曹
洞
宗

も
そ
の
伝
統
仏
教
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
駒
澤
大
学
の
私
た
ち
も
、
愛
知
学
院
大
学
の
禅
や
仏
教

専
攻
の
先
生
方
も
、
こ
の
伝
統
仏
教
の
流
れ
に
属
し
て
お
ら
れ
る
と

同
時
に
、
今
や
近
代
仏
教
学
の
流
れ
の
中
に
も
所
属
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
現
代
の
仏
教
は
鳴
門
の
渦
潮
の
よ
う
な
も
の

で
あ
り
ま
す
。
ど
ー
っ
と
伝
統
的
な
仏
教
が
厳
然
と
流
れ
て
い
ま

す
。
も
う
一
つ
違
っ
た
方
向
か
ら
近
代
仏
教
学
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、

タ
イ
等
か
ら
一
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
由
で
日

本
に
来
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
近
代
仏
教
学
を
、
明
治
初
期

に
日
本
の
先
覚
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
て
持
ち
帰
り
、
そ
れ
が

ど
ー
っ
と
し
た
流
れ
と
し
て
ま
た
厳
然
と
し
て
流
れ
て
い
ま
す
。
現

代
日
本
の
仏
教
世
界
に
は
二
つ
の
流
れ
が
ぶ
つ
か
っ
て
渦
巻
き
が
起

こ
っ
て
い
る
、
大
変
な
渦
巻
き
で
す
。
両
者
に
は
矛
盾
し
た
面
も
あ

り
、
か
な
り
異
質
な
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
渦
潮
の
中
で
、
私
、
吉

津
も
結
果
的
に
悩
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
は
曹
洞
宗
と
い
う
伝
統
的
な
寺
に
生
ま
れ
た
の
で
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
大
仏
・
大
法
・
大
僧
の
伝
統
の
方
か
ら
仏
教
を
学
び
始
め
ま

し
た
。
先
ほ
ど
大
野
先
生
が
私
の
紹
介
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
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に
、
私
の
専
門
は
東
大
寺
の
あ
の
大
き
な
仏
様
、
大
仏
様
、
そ
の
根

本
に
あ
る
教
学
で
あ
る
華
厳
学
で
す
。
私
の
研
究
は
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
伝
統
的
な
研
究
で
す
が
、『
華
厳
経
』
に
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

や
チ
ベ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
も
あ
り
、
先
学
の
研
究
成
果
も
あ
り
ま

す
の
で
、
私
も
や
は
り
明
治
に
伝
わ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
由
の
近
代

仏
教
学
の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
研
究
を
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
ち
ら
に
は
道
元
禅
師
の
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
先
生
も
た
く
さ

ん
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
々
も
状
況
は
同
じ
な
の
で
す
。

研
究
対
象
は
日
本
の
伝
統
的
な
仏
教
を
対
象
に
し
て
お
ら
れ
て
も
、

近
代
仏
教
学
の
パ
ー
リ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
等

の
成
果
を
参
照
し
な
い
で
や
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
た
ぶ
ん
一
人
も
い

な
い
。
み
ん
な
こ
の
渦
巻
き
の
中
で
、
私
た
ち
日
本
の
仏
教
徒
は
、

一
体
仏
教
と
は
何
か
、
伝
統
的
な
も
の
が
良
い
の
か
、
近
代
仏
教
の

お
釈
迦
様
の
方
の
言
葉
に
近
い
パ
ー
リ
語
と
か
、
あ
る
い
は
大
乗
仏

典
を
書
い
た
言
葉
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
、
伝
統
的
な
立
場
を

残
し
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
の
言
葉
に
よ
る
仏
教
が
正
し
い
の
か
、
な
ど

と
悩
ん
で
お
り
ま
す
。
今
皆
さ
ん
が
図
書
館
な
ど
で
仏
教
の
本
棚
を

ち
ょ
っ
と
の
ぞ
か
れ
た
だ
け
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
方
が
さ
ま

ざ
ま
な
仏
教
の
本
を
書
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
ご
認
識

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

大
仏
・
大
法
・
大
僧
に
つ
い
て
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。
今
、
世

界
の
中
で
生
き
て
い
る
仏
教
を
あ
え
て
大
き
く
分
け
る
と
す
る
と
、

ま
ず
、
ス
リ
ラ
ン
カ
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ラ
オ

ス
等
の
上
座
部
と
い
う
学
派
が
あ
り
ま
す
。
部
派
仏
教
と
申
し
ま

す
。
以
前
は
二
十
ぐ
ら
い
の
学
派
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
は
上

座
部
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
か
ら
の
伝
統
を
私
た
ち
は

ま
っ
す
ぐ
受
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
信
に
満
ち
溢
れ
た
仏
教
で

す
。
こ
の
関
連
の
仏
教
の
本
も
現
在
は
日
本
語
で
も
た
く
さ
ん
出
て

い
ま
す
。
そ
の
上
座
部
と
い
う
仏
教
と
、
も
う
一
つ
が
大
乗
仏
教
で

す
。
特
に
大
仏
、
大
法
、
大
僧
と
大
の
字
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
こ

の
大
乗
の
流
れ
で
あ
る
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
乗
経
典
の
中
で
も
、
皆
さ
ん
は
『
般
若
心
経
』
を
よ
く
お
読
み

に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
先
に
言
及
し
た
『
華
厳
経
』、
も
っ
と

有
名
な
も
の
に
は
『
法
華
経
』、『
浄
土
三
部
経
』、『
大
日
経
』
な
ど

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
経
典
も
釈
尊
に
由
来
す
る
と
い
う
の

で
す
が
、
大
乗
経
典
で
は
阿
弥
陀
仏
・
薬
師
仏
な
ど
の
釈
迦
仏
以
外

の
仏
様
も
多
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
大

仏
、
大
き
な
仏
様
の
存
在
で
す
。
大
乗
は
大
き
な
乗
り
物
、
一
切
衆
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生
が
乗
っ
て
全
員
が
仏
の
教
え
に
与
る
立
場
で
、
特
定
の
人
だ
け
が

