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「
一
切
智
智
」
へ
の
修
行
と
し
て
の
「
方
便
」

―
心
理
臨
床
の
観
点
か
ら

―

佐

藤

隆

一

は
じ
め
に

　

筆
者
は
臨
床
心
理
学
を
学
ん
で
、
大
正
大
学
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
で
約
二
十
五
年
間
の
臨
床
経
験
を
積
み
な
が
ら
、
三
百
床

を
有
す
る
民
間
の
中
規
模
総
合
病
院
の
心
理
相
談
室
で
非
常
勤
の
外
来
相
談
を
十
五
年
経
験
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
か
ら
密
教
経
典
と
弘
法
大
師
の
著
作
を
読
ん
で
み
る
と
、
今
更
な
が
ら
に
そ
れ
ら
の
洞
察
の
深
さ
に
気

づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
心
理
臨
床
経
験
を
通
し
て
、
密
教
と
弘
法
大
師
の
思
想
の
一
面
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
大
日
経
』
が
説
く
「
方
便
為
究
竟
」

　

今
更
な
が
ら
に
『
大
日
経
』
の
「
三
句
の
法
門
」
に
つ
い
て
所
感
を
述
べ
る
こ
と
に
は
躊
躇
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
辛
抱
く
だ
さ
い
。
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『
大
日
経
』
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、
執
金
剛
秘
密
主
が
毘
盧
遮
那
如
来
に
対
し
て
、「
一
切
智
智
」
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
得
ら
れ

る
の
か
と
い
う
真
摯
な
質
問
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
そ
の
一
切
智
智
に
よ
っ
て
衆
生
の
た
め
に
広
く
説
き
、
様
々
な

人
々
の
種
々
の
願
い
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
方
便
を
用
い
て
、
一
切
智
智
を
説
い
た
の
で
す
か
」
と
矢
継
ぎ
早
に
執
金
剛
秘
密
主
の

質
問
が
続
き
ま
す
。
さ
ら
に
、「
こ
の
一
切
智
智
の
道
は
一
味
で
あ
り
、
如
来
の
解
脱
味
で
す
」
と
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
十
分
理
解

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
そ
し
て
「
一
切
智
智
は
一
切
の
分
別
を
離
れ
て
、
分
別
も
な
く
、
無
分
別
も
な
し
。
�
中
略
�
水
界

は
一
切
衆
生
之
に
よ
っ
て
歓
楽
す
る
が
よ
う
に
、
一
切
智
智
も
諸
天
世
人
の
利
楽
と
な
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
ま
で
は
十
分
に
理
解

し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
切
智
智
を
い
か
に
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
是
非
教
え
て
く
だ
さ
い
、
と
繰
り
返
し
ま
し
た
。

　

執
金
剛
秘
密
主
の
深
い
理
解
を
確
認
し
た
毘
盧
遮
那
如
来
が
、「
一
切
智
智
」
を
得
る
た
め
に
は
「
菩
提
心
を
因
と
し
、
大
悲
を

根
と
し
、
方
便
を
究
竟
と
な
す
」
と
い
う
有
名
な
「
三
句
の
法
門
」
を
説
き
、
そ
の
う
ち
の
「
菩
提
心
」
の
「
菩
提
」
と
は
「
如
実

知
自
心
」
で
あ
る
と
、
毘
盧
遮
那
如
来
が
要
諦
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
「
三
句
の
法
門
」
が
説
か
れ
る
住
心
品
は
、
教
理
や
理
論
を
説
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
知
恵
の
獲
得

方
法
と
心
の
在
り
方
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
、
他
の
類
例
が
な
い
ほ
ど
に
具
体
的
か
つ
実
際
的
に
説
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
一
切
智
智
」
は
釈
尊
の
瞑
想
の
体
験
に
よ
っ
て
体
得
さ
れ
た
「
知
恵
」
で
あ
り
、
仏
の
極
め
て
内
面
的
な
事
柄
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
得
る
た
め
に
は
、
菩
提
心
・
大
悲
・
方
便
が
必
要
だ
と
い
わ
れ
た
の
で
す
。
菩
提
心
は
行
者

の
内
奥
の
事
柄
で
す
が
、
大
悲
と
方
便
は
他
者
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
三
句
の
法
門
」
は
、「
菩
提
心
」
＝
「
理
想
を
求
め
る
内
的
動
機
付
け
」
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
、「
大
悲
」
＝
「
他
者
へ
の