乗
れ
る
教
え
で
は
な
い
の
で
、
と
も
か
く
大
き
な
力
、
救
済
力
を

持
っ
た
大
仏
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
方
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
タ
リ
バ
ン
勢
力
が
、
バ
ー
ミ

ヤ
ン
の
大
仏
を
機
関
銃
で
撃
っ
て
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
を
覚
え
て

お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
あ
の
破
壊
さ
れ
た
大
仏
は
典
型
的
大
仏
で

す
。
そ
う
い
っ
た
大
仏
の
流
れ
が
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
、
そ

し
て
日
本
に
ま
で
来
て
い
る
こ
と
を
、
宮
治
昭
氏
が
『
仏
教
美
術
の

イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
│
│
イ
ン
ド
か
ら
日
本
ま
で
│
│
』（
吉
川
弘
文

館
）
で
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
東
大
寺
の
大
仏
や
鎌
倉

の
大
仏
な
ど
目
立
つ
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
図
像
的
に
は
あ
ま
り
大

仏
は
活
性
化
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
い
つ
も
肌
身
離
さ
ず
持
っ

て
歩
く
小
さ
い
仏
と
か
、
本
尊
と
い
う
存
在
が
活
性
化
し
ま
す
が
、

決
し
て
大
仏
の
理
念
は
失
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
後
に
説
明
し
ま

す
、
日
本
仏
教
で
成
立
し
た
大
僧
の
中
心
に
一
切
衆
生
を
救
済
す
る

大
仏
の
理
念
は
生
き
て
お
り
ま
す
。

　

大
き
な
法
で
あ
る
大
法
は
中
国
で
成
立
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
イ

ン
ド
で
は
部
派
仏
教
と
大
乗
は
お
互
い
に
批
判
し
あ
い
ま
し
た
。
大

乗
は
部
派
を
小
乗
と
呼
び
、
役
に
立
た
な
い
、
卑
小
な
仏
教
と
軽
蔑

し
ま
す
。
逆
に
部
派
は
大
乗
を
非
仏
説
と
糾
弾
し
、
お
釈
迦
様
の
教

え
と
関
係
な
い
、
捏
造
の
仏
教
だ
と
言
い
返
す
の
で
す
。
イ
ン
ド
で

は
部
派
仏
教
が
主
流
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
に
来
る
と
大
乗
が
主

流
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
影
響
で
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
に
展
開
し
た

仏
教
も
大
乗
主
流
で
す
ね
。

　

ま
た
中
国
で
は
、
イ
ン
ド
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
起
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
小
乗
も
大
乗
も
共
に
仏
説
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ

れ
は
、
仏
教
に
は
二
つ
の
異
質
な
仏
教
が
存
在
し
て
い
て
、
お
釈
迦

様
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
儒
教
か
ら
の
批
判
に
対
抗
し
て
、
大

乗
・
小
乗
共
に
釈
迦
仏
の
教
え
で
あ
り
、
矛
盾
な
ど
な
い
と
言
い
返

し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
中
国
自
体
で
成
立
し
た
禅
宗
は
経
典
を
中
心
と
し
た
学
派

仏
教
を
批
判
し
て
、
師
弟
が
問
答
に
よ
り
直
接
に
覚
り
を
開
く
な
ど

と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
の
問
答
が
語
録
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
語

録
が
次
第
に
経
典
と
同
様
の
聖
典
に
な
る
と
、
中
唐
の
宗
密
な
ど
は

教
禅
一
致
説
、
教
学
も
禅
宗
も
違
い
は
な
い
な
ど
と
主
張
し
、
そ
の

影
響
は
宋
代
か
ら
強
く
な
り
、
イ
ン
ド
か
ら
の
経
典
も
中
国
人
の
著

作
も
、
ま
た
禅
宗
文
献
も
一
緒
に
編
集
さ
れ
て
、
大
蔵
経
、
漢
訳
大

蔵
経
、
中
国
大
蔵
経
が
成
立
し
ま
す
。
こ
れ
は
莫
大
な
教
え
の
集
大
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成
で
あ
り
、
こ
れ
を
私
は
大
法
と
呼
ぶ
の
で
す
。
こ
の
大
法
を
朝
鮮

半
島
の
諸
国
も
日
本
も
受
け
て
お
り
ま
す
。
今
の
日
本
で
も
ま
だ
音

読
の
お
経
が
有
力
な
の
で
す
か
ら
、
中
国
仏
教
の
影
響
は
大
き
い
で

す
ね
。

　

さ
て
、
大
僧
は
日
本
で
成
立
し
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
宗
派
は

南
都
、
奈
良
の
仏
教
の
六
宗
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
華
厳
宗
が
中
心
で

し
た
。
聖
武
天
皇
が
発
願
し
た
の
で
す
。
平
安
二
宗
、
す
な
わ
ち
最

澄
に
よ
る
天
台
法
華
宗
、
空
海
に
よ
る
真
言
宗
も
日
本
で
独
特
に
成

立
し
ま
し
た
。
南
都
六
宗
と
平
安
二
宗
を
加
え
、
八
宗
が
正
当
な
仏

教
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
法
然
が
浄
土
宗
を
主
張
し
て
か
ら
、
天

皇
の
許
し
が
な
く
て
も
宗
派
が
成
立
し
ま
す
。
曹
洞
宗
も
そ
う
で
す

ね
。

　

日
本
は
宗
派
が
多
い
で
す
ね
。
こ
れ
く
ら
い
宗
派
の
多
い
仏
教
国

は
な
い
の
で
す
。
良
い
意
味
で
は
仏
教
の
メ
ニ
ュ
ー
が
多
く
、
い
ろ

い
ろ
あ
っ
て
選
び
や
す
い
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
中
国
や
韓
国
と
比
べ