共
感
」
を
以
て
、「
方
便
」
＝
「
相
手
に
と
っ
て
有
効
な
導
き
方
」
を
常
に
心
が
け
る
こ
と
が
「
一
切
智
智
」
へ
の
道
だ
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
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こ
れ
は
日
常
生
活
の
対
人
関
係
が
、
心
が
け
次
第
で
は
「
一
切
智
智
」
に
つ
な
が
る
修
行
に
も
な
り
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ま
し
た
。
道
場
内
部
で
の
事
相
的
な
修
行
だ
け
で
な
く
、
日
常
的
な
対
人
関
係
の
経
験
の
仕
方
に
よ
っ
て
は

重
要
な
修
行
に
な
る
、
と
い
う
主
張
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
常
生
活
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
対
人
関
係
を
、
観
察
力
と
敏
感
さ
を
以
て
経
験
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
己
理
解
や
洞
察
の
好
機

が
満
ち
満
ち
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
好
機
を
自
己
成
長
と
相
手
の
成
長
を
促
進
さ
せ
ら
れ
る
方
向
に
向
け
ら
れ
る

か
ど
う
か
は
、
当
事
者
の
相
互
作
用
に
よ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
三
句
の
法
門
」
は
、
そ
の
結
果
は
菩
提
心
を
持
つ
人
と
し
て
、
自

分
自
身
が
責
任
と
覚
悟
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
修
行
と
な
り
成
長
の
好
機
と
な
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
す
。

心
理
臨
床
の
基
本
的
心
構
え

　

私
た
ち
の
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
他
愛
の
な
い
軽
口
・
冗
談
・
噂
話
・
悪
口
・
時
に
は
口
論
�
�
な
ど
に
満
ち
て
い

ま
す
。
上
質
な
ユ
ー
モ
ア
に
よ
り
、
一
気
に
常
識
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
な
愉
快
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
稀
で
す
。
実
り

の
あ
る
真
剣
な
話
を
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
相
手
と
場
所
を
選
び
、
真
剣
な
話
を
し
た
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
当
人
が
醸
し
出
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。
目
的
の
な
い
対
人
関
係
に
お
け
る
会
話
が
重
要
な
学
び
と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
ま
す
。

　

心
理
臨
床
の
実
際
の
面
接
は
、
来
談
者
が
解
決
し
た
い
テ
ー
マ
を
持
ち
、
そ
の
目
標
に
効
率
よ
く
達
成
す
る
方
法
を
相
談
員
が
責

任
を
以
て
来
談
者
と
と
も
に
考
え
ま
す
。

　
「
大
悲
」
は
、
相
手
の
悲
し
み
を
わ
が
悲
し
み
と
感
じ
る
共
感
力
で
す
。
他
人
が
語
る
辛
い
話
や
苦
し
み
を
自
然
に
共
感
で
き
る

人
は
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。
し
か
し
、
相
手
が
望
む
よ
う
に
分
か
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
多
く
あ
る
と
思

い
ま
す
。



現代密教　第30号

― 166 ―

　

テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
ど
う
し
て
も
わ
か
り
に
く
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
私
が
臨
床
を
始
め
た
若
い
時
は
、
同
世
代
の
来

談
者
の
訴
え
は
共
感
し
や
す
く
、
彼
ら
が
苦
手
意
識
や
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
親
や
教
師
な
ど
に
対
し
て
、
来
談
者
と
同
じ
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
気
持
ち
が
自
然
に
沸
き
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
す
る
と
、
面
接
の
中
で
は
相
談
員
が
来
談
者
に
同
情
的
に
な
り
、
親
や
教
師
に

対
し
て
面
接
者
も
批
判
的
に
な
り
が
ち
で
す
。
や
が
て
、
来
談
者
は
相
談
員
だ
け
が
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
「
善
い
人
」
に
な
り
、

来
談
者
の
親
や
教
師
と
の
対
立
が
ま
す
ま
す
助
長
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
臨
床
経
験
が
短
い
と
自
分
の
面
接
を
対
象
化
で
き
な
い
の

で
、
自
分
の
偏
り
に
考
え
が
及
ば
な
く
な
り
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
初
め
て
気
づ
く
の
で
す
。