た
場
合
、
当
地
で
は
学
派
や
禅
宗
は
存
在
し
ま
す
が
、
全
体
的
に
は

「
仏
教
」
と
い
う
意
識
が
強
い
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、

仏
教
よ
り
も
宗
派
、
宗
旨
が
優
先
し
ま
す
。「
お
た
く
の
ご
宗
旨
は

何
で
す
か
」
と
聞
か
れ
、「
念
仏
で
す
」、
と
か
「
日
蓮
宗
で
す
」
と

か
答
え
、「
仏
教
で
す
」
と
は
ほ
と
ん
ど
言
い
ま
せ
ん
ね
。

　

日
本
の
仏
教
は
非
常
に
教
団
が
強
い
。
こ
の
結
束
の
強
い
、
か
な

り
排
他
的
な
教
団
の
あ
り
方
を
私
は
大
僧
と
呼
ぶ
の
で
す
。
こ
の
排

他
的
と
い
う
の
は
問
題
点
で
し
ょ
う
。
日
蓮
は
浄
土
宗
な
ど
を
厳
し

く
批
判
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
ね
。
道
元
で
も
『
弁
道
話
』
の
中
で

「
念
仏
は
田
ん
ぼ
で
カ
エ
ル
が
鳴
く
よ
う
な
も
の
で
、
修
し
て
も
益

な
し
」
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
法
然
が
聞
い
た
ら
お
こ
り
ま
す

ね
。
そ
の
法
然
も
天
台
や
真
言
は
聖
道
門
で
あ
り
、
高
い
教
え
で
は

あ
る
が
、
穢
土
の
末
法
で
は
浄
土
門
し
か
役
に
た
た
な
い
と
、
歯
に

衣
を
着
せ
ぬ
言
い
方
で
す
。
同
じ
禅
宗
で
も
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
は
批

判
し
あ
い
ま
す
ね
。
兄
弟
げ
ん
か
が
も
と
で
徳
川
家
康
の
策
略
で
二

分
さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
東
西
両
本
願
寺
で
す
ら
、
次
第
に
両
派
に
教

学
に
傾
向
の
違
い
が
出
て
い
る
の
で
す
。

　

私
も
教
団
仏
教
が
セ
ク
ト
的
で
あ
る
こ
と
に
批
判
的
だ
っ
た
も
の

で
す
か
ら
、
大
学
院
時
代
に
恩
師
の
宮
本
正
尊
先
生
に
申
し
上
げ
た

ら
、「
吉
津
君
、
そ
う
言
う
け
ど
ね
、
明
治
の
初
め
の
廃
仏
毀
釈
や

神
仏
分
離
を
ど
う
に
か
切
り
抜
け
ら
れ
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
が

独
自
の
努
力
を
し
た
か
ら
な
ん
だ
よ
」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
な
る
ほ

ど
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
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そ
の
努
力
の
一
環
が
仏
教
系
教
育
機
関
の
設
立
と
了
解
す
る
次
第

で
す
。
先
週
、
大
野
先
生
と
ご
一
緒
に
高
野
山
大
学
で
行
わ
れ
た
仏

教
系
大
学
大
会
に
参
加
し
た
の
で
す
が
、
本
当
に
日
本
の
仏
教
系
教

育
機
関
の
多
さ
は
す
ご
い
で
す
ね
。
仏
教
の
盛
ん
な
韓
国
で
は
四
つ

か
五
つ
大
学
が
で
き
て
い
る
段
階
か
と
思
い
ま
す
、
台
湾
で
も
そ
れ

以
下
で
し
ょ
う
。
日
本
で
は
百
三
十
年
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派

が
も
ち
ろ
ん
危
機
意
識
を
感
じ
、
仏
教
と
社
会
の
問
題
を
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
、
だ
か
ら
大
学
を
作
り
、
仏
教
者
を
養
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
頑
張
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
面
で
は

大
僧
と
い
う
も
の
も
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
Ｃ
「
二
つ
の
流
れ
へ
の
対
処
の

仕
方
」
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
近
代
仏
教
学
が
や
っ
て
き
ま
し
て
、
ど

ん
な
問
題
点
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
今
さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
伝
統
的
な
仏
教
学
も
実
は
日
本
に
伝
来
し
た
時
は
同

じ
状
況
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
文
化
と
一
緒
に
や
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
国
の
儒
教
や
文
化
と
共
に
仏
教
は
や
っ

て
き
た
の
で
す
が
、
近
代
仏
教
学
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
と
共
に

や
っ
て
き
た
。

　

仏
教
だ
け
が
や
っ
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
は
全
く

そ
れ
ま
で
無
か
っ
た
新
し
い
政
治
体
制
、
経
済
、
科
学
技
術
、
教

育
、
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
も
一
緒
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時

代
の
人
は
野
球
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
サ
ッ
カ
ー
も

や
っ
て
い
な
か
っ
た
。
お
釈
迦
様
は
一
切
智
者
と
申
さ
れ
た
、
何
で

も
知
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
お
釈
迦
様

は
新
幹
線
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
あ
ま
り
大
し
た
冗
談
で
は
な

い
の
で
す
が
、
若
い
教
員
だ
っ
た
頃
、
こ
れ
を
言
っ
た
と
た
ん
に
前

に
座
っ
て
い
た
女
子
学
生
さ
ん
が
大
い
に
笑
っ
て
く
れ
た
の
を
思
い

出
し
ま
す
。

　

近
代
仏
教
学
は
、
近
代
文
明
と
共
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
で
す

か
ら
私
た
ち
の
悩
み
も
ま
た
深
い
の
で
す
。
仏
教
だ
け
の
こ
と
を
考

え
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
寺
に
生
ま
れ
て
、
仏
教
学

を
専
門
に
し
て
い
る
私
の
悩
み
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
悩

み
に
い
か
に
対
処
し
た
ら
よ
い
の
か
を
お
釈
迦
様
に
う
か
が
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
が
本
日
の
表
題
に
出
し
て
い
る
自
洲

と
法
洲
の
対
峙
の
実
践
で
す
。
講
演
の
始
め
に
対
峙
と
は
対
話
で
あ

り
、
自
洲
と
法
洲
の
対
峙
も
自
洲
と
法
洲
が
対
話
す
る
こ
と
だ
と
申

し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
い
か
に
実
践
す
る
か
を
お
釈
迦
さ
ん
に
尋
ね