　

来
談
者
の
訴
え
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
こ
と
は
基
本
で
す
が
、
一
方
で
相
談
員
は
来
談
者
の
「
葛
藤
外
の
健
全
な
領
域
」
を
見
出

し
て
、
そ
の
部
分
を
補
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
共
感
だ
け
で
達
成
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
能
力
を
身
に
着
け

る
た
め
に
は
訓
練
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
訓
練
の
た
め
に
経
験
豊
か
な
指
導
者
の
個
人
指
導
を
受
け
た
り
、
十
名
前
後
の
集
団

に
対
し
て
事
例
発
表
を
し
た
り
し
て
、
忌
憚
の
な
い
意
見
を
話
し
合
う
事
例
検
討
会
な
ど
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
臨
床
ス
キ
ル

の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

　

ま
た
、
面
接
中
に
来
談
者
が
語
る
内
容
の
中
で
、
相
談
員
が
拠
っ
て
立
つ
理
論
や
技
法
に
ふ
さ
わ
し
い
ポ
イ
ン
ト
が
見
つ
か
る
と
、

こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
そ
の
点
を
集
中
的
に
解
釈
し
た
り
修
正
し
た
り
し
よ
う
と
し
が
ち
で
す
。
ど
こ
か
の
時
点
で
、
面
接
の
焦
点
を

明
ら
か
に
す
べ
き
時
は
来
ま
す
が
、
理
論
や
技
法
に
合
う
よ
う
に
性
急
か
つ
恣
意
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

フ
ロ
イ
ト
は
『
精
神
分
析
を
実
践
す
る
医
師
へ
の
勧
め
』（
フ
ロ
イ
ト
全
集
12
巻
・
岩
波
書
店
）
と
い
う
論
文
に
お
い
て
「
平
等

に
漂
う
注
意
」
と
呼
ん
で
、「
分
析
医
は
意
識
的
に
患
者
の
話
を
判
断
し
た
り
せ
ず
に
、
全
て
の
話
に
対
し
て
差
別
な
く
平
等
に
漂

う
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
」（
要
約
）
と
述
べ
て
恣
意
的
な
解
釈
を
諫
め
て
い
ま
す
。
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来
談
者
の
話
を
差
別
な
く
、
語
ら
れ
た
こ
と
の
全
て
を
平
等
に
聞
く
こ
と
に
集
中
し
て
、
来
談
者
の
訴
え
が
相
談
員
の
心
の
中
に

す
っ
ぽ
り
と
入
り
こ
む
よ
う
な
聞
き
方
を
し
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
完
璧
に
実
行
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
性

急
な
理
解
や
解
釈
を
慎
み
な
さ
い
と
い
う
重
要
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

　

精
神
分
析
と
い
う
と
、
難
解
な
用
語
や
解
釈
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
理
論
と
技
法
を
自
ら
の
も
の

に
し
た
ら
、
実
際
は
そ
れ
ら
を
忘
れ
て
来
談
者
の
話
に
直
面
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
来
談
者
の
話
に
何
の
用
意
も
な
く
向
き

合
う
こ
と
は
不
安
な
こ
と
で
す
か
ら
、
理
論
や
技
法
を
身
に
着
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
視
点
を
持
ち
、
来
談
者
の
話
に
直
面

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、
話
を
聞
い
て
す
ぐ
に
表
面
的
な
理
解
や
解
釈
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
じ
っ
く

り
と
、
語
ら
れ
た
す
べ
て
の
事
柄
に
集
中
し
続
け
る
と
、
自
然
と
相
談
員
の
心
の
中
に
意
図
し
な
い
よ
う
な
点
が
浮
上
し
て
き
ま
す
。

理
論
や
技
法
を
身
に
着
け
て
自
ら
の
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
来
談
者
の
話
に
直
面
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で

す
。

　

理
論
や
技
法
を
身
に
着
け
る
と
、
来
談
者
の
年
齢
や
性
別
、
経
歴
な
ど
か
ら
、
会
う
前
か
ら
、
語
ら
れ
る
内
容
や
話
題
の
展
開
が

想
像
で
き
ま
す
。
想
定
外
の
話
題
が
出
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
き
ち
ん
と
受
け
取
る
こ
と
で
す
。
逆
に
、
当
然
語
ら

れ
る
べ
き
内
容
が
語
ら
れ
な
い
場
合
に
も
気
づ
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
で
す
。

　

Ｈ
・
Ｓ
・
サ
リ
バ
ン
が
『
精
神
医
学
的
面
接
』（
み
す
ず
書
房
）
で
、「
面
接
の
場
は
言
語
的
（verbal

）
で
は
な
く
、
音
声
的

（vocal

）
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
面
接
の
み
な
ら
ず
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お

け
る
音
声
に
つ
い
て
の
感
性
が
と
て
も
大
切
に
な
り
ま
す
。

　

一
般
的
に
緊
張
し
て
い
れ
ば
声
が
高
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
緊
張
は
何
か
ら
来
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

気
取
り
屋
な
の
か
、
嘘
を
つ
い
て
い
る
の
か
、
対
人
緊
張
は
時
と
場
所
に
よ
る
の
か
、
よ
く
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
�
を
音
声



現代密教　第30号

― 168 ―

か
ら
想
像
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
相
談
員
自
身
の
音
声
に
も
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
来
談
者
が
安
心
し
て

話
を
す
る
た
め
に
は
、
面
接
者
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
深
い
自
然
な
声
が
不
可
欠
で
す
。
面
接
者
が
緊
張
し
た
キ
ン
キ
ン
声
で
は
、
来

談
者
を
緊
張
さ
せ
た
り
、
不
安
に
さ
せ
た
り
し
ま
す
。
押
し
付
け
る
よ
う
な
圧
迫
感
の
あ
る
音
声
も
来
談
者
の
反
発
や
否
定
的
な
感

情
を
引
き
出
し
や
す
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
話
の
内
容
以
上
に
音
声
が
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
の
で
、
音
声
に
対
す
る
感
度
を
高

め
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
面
接
者
の
話
す
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
す
。
話
す
ス
ピ
ー
ド
は
相
手
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
基
本
に
な
り

ま
す
。
抑
う
つ
傾
向
の
人
は
思
考
の
ス
ピ
ー
ド
が
遅
く
な
る
の
で
、
話
し
方
が
遅
く
な
り
ま
す
し
、
テ
ン
ポ
の
早
い
会
話
を
理
解
す

る
こ
と
は
難
し
く
、
疲
れ
る
と
い
う
人
が
多
い
で
す
。

心
理
臨
床
経
験
か
ら
考
え
る
仏
教
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

心
理
臨
床
と
檀
信
徒
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
心
理
臨
床
経
験
か
ら
い
く
つ
か
の
指
摘
が
可
能

だ
と
思
い
ま
す
。

　

相
手
は
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
都
度
考
え
る
こ
と
が
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。
正
月
の
護
摩
祈
祷
や
葬
儀
・

法
事
、
写
経
会
の
際
の
法
話
で
は
、
檀
信
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
に
求
め
る
も
の
は
異
な
り
ま
す
。
護
摩
祈
祷
で
も
参
加
者
の
願
い
事
、
年

齢
、
雰
囲
気
に
よ
っ
て
、
見
当
を
付
け
て
話
し
始
め
ま
す
が
、
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
の
修
正
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
、
法
話
で
は
真
言
宗
の
教
義
や
専
門
用
語
を
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
。
相
手
の
願
い
や
困
り
ご
と
に
対
し
て
、
分
り
や
す
く
て

有
効
な
言
葉
は
何
か
を
常
に
考
え
ま
す
。
葬
儀
や
法
事
で
あ
れ
ば
、
先
ず
、
故
人
の
一
生
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
で
き
る
の
か

を
考
え
、
な
る
べ
く
一
言
で
表
現
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
そ
し
て
、「
若
い
と
き
に
は
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
、
帰
還
さ
れ
て
か
ら
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は
家
族
の
た
め
、
地
域
の
た
め
の
生
涯
を
貫
い
た
人
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
っ
た
よ
う
に
伝
え
ま
す
。
故
人
が
生
前
大
切
に
し
た
こ

と
や
、
遺
族
の
看
病
を
慰
労
し
、
新
た
な
希
望
を
見
出
す
よ
う
に
励
ま
す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