て
み
た
い
の
で
す
。



私
の
仏
教
学
（
吉
津
）

11─　   ─

　

詳
し
く
引
用
文
を
お
知
り
に
な
り
た
い
方
は
、
中
村
元
先
生
が

パ
ー
リ
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
岩
波
文
庫
か
ら
出
て
い
る
『
ブ
ッ
ダ
最
後

の
旅
』
の
ポ
イ
ン
ト
の
部
分
、
私
が
引
用
し
た
部
分
に
接
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
は
八
十
歳
ま
で
長
生
き
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
の
安あ

ん

居ご

、

ご
本
山
に
修
行
に
行
く
こ
と
も
安
居
と
申
し
ま
す
が
。
雨
が
降
る
時

期
に
な
り
ま
す
と
、
あ
ま
り
修
行
者
た
ち
は
外
を
出
歩
き
ま
せ
ん
。

雨
が
降
り
ま
す
と
生
き
物
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
き
ま
す
の
で
、
修
行
者

が
歩
き
回
っ
て
生
き
物
等
を
踏
み
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
、
イ

ン
ド
の
宗
教
者
に
一
般
的
な
風
習
で
す
。
三
ヶ
月
半
く
ら
い
屋
内
で

修
行
す
る
時
期
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
最
後
の
安
居
の
時

に
お
釈
迦
様
は
発
病
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
お
釈
迦
様
は
日
頃
か
ら
の

ご
修
行
力
が
備
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
と
き
は
良
く
な
ら

れ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
そ
ば
に
つ
い
て
い
た
ア
ー
ナ
ン
ダ
、
こ

の
方
は
お
釈
迦
様
の
ご
親
戚
筋
で
あ
り
、
最
後
ま
で
お
釈
迦
様
の
面

倒
を
み
た
方
で
す
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
こ
の
ま
ま
お
釈
迦
様
が
亡
く
な

ら
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
い
う
思
い
で
、「
尊
師
、
元
気
に
な
ら
れ

ま
し
て
、
安
心
し
ま
し
た
」
と
言
っ
た
と
た
ん
に
病
気
か
ら
元
気
に

な
ら
れ
た
お
釈
迦
様
が
、
怒
る
よ
う
に
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
言
っ
た
の
が

こ
の
一
節
な
の
で
す
。

　

ど
の
よ
う
に
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
思
い
を
見
抜
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

私
が
想
像
す
る
に
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う

か
、
も
っ
と
世
俗
的
に
言
え
ば
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
、
お
釈
迦
様
は
自

分
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
思
う
こ
と
に

嘘
は
な
い
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
皆
さ
ん
、
読
ん
で
み
て
く
だ
さ

い
。
お
釈
迦
様
は
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
お
前
た
ち
は
ど
う
考
え
て
い

る
の
だ
。
私
は
一
度
も
あ
な
た
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
と
思
っ
た

こ
と
は
な
い
の
だ
よ
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
重
要
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
お
釈
迦
様
は
こ
う
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
。「
あ
な
た
方
が
私
を
頼
り
に
し
て
い
る
な
ど
と
私
は
一
度
も
考

え
た
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
お
前
は
は
っ
き
り
言

わ
な
い
が
私
が
死
ん
だ
後
の
後
継
者
を
指
名
し
、
遺
言
し
て
か
ら
亡

く
な
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
な
ら
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
」

と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
文
章
で
す
。

　

そ
の
後
「
私
は
八
十
歳
に
な
っ
た
」
と
自
ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
こ
で
八
十
歳
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
か
ら
、
お
釈

迦
様
が
八
十
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。

他
に
資
料
が
な
い
。
意
外
に
お
釈
迦
様
の
伝
記
は
判
っ
た
よ
う
で
わ
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か
ら
な
い
の
で
す
。
良
く
ぞ
こ
こ
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
何

も
言
わ
な
か
っ
た
ら
お
釈
迦
様
は
何
歳
ま
で
生
き
ら
れ
た
の
か
と
い

う
の
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

そ
こ
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
が
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ　

そ
れ
故
に
こ
の

世
で
自
ら
を
島
と
し
自
ら
を
頼
り
に
し
て
他
人
を
頼
り
と
せ
ず　

法

を
島
と
し
法
を
拠
り
所
と
し
て
他
の
者
を
拠
り
所
と
せ
ず
に
あ
れ
」

の
一
句
で
す
。
こ
れ
が
本
日
の
発
表
の
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
自

洲
・
法
洲
の
一
つ
の
原
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
ら
を
、
自
分
自
身
を

拠
り
所
と
す
る
。
そ
し
て
教
え
を
も
う
一
つ
の
拠
り
所
に
す
る
の
で

す
。

　

こ
の
解
釈
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
二
つ
の
拠
り
所
と
言
っ
て

い
る
け
れ
ど
、
実
は
お
釈
迦
様
が
我
見
を
た
て
る
よ
う
な
教
え
を
説

く
は
ず
は
な
い
。
自
分
を
拠
り
所
に
す
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
を
す
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
私
は
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
の
教
え
と
い
う
の
は
誓
っ

て
自
分
を
大
切
に
す
る
宗
教
で
あ
っ
た
と
私
は
信
じ
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
自
己
中
心
的
で
自
洲
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
す
。

自
分
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
中
心
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
大
切
に
す
る
方
は
隣
人
も
大
切
に
す

る
方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
私
の
今
日
の
講
演
の
趣
旨
で
も

あ
り
ま
す
。

　

自
分
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
え
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
限
り
な
く
隣
人
、
友
達
、
先
生
た
ち
か
ら
学
ん
で
い

く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
仏

教
は
こ
こ
に
尽
き
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
人
生
は
無
常

で
あ
る
か
ら
修
行
し
、
学
び
続
け
よ
」
と
い
っ
て
お
釈
迦
様
は
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。

　