ご
遺
族
が
「
看
病
の
苦
労
が
報
わ
れ
た
」「
お
じ
い
さ
ん
も
そ
う
言
わ
れ
た
ら
う
れ
し
い
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
話
を
心
掛
け
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
こ
と
は
、「
時
間
を
味
方
に
つ
け
て
」「
お
ば
あ
さ
ん
が
喜
ぶ
こ
と
を
考
え
て
み
て
」
と
い
う
話
を
す
る
と
、「
何
が
喜

ぶ
か
な
？
」
と
次
の
話
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
お
寺
に
悲
し
み
を
置
い
て
帰
っ
て
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
と
、
す
っ

き
り
し
た
表
情
で
帰
ら
れ
ま
す
。

　

遺
族
は
後
悔
や
自
責
の
念
を
持
つ
人
が
い
ま
す
の
で
、「
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
、「
何
だ
か
、

あ
れ
で
よ
か
っ
た
の
か
な
」
と
い
う
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
悔
や
む
よ
り
、
悲
し
ん
で
あ
げ
る
こ
と
の
方
が
い
い
で
す
よ
」

と
述
べ
る
と
、「
他
の
病
院
が
良
か
っ
た
の
か
」「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
聞
い
た
方
が
良
か
っ
た
の
か
な
」
な
ど
の
語
ら
れ
た
迷

い
に
対
し
て
は
、「
一
生
懸
命
看
病
し
た
か
ら
迷
う
ん
で
す
よ
」
と
伝
え
る
と
明
る
く
な
り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
開
催
さ
れ
た
研
修
会
で
語
ら
れ
た
事
例
で
す
。
娘
と
津
波
に
流
さ
れ
、
つ
な
い
だ
手
が
離
れ
て
し
ま

っ
た
母
が
何
年
た
っ
て
も
、
自
責
の
念
に
と
ら
わ
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
時
、
住
職
が
こ
れ
以
上
聞
い
て
い
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
あ
な
た
が
死
ん
だ
ら
、
娘
さ
ん
は
二
度
悲
し
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
よ
。
一
度
目
は
親
よ
り
も
先
に

死
ん
で
、
家
族
親
戚
を
悲
し
ま
せ
た
。
自
分
の
せ
い
で
あ
な
た
が
死
ん
だ
ら
ど
う
す
る
ん
だ
。
娘
さ
ん
が
そ
れ
で
喜
ぶ
と
思
う
ん
で

す
か
？
」
と
言
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
件
の
母
親
は
「
仰
る
通
り
で
す
ね
。
娘
の
た
め
に
も
前
向
き
に
生
き
ま
す
」
と
新
た
な
決
意

を
胸
に
さ
れ
て
、
二
度
と
自
責
的
な
話
を
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

先
ず
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
同
じ
話
を
聞
き
続
け
て
き
た
住
職
と
の
間
に
深
い
絆
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
東

日
本
大
震
災
の
よ
う
な
未
曾
有
の
災
害
の
犠
牲
者
の
家
族
は
、
今
で
も
耐
え
難
い
苦
し
み
を
背
負
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
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長
引
く
限
界
状
況
に
耐
え
抜
い
た
人
同
士
だ
か
ら
、
言
え
た
一
言
で
あ
り
、
ご
住
職
の
想
い
が
伝
わ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

ま
さ
に
「
方
便
為
究
竟
」
の
実
践
だ
と
感
じ
入
り
ま
し
た
。

釈
尊
か
ら
密
教
へ
の
展
開

　

そ
も
そ
も
仏
教
は
釈
尊
の
自
覚
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま
し
た
。
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
真
実
が
開
示
さ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
釈

尊
は
自
ら
の
禅
定
体
験
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
か
れ
た
の
で
す
。
そ
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
そ
の
後
の
求
め
に
応
じ
た
説
法
と
独
自
の

生
活
ス
タ
イ
ル
を
貫
き
ま
し
た
。
弟
子
た
ち
は
「
犀
の
よ
う
に
一
人
歩
め
」
と
、
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
法
に
則
っ
た
生
き
方
が
許

さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

そ
の
時
そ
の
場
に
お
い
て
修
行
者
が
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
、
状
況
を
判
断
し
て
、
自
ら
の
判
断
に
基
づ
い
た
言
動
を
な
す
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
釈
尊
の
時
代
か
ら
連
綿
と
続
く
「
一
切
智
」
だ
と
い
う
解
釈
を
『
大

日
経
』
は
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
一
切
智
」・「
一
切
種
智
」・「
一
切
智
智
」
な
ど
の
文
献
学
的
な
考
察
は
省
略
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
用
語
の
歴
史
的
変
遷
や
意
味
内
容
の
多
様
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
川
崎
信
定
著
『
一
切
智
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社
）
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
『
大
日
経
』
で
は
、「
一
切
智
智
」
を
得
る
た
め
に
は
「
菩
提
心
を
因
と
し
、
大
悲
を
根
と
し
、
方
便
を
究
竟
と
な
す
」
と
い
う
こ

と
が
修
行
で
あ
る
と
の
独
自
の
方
法
論
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
南
伝
仏
教
の
修
行
の
よ
う
に
、
煩
悩
を
断
つ
た
め
に
内
省
過
剰
に
な

っ
た
り
、
大
乗
仏
教
の
よ
う
に
利
他
行
で
社
会
に
目
を
向
け
過
ぎ
た
り
す
る
こ
と
と
は
異
な
り
ま
す
、「
自
ら
の
菩
提
心
と
大
悲
を

基
に
し
て
、
他
者
を
導
く
た
め
の
方
法
を
考
え
抜
く
こ
と
が
究
極
の
目
的
で
あ
る
」
と
い
う
全
く
新
し
い
方
法
が
一
切
智
智
を
求
め

る
た
め
の
方
法
だ
と
い
わ
れ
た
の
で
す
。



「一切智智」への修行としての「方便」

― 171 ―

　

内
省
至
上
主
義
と
社
会
貢
献
至
上
主
義
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、『
大
日
経
』
の
「
三
句
の
法
門
」
は
、「
対
人
関
係
の
中
で
自
己
洞

察
を
深
め
、
自
己
理
解
を
発
達
さ
せ
る
」
と
い
う
新
た
な
視
点
を
導
入
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
己
理
解
と
他
者
理
解
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
補
的
で
あ
り
相
乗
効
果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。
自
己
理
解
の
な
い

人
は
他
者
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
他
者
理
解
が
で
き
な
い
人
は
自
己
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
己
理
解
と
他
者
理
解
は
、
対
人
関

係
の
中
に
立
ち
上
が
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
の
中
に
い
な
が
ら
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
ー
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
己
の
内
面
に
集
中

す
れ
ば
、
深
い
自
己
洞
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
達
成
し
え
な
い
ば
か
り
か
、
危
険
な
の
で
す
。
な

ぜ
な
ら
心
は
実
体
が
な
い
の
で
、
探
索
の
終
了
を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
そ
の
解
釈
も
恣
意
的
で
納
得
し
て
終
了
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
り
、
混
乱
を
増
大
す
る
こ
と
が
度
々
あ
る
か
ら
で
す
。

フ
ロ
イ
ト
の
発
見
と
現
代
の
理
論

　

フ
ロ
イ
ト
（
１
８
５
６
〜
１
９
３
９
）
の
考
え
に
よ
れ
ば
、「
性
が
ふ
た
つ
あ
る
事
実
」
に
気
づ
き
は
じ
め
る
頃
、
多
く
の
子
ど

も
た
ち
は
異
性
の
親
に
向
か
っ
て
、
大
人
で
譬
え
れ
ば
「
恋
愛
」
に
近
い
感
情
を
経
験
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
男
の
子
は
母

親
へ
の
愛
着
を
深
め
、
父
親
の
存
在
を
そ
れ
に
対
し
て
邪
魔
な
も
の
、
嫉
妬
の
相
手
と
感
じ
て
、「
ラ
イ
バ
ル
」
で
あ
る
父
親
に
敵

意
を
感
じ
る
と
考
え
ま
し
た
。

　

こ
の
愛
さ
れ
た
い
、
独
占
し
た
い
と
い
う
感
情
と
、
嫉
妬
や
敵
意
の
感
情
と
は
強
い
矛
盾
、
内
的
葛
藤
と
し
て
体
験
さ
れ
ま
す
。

同
時
に
、
そ
の
嫉
妬
や
敵
意
か
ら
、
自
分
は
父
親
か
ら
厭
わ
れ
、
罰
や
仕
返
し
を
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
の
不
安
も
抱
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
両
親
を
め
ぐ
っ
て
子
ど
も
が
抱
く
こ
の
よ
う
な
愛
憎
と
葛
藤
と
不
安
の
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
状
態
を
、
フ
ロ
イ
ト
は
ギ
リ