自
洲
・
法
洲
は
お
釈
迦
様
の
残
さ
れ
た
文
献
に
た
く
さ
ん
出
て
く

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
重
要
な
と
こ
ろ
で
出
て
き
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
教
え
の
後
で
必
ず
四
つ
の
も
の
を
よ
く
観
察
し
な
さ
い
と
の

教
え
が
続
き
ま
す
。
ま
た
四
つ
の
も
の
に
対
し
て
執
着
し
て
い
な
い

か
、
憂
い
は
無
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
さ
い
と
い
う

こ
と
を
申
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

四し

念ね
ん

処じ
ょ

の
教
え
、
身
・
受
・
心
・
法
を
念
ず
る
修
行
で
す
。
ま
ず

第
一
に
身
、
カ
ー
ヤ
と
は
私
た
ち
の
体
、
身
体
が
大
切
な
の
で
す
。

次
の
受
は
何
を
ど
う
感
じ
る
か
、
感
受
、
ベ
ー
ダ
ナ
ー
と
い
う
こ
と

で
す
。
我
々
は
感
情
の
動
物
だ
と
よ
く
言
い
ま
す
。
体
面
が
傷
つ
け

ら
れ
た
、
あ
い
つ
が
気
に
な
る
、
苦
し
い
、
悲
し
い
、
辛
い
、
寒
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い
、
暑
い
、
い
ろ
い
ろ
な
感
情
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
心
の
働
き
で
す
が
、
心
そ
の
も
の
が
チ
ッ
タ
で
す
。
第
四
の

法
、
ダ
ン
マ（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
ダ
ル
マ
）は
い
ろ
い
ろ
な
意
味

が
あ
り
、
法
と
い
う
言
葉
は
仏
教
で
は
多
義
的
で
す
。
こ
こ
の
法
は

自
洲
に
属
し
、
私
た
ち
の
心
で
考
え
る
物
事
す
べ
て
を
指
し
ま
す
。

自
洲
に
対
す
る
法
洲
と
い
う
法
は
教
え
全
体
と
い
う
意
味
で
す
。

　

こ
の
四
念
処
の
一
つ
と
し
て
、
お
釈
迦
様
が
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
に

つ
い
て
頓
着
し
て
い
な
い
か
、
執
着
し
て
い
な
い
か
、
チ
ェ
ッ
ク
し

て
観
察
し
な
さ
い
、
よ
く
気
を
つ
け
て
み
ま
し
ょ
う
と
勧
め
て
お
ら

れ
る
。
教
え
の
基
礎
に
な
る
の
が
私
た
ち
の
存
在
を
含
め
た
物
事
の

あ
り
方
が
教
え
な
の
で
す
か
ら
、
法
念
処
の
法
と
法
洲
の
法
と
は
無

関
係
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
お
釈
迦
様
の
教
え
を

総
括
す
る
法
洲
と
、
も
ろ
も
ろ
の
事
象
と
し
て
の
ダ
ン
マ
、
物
事
の

意
味
の
ダ
ン
マ
と
は
区
別
し
ま
す
。
自
分
の
心
な
り
、
頭
な
り
で
考

え
る
こ
と
は
自
洲
と
し
て
の
法
で
あ
る
が
、
教
え
は
法
洲
と
し
て
厳

然
と
し
て
自
洲
の
前
に
存
在
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
の
説
か

れ
た
教
え
だ
け
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
の
事
柄

を
考
え
ま
す
。
そ
れ
ら
が
法
念
処
の
法
で
す
。
法
洲
は
お
釈
迦
さ
ん

の
説
か
れ
た
、
あ
る
い
は
祖
師
方
の
教
え
と
し
て
厳
然
と
し
て
自
洲

と
対
峙
的
に
存
在
し
、
対
話
的
に
関
わ
る
存
在
な
の
で
す
。

　

こ
の
四
つ
を
よ
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
す
る
際
に
映

す
鏡
の
よ
う
な
役
割
を
法
洲
が
果
た
す
と
思
い
ま
す
。
不
浄
・
苦
・

無
常
・
無
我
な
ど
の
基
本
的
な
教
え
で
す
。
我
々
の
体
に
問
題
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
社
会
生
活
で
感
じ
て
い
る
こ
と
に
執
着
し
、

何
か
引
っ
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
無
い
か
な
と
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

我
々
は
心
と
い
う
霊
妙
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
何

か
心
配
し
て
い
る
こ
と
は
無
い
か
、
悩
ん
で
い
る
こ
と
は
無
い
か
。

若
い
方
ど
う
で
す
か
。
あ
る
い
は
こ
の
素
晴
ら
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
で

学
び
な
が
ら
も
い
ろ
い
ろ
悩
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

　

私
は
こ
の
四
念
処
の
実
践
に
つ
い
て
、
身
体
と
感
覚
で
あ
る
受
で

す
ね
、
そ
れ
か
ら
心
と
法
と
い
う
も
の
を
現
代
的
に
少
し
広
げ
て
解

釈
し
て
お
り
ま
す
。
体
と
い
い
ま
し
て
も
、
こ
の
体
だ
け
で
は
生
き

て
い
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
体
は
自
然
物
で
す
。
自
然
と
つ
な
が
っ

て
い
る
。
皆
さ
ん
と
空
気
を
共
有
し
て
い
る
。
大
地
が
な
か
っ
た
ら

歩
け
ま
せ
ん
。
早
く
到
着
し
た
の
で
素
晴
ら
し
い
日
進
校
舎
を
歩
き

ま
し
た
。
向
こ
う
に
薬
草
園
も
あ
る
の
で
す
ね
。
初
め
て
来
ま
し
た

け
れ
ど
広
い
で
す
ね
。
駒
澤
大
学
は
本
当
に
狭
い
の
で
こ
の
大
学
が



私
の
仏
教
学
（
吉
津
）

14─　   ─

羨
ま
し
い
で
す
。
学
生
諸
君
、
こ
の
自
然
を
満
喫
し
て
く
だ
さ
い
。

　

身
体
は
自
然
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
環
境
問
題
と
繋
が
っ
て
い
る