シ
ャ
悲
劇
を
代
表
す
る
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
の
物
語
か
ら
「
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
名
づ
け
ま
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し
た
。

　

男
の
子
た
ち
の
多
く
は
、
や
が
て
、
父
親
を
お
し
の
け
て
母
親
を
独
り
占
め
に
で
き
た
ら
と
い
う
不
可
能
な
願
望
や
、
葛
藤
や
不

安
を
と
も
な
う
父
親
へ
の
嫉
妬
や
敵
意
を
無
意
識
の
底
に
沈
め
ま
す
。
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
自
分
も
「
父
親
み
た
い
に
」

な
り
た
い
と
い
う
願
望
（
父
親
へ
の
同
一
化
）
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
男
の
子
は
、
父
親
を
お
し
の
け
る
よ
り
、

む
し
ろ
自
ら
の
モ
デ
ル
と
し
て
取
り
込
み
、
よ
り
「（
父
親
み
た
い
に
）
男
ら
し
く
」
と
成
長
す
る
道
を
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

女
の
子
の
場
合
も
、
同
様
、
母
親
に
な
り
か
わ
っ
て
父
親
の
「
恋
人
」
の
座
を
占
め
た
い
と
い
う
願
望
に
代
え
て
、
自
分
も
「
母
親

み
た
い
に
」
な
り
た
い
と
願
い
、
こ
の
母
親
へ
の
同
一
化
を
通
し
て
、
よ
り
「
女
ら
し
く
」
育
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
解
消
さ
れ
、
男
子
は
父
親
を
、
女
子
は
母
親
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
モ

デ
ル
と
し
て
自
己
形
成
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
説
を
考
え
た
の
が
フ
ロ
イ
ト
で
し
た
。

　

こ
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
よ
ば
れ
る
欲
求
不
満
や
葛
藤
の
形
成
と
解
消
の
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
方
が
、
成
長
後
も
、

恋
人
や
配
偶
者
と
い
う
密
接
な
対
人
関
係
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
は
考
え
た
の
で
す
。

　

エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
解
消
に
問
題
を
残
し
た
ま
ま
成
長
し
た
人
は
、
恋
愛
や
結
婚
に
直
面
す
る
時
に
、
幼
い
こ
ろ

の
親
と
の
間
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
再
燃
し
て
心
理
的
問
題
を
引
き
起
こ
す
、
と
い
う
の
が
フ
ロ
イ
ト
の
神
経
症
理

論
の
柱
で
す
。

　

こ
の
理
論
に
従
え
ば
、
大
人
が
現
実
生
活
の
問
題
を
抱
え
て
治
療
面
接
に
来
談
し
て
も
、
常
に
そ
の
人
格
の
核
と
な
っ
て
い
る
エ

デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
周
辺
で
あ
る
３
歳
頃
の
両
親
と
の
関
係
に
関
す
る
テ
ー
マ
が
治
療
の
焦
点
に
な
り
ま
す
。

　

フ
ロ
イ
ト
が
治
療
を
行
っ
た
時
代
は
、
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
の
家
父
長
制
が
色
濃
い
時
代
で
し
た
の
で
、
良
家
の
子
女
は
、
父
親
の
決
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め
た
相
手
に
嫁
ぐ
こ
と
が
常
識
で
し
た
。
さ
ら
に
、
女
性
が
恋
愛
感
情
を
口
に
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
況
で
し
た
。
親

の
薦
め
に
従
う
従
順
さ
が
女
性
に
は
求
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
本
心
か
ら
は
望
ん
で
い
な
い
結
婚
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
も
多
く
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
女
性
が
、
後
に
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
再
燃
し
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
を
呈
し
て
フ
ロ
イ
ト
の

治
療
を
求
め
て
き
た
の
で
す
。
治
療
を
求
め
に
来
る
彼
女
た
ち
の
治
療
対
象
を
、「
本
心
を
抑
圧
す
る
と
い
う
心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

と
し
た
こ
と
が
フ
ロ
イ
ト
の
発
見
で
し
た
。
そ
れ
は
、
通
常
の
会
話
で
は
決
し
て
表
現
し
な
い
ば
か
り
か
、
片
思
い
の
人
と
結
婚
し