の
で
す
。
皆
さ
ん
、
タ
バ
コ
は
喫
煙
場
所
で
喫
煙
し
て
い
ま
す
か
。

こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。
タ
バ
コ
一
本
吸
う
こ
と
が
ど
れ

だ
け
生
態
系
に
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
も

ヘ
ビ
ー
ス
モ
ー
カ
ー
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
吸
っ
て
い
た
時
は
そ
ん

な
こ
と
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
近
、
い
ろ
い
ろ
な
食
料
問
題
が

起
き
ま
す
ね
。
人
間
の
欲
望
が
と
ん
で
も
な
い
食
品
問
題
を
引
き
起

こ
し
て
い
ま
す
。
こ
の
社
会
的
チ
ェ
ッ
ク
も
身
念
処
の
中
に
入
れ
て

考
え
た
い
も
の
で
す
。

　

感
覚
で
あ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ナ
ー
は
広
く
人
間
関
係
の
チ
ェ
ッ
ク
で

す
。
周
り
の
人
間
関
係
と
い
う
の
は
心
の
働
き
を
通
わ
せ
な
が
ら
生

活
し
て
い
る
で
は
な
い
で
す
か
。
好
き
だ
、
嫌
い
だ
、
苦
し
い
、
楽

し
い
と
言
い
な
が
ら
、
私
た
ち
は
お
互
い
に
夫
婦
生
活
を
行
い
、
社

会
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
思
わ
ぬ
こ
と
を
思
わ
ぬ
人
が
言
う
、
そ

れ
に
び
っ
く
り
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。

　

私
も
今
、
駒
澤
大
学
学
生
部
で
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
き
ま
す
。
驚
く
べ
き
人
間
の
生

き
様
で
す
。
こ
れ
が
全
部
、
感
受
性
に
な
っ
て
、
身
体
に
も
関
係
し

て
く
る
。
身
は
、
身し

ん

口く

意い

の
三さ
ん
ご
う業
と
い
う
我
々
の
行
動
の
主
体
と
し

て
考
え
ら
れ
ま
す
。
行
動
に
お
い
て
は
何
を
や
る
か
、
や
ら
な
い
か

の
一
念
は
心
の
中
か
ら
起
き
て
き
ま
す
。

　

今
の
タ
バ
コ
の
例
で
言
え
ば
、
タ
バ
コ
を
吸
い
た
く
な
っ
た
と
い

う
の
は
心
の
動
き
で
し
ょ
う
。
実
際
に
吸
う
、
そ
れ
は
身し

ん

、
体
の
動

き
で
す
。
身し

ん

業ご
う

で
す
。
吸
い
た
い
と
い
う
心
の
動
き
を
ど
の
よ
う
な

マ
ナ
ー
と
し
て
実
行
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
三
番
目
の
心
の
と

こ
ろ
か
ら
、
善
悪
二
業
の
動
き
が
出
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
は
良
い

行
い
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
は
い
け
な
い
よ
と
、
仏
教
は
な
る
べ
く
良

い
、
悪
い
を
分
け
る
よ
う
な
発
想
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
人
間
は
社
会
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
か
ら
、
迷
惑
を
か
け

て
は
い
け
な
い
の
で
、
善
悪
を
は
っ
き
り
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
き
は
明
確
に
発
言
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
最
後
の
法
で
す
が
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
関
わ
っ
て

き
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
時
代
に
は
無
か
っ
た
現
代
、
近
代
の
諸
問
題

が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
環
境
問
題
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
人
権

問
題
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
資
源
の
問
題
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。
私
た
ち
は
た
ち
ま
ち
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
時
代
に
生
き
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
仏
教
を
勉
強
す
る
、
あ
る
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い
は
仏
教
を
勉
強
し
な
い
人
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
生

活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
に
広
げ
て
四
念
処

を
考
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

Ｄ
「
三
つ
の
判
断
（
事
実
・
価
値
・
対
峙
）
と
対
話
性
（
対
峙
）

へ
の
努
力
」
で
す
が
、
三
つ
の
判
断
が
あ
る
と
想
定
し
ま
す
。
一
般

的
に
は
二
つ
で
す
。
事
実
を
事
実
と
し
て
見
て
い
く
事
実
判
断
で

す
。
こ
れ
は
善
悪
を
問
わ
な
い
。
悪
い
こ
と
で
あ
れ
、
良
い
こ
と
で

あ
れ
、
す
べ
て
事
実
は
事
実
と
し
て
認
定
し
て
い
く
と
い
う
の
が
事

実
判
断
で
す
。

　

次
に
あ
る
の
が
価
値
判
断
で
す
。
皆
さ
ん
が
ど
ん
な
価
値
観
を
持

つ
か
。
若
い
方
は
若
い
方
な
り
に
価
値
観
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
岩
波

書
店
の
辞
書
に
改
訂
版
が
出
て
い
ま
す
ね
。
皆
さ
ん
方
が
使
っ
て
い

る
言
葉
も
ど
ん
ど
ん
入
る
と
思
い
ま
す
。
私
に
は
使
え
な
い
、
分
か

ら
な
い
言
葉
も
入
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
時
代
の
変
化
に
よ

り
、
言
葉
も
変
わ
り
、
価
値
観
も
変
化
し
ま
す
。

　

事
実
判
断
の
ほ
う
を
英
語
で
い
う
と
、「and

の
論
理
」
と
い
た

し
ま
し
た
。a and b

で
す
ね
。
そ
し
て
価
値
判
断
は
ど
う
し
て

も
、
善
悪
是
非
、
良
い
か
悪
い
か
、
あ
る
い
は
賛
成
か
反
対
か
、
こ

れ
ら
の
選
択
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
英
語
で
、「or

の
論
理
」

と
し
ま
す
。a or b

の
形
で
す
ね
。
こ
の
価
値
判
断
が
行
き
過
ぎ

る
と
、
次
に
問
題
に
す
る
原
理
主
義
に
な
り
、
仏
教
に
正
邪
を
求
め

た
り
、
安
易
に
人
物
観
に
善
悪
を
持
ち
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
行
動
に
お
い
て
は
善
悪
を
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
判
断
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
は
行
き
過

ぎ
で
す
が
、
乱
用
は
慎
む
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
加
え
た
い
の
が
、
副
題
に
な
っ
て
お
り

ま
す
対
峙
と
い
う
対
話
的
判
断
で
す
。
こ
れ
はversus

（
バ
ー
サ

ス
）
と
い
う
言
葉
を
略
し
ま
し
てvs.

で
す
。「vs.

の
論
理
」
で
す

ね
。
巨
人vs.

阪
神
戦
で
す
。
野
球
に
か
ぎ
ら
ず
、
ス
ポ
ー
ツ
は
あ

る
一
定
の
ル
ー
ル
の
下
で
ゲ
ー
ム
を
行
う
。
勝
負
は
結
果
で
す
。
一

つ
一
つ
の
プ
レ
ー
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
は
勝
負
に
拘
ら

ず
、
全
力
で
戦
い
、
金
銭
が
動
く
商
業
主
義
で
な
け
れ
ば
、
極
め
て

対
峙
、
対
話
的
で
あ
り
、
健
全
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
対
峙
の
論
理

を
対
峙
判
断
と
い
う
形
で
こ
こ
に
書
き
ま
し
た
が
、
対
話
を
活
性
化

さ
せ
、
相
互
の
認
識
を
深
め
あ
う
判
断
と
し
て
、
第
三
の
判
断
と
し

て
取
り
入
れ
た
い
と
提
案
し
た
わ
け
で
す
。

　

今
日
の
話
の
最
初
に
申
し
上
げ
た
通
り
、
仏
教
は
分
か
り
に
く
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
人
間
と
人
間
が
お
互
い
に
理
解
し
あ
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う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
と
人
間
が
お
互
い
に
理
解
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
自
分
自
身
の
理
解
を
深
め
て
行
く
。
こ
う
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
世
の
中
に
平
和
を
実
現
し

て
い
く
。
仏
法
僧
三
宝
の
僧
宝
、
そ
れ
は
サ
ン
ガ
で
す
。
和
合
で

す
。
仏
教
の
目
指
す
も
の
は
そ
う
い
う
和
合
、
そ
う
い
う
形
の
平

和
。
決
し
て
戦
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
家
庭
の
中
に
お

い
て
も
同
様
で
す
。
私
は
お
釈
迦
様
の
自
洲
・
法
洲
、
つ
ま
り
自
分

自
身
を
大
切
に
し
て
大
事
に
し
て
、
そ
し
て
も
う
一
つ
教
え
が
あ
る

の
だ
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
大
切
に
し
て
、
四
念
処
の
教
え
等
を
実

践
し
て
い
け
ば
、
良
い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
、
善
い
社
会
が

実
現
す
る
と
お
釈
迦
様
は
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

Ｅ
「
仏
教
原
理
主
義
、
宗
派
原
理
主
義
へ
の
異
議
」
の
と
こ
ろ

は
、
私
の
目
か
ら
見
ま
し
て
、
や
や
価
値
判
断
が
強
く
て
、
対
話
性

で
は
無
い
本
を
挙
げ
ま
し
た
。
こ
の
縁
者
の
方
に
は
ご
迷
惑
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
学
術
的
な
視
点
か
ら
の
問
題
と
し
て
私
は
考
え
ま
し

た
。
た
と
え
ば
ブ
ー
タ
ン
の
仏
教
は
全
面
的
に
素
晴
ら
し
い
と
言

い
、
日
本
の
仏
教
は
ダ
メ
と
一
方
的
に
判
断
し
た
り
、
あ
る
い
は
仏

教
は
慈
悲
の
教
え
で
素
晴
ら
し
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教

や
ユ
ダ
ヤ
教
は
殺
戮
の
宗
教
で
あ
る
と
決
め
付
け
る
よ
う
な
本
は
対

話
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
対
話
が
成
立

す
る
に
は
お
互
い
に
認
め
あ
っ
て
、
良
い
と
こ
ろ
は
良
い
、
問
題
点

は
問
題
点
と
し
て
認
識
を
深
め
て
行
く
と
い
う
の
が
学
問
的
で
も
あ

り
、
建
設
的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
が
そ
れ
を
十
分
に
実
現

し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
実
現
し
た
い

と
い
う
夢
を
持
っ
て
努
力
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
誓
い
申
し
上
げ

ま
す
。

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　

吉
津
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
質
問
は
ご
ざ
い
ま
す

か
。

質
問

　

対
峙
と
い
う
言
葉
が
耳
慣
れ
な
い
言
葉
で
、
対
立
と
か
対
話
は
良

く
聞
く
言
葉
で
す
が
、
あ
え
て
先
生
は
対
峙
の
論
理
と
言
わ
れ
た
の

で
す
が
、
認
識
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う

か
。
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少
し
話
を
変
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
後
ほ
ど
対
峙
と
い
う
こ
と
に
関

係
し
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
は
『
修
証
義
』
の
本
を
出
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
、
前
々
か
ら
読
ん
で
い
て
、『
修
証

義
』
の
「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
の
教
え
に
、「
同
事
」
と
い
う
言
葉

が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
こ
が
ひ
っ
か
か
っ
て
い
ま
す
。「
同
事

と
言
う
は
不
違
な
り
、
自
佗
は
時
に
随
う
て
無
窮
な
り
」
と
最
後
に

あ
り
ま
す
が
、
対
峙
と
い
う
の
は
自
洲
と
法
洲
の
対
峙
と
い
う
よ
り

も
、
私
の
中
に
は
自
と
他
の
対
峙
と
い
う
、
自
分
と
他
人
で
も
よ
い

の
で
す
が
、
自
分
と
他
、
他
者
と
の
対
峙
が
あ
る
と
言
っ
た
場
合

に
、
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
関
係
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
る
の
で
す
が
。

答
え

　

私
は
関
係
付
け
て
考
え
て
お
り
ま
す
。「
同
事
と
い
う
は
不
違
な

り
、
自
に
も
不
違
な
り
、
他
に
も
不
違
な
り　

譬
え
ば
人
間
の
如
来

は
人
間
に
同
ぜ
る
が
如
し　

佗
を
し
て
自
に
同
ぜ
し
め
て
後
に
自
を

し
て
佗
に
同
ぜ
し
む
る
道
理
あ
る
べ
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン

ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

佗
を
し
て
自
に
同
ぜ
し
め
て
と
い
う
の
は
、
自
分
が
他
を
理
解
す

る
、
受
け
入
れ
る
。
受
け
入
れ
て
、
そ
し
て
次
に
自
分
が
自
を
し
て

佗
に
同
ぜ
し
む
る
、
自
分
が
他
に
む
か
い
意
見
を
言
っ
た
り
す
る
。

そ
の
道
元
禅
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
自
他
の
方
向
性
が
私
の
い
う

対
話
的
対
峙
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
私
の

自
洲
と
法
洲
と
の
対
峙
の
学
び
方
は
道
元
禅
師
の
同
事
行
よ
り
も
き

つ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
今
の
道
元
禅
師
の
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
同

事
の
受
け
入
れ
方
は
慈
愛
に
満
ち
た
人
間
関
係
の
構
築
に
は
素
晴
ら

し
い
教
え
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
対
峙
は
仏
教
学
と
い
う
土
俵
の
上
で
、
法
洲
を
い
か
に
認
識

す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
が
表
に
出
て
い
ま
す
の
で
、
要
す
る
に
法

洲
を
事
実
認
識
と
し
て
受
け
入
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
自
分

が
ど
う
考
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
対
峙
と
い
う
の
は

け
じ
め
を
つ
け
る
面
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
ま
す
ね
。
し
か
し
、
対
立

と
い
う
言
葉
は
避
け
た
い
の
で
す
。
対
立
と
い
う
と
価
値
判
断
、or

の
論
理
に
傾
斜
す
る
わ
け
で
す
。vs.

の
論
理
は
、or

の
論
理
と
は

違
う
の
だ
と
言
い
た
い
の
で
す
。
そ
こ
でvs.

と
の
違
い
を
出
す
た

め
に
、
対
立
と
は
言
わ
な
い
で
、
対
峙
と
言
う
わ
け
で
す
。
相
撲
で

例
え
れ
ば
、
司
会
者
が
行
司
役
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
あ
な
た
が
質

問
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
同
じ
土
俵
の
上
で
一
定
の

ル
ー
ル
に
従
っ
て
相
撲
を
と
る
わ
け
で
す
。
勝
敗
は
別
に
し
て
、
立
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会
い
か
ら
組
み
合
っ
て
、
力
の
限
り
押
し
合
い
す
る
。
こ
こ
の
と
こ

ろ
は
私
の
言
う
自
洲
・
法
洲
論
と
道
元
禅
師
の
同
事
が
通
じ
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
司
会
者
で
あ
る
行
司
さ
ん
は
「
こ
の

勝
負
あ
ず
か
り
」
と
宣
言
し
て
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
あ
な
た
が
質
問
を
し
て
く
だ
さ
り
、
そ
し
て
私
が
で
き
る
だ
け

そ
の
質
問
の
趣
旨
を
理
解
し
て
、
応
答
し
、
ま
た
一
段
と
私
の
意
図

を
理
解
し
て
い
た
だ
こ
う
と
し
、
ま
た
自
分
の
考
え
も
深
め
る
と
こ

ろ
に
、
共
通
点
を
見
出
し
う
る
と
思
う
し
だ
い
で
す
。

質
問

　

自
分
が
受
け
入
れ
た
場
合
に
、
自
分
も
自
ず
と
理
解
さ
れ
る
と
い

う
か
、
そ
れ
が
後
に
つ
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か

ね
。
例
え
ば
人
間
関
係
で
す
が
。

答
え

　

自
分
が
ど
れ
だ
け
質
問
を
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

答
え
方
が
ま
た
良
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
私
の
説
明
を
受

け
入
れ
て
い
た
だ
い
て
、
さ
ら
に
一
段
と
深
い
質
問
な
り
、
鋭
い
質

問
を
し
て
い
た
だ
く
と
、
ま
た
そ
こ
で
禅
の
問
答
の
よ
う
な
こ
と
に

な
り
ま
す
。

質
問

　

禅
宗
で
は
「
不
立
文
字
」
と
言
わ
れ
ま
す
ね
、
い
わ
ゆ
る
言
葉
を

使
わ
ず
に
た
だ
坐
れ
と
、
坐
禅
な
ど
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
ね
。
た
だ

し
臨
済
宗
で
よ
く
す
る
禅
問
答
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
、
そ
れ
は
言

葉
を
使
っ
て
禅
問
答
す
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
禅
問
答
と
不
立
文
字

と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

答
え

　

道
元
禅
師
は
二
つ
あ
る
と
は
っ
き
り
言
わ
れ
て
い
ま
す
。『
学
道

用
心
集
』
の
最
後
の
と
こ
ろ
、「
右
、
身
心
を
決
択
す
る
に
お
の
ず

か
ら
両
般
あ
り
。
参
師
聞
法
と
工
夫
坐
禅
と
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
坐
禅
を
し
な
さ
い
、
そ
し
て
師
匠
の
教
え
を
受
け
、
教
法
に

耳
を
傾
け
、
ち
ゃ
ん
と
勉
強
も
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
す
。
文

字
を
立
て
ろ
と
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
が
、
道
元
禅
師
は
不
立
文
字

を
『
正
法
眼
蔵
』
で
批
判
さ
れ
ま
す
。
教
法
は
き
ち
ん
と
学
び
な
さ

い
と
い
う
立
場
で
す
ね
。
そ
し
て
経
典
祖
録
の
勉
強
は
大
切
で
あ
る

と
考
え
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
文
字
の
熟
達
者
に
な
れ

と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
文
字
の
法
師
を
道
元
禅
師
は
嫌
う
の
で

す
。
こ
の
道
元
禅
師
の
立
場
と
今
日
お
話
し
し
た
自
洲
・
法
洲
の
実

践
と
は
矛
盾
は
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。