た
い
な
ど
と
い
っ
た
自
ら
も
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
な
願
望
に
自
ら
気
づ
く
こ
と
が
治
療
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。

　

フ
ロ
イ
ト
の
治
療
論
は
、
抑
圧
的
な
社
会
状
況
に
過
剰
に
適
応
し
て
し
ま
っ
た
神
経
症
の
女
性
た
ち
の
治
療
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

と
い
え
ま
す
。
そ
の
後
は
、
社
会
の
抑
圧
が
低
減
さ
れ
、
個
人
の
生
き
方
は
各
人
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
割
合
が
高
く
な
り
ま
し
た
の

で
、
葛
藤
を
主
と
す
る
神
経
症
的
な
症
例
は
減
少
し
ま
し
た
。

　

フ
ロ
イ
ト
の
時
代
か
ら
百
年
以
上
が
経
過
し
た
現
代
で
は
、
心
理
療
法
を
求
め
る
人
々
も
、
彼
ら
が
抱
え
る
問
題
も
大
き
く
変
化

し
て
い
ま
す
。
家
父
長
的
な
厳
父
が
希
少
に
な
り
、
友
達
関
係
の
親
子
が
増
え
ま
し
た
。
躾
と
い
う
言
葉
も
ほ
と
ん
ど
聞
か
な
く
な

り
ま
し
た
。
フ
ロ
イ
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
な
葛
藤
に
耐
え
る
こ
と
を
幼
い
頃
か
ら
経
験
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　

豊
か
で
兄
弟
が
い
な
い
家
庭
で
は
、
我
慢
す
る
と
い
う
経
験
が
少
な
く
な
り
、
多
く
の
若
者
は
欲
求
不
満
や
不
安
に
対
す
る
耐
性

が
低
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
皮
肉
な
こ
と
で
す
が
、
豊
か
な
現
代
社
会
が
未
熟
な
ま
ま
成
人
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
診
断
名
も
変
更
さ
れ
た
の
で
す
。
１
９
８
０
年
に
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
が
出
版
し
た
世
界
的
な

影
響
力
を
持
つ
『
精
神
障
害
の
診
断
と
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
Ⅲ
』（
通
称
『
Ｄ
Ｓ
Ｍ
―

Ⅲ
』）
で
は
、「
神
経
症
」
と
い
う
診
断
名
は

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。「
神
経
症
」
に
替
わ
っ
て
登
場
し
た
診
断
名
が
「
人
格
障
害
」
で
す
。
現
代
で
は
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
障
害
」

と
カ
タ
カ
ナ
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
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社
会
の
変
化
に
よ
り
心
の
問
題
が
変
化
し
て
、
診
断
名
が
変
更
さ
れ
て
治
療
技
法
も
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
力
動
的
心
理
療
法
（
精
神
分
析
的
）
志
向
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
日
常
生
活
の
出
来
事
に
対
す
る
来
談

者
の
感
想
や
評
価
を
面
接
の
中
で
取
り
扱
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
心
の
深
層
の
再
構
成
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
混
乱
を
引
き
出
す
危
険
性
が
高
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
近
年
の
多
く
の

心
理
療
法
は
、
精
神
的
混
乱
を
引
き
出
す
危
険
を
避
け
る
た
め
に
、
深
層
心
理
を
探
索
す
る
こ
と
を
な
る
べ
く
し
な
い
傾
向
が
強
く

な
り
ま
し
た
。
よ
り
現
実
に
近
い
出
来
事
や
感
想
を
中
心
に
観
察
し
て
治
療
的
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

フ
ロ
イ
ト
か
ら
１
０
０
年
ほ
ど
し
か
経
て
い
な
い
の
に
、
社
会
や
来
談
者
の
変
化
に
応
ず
る
べ
く
、
時
代
の
課
題
や
問
題
の
変
化

に
応
じ
て
、
治
療
理
論
と
技
法
を
日
々
変
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
は
、
専
門
家
の
治
療
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
気
持
ち
の
賜
物
で
す
。

弘
法
大
師
の
「
方
便
為
究
竟
」

　

弘
法
大
師
は
、
大
同
元
年
（
８
０
６
年
）
に
唐
か
ら
帰
国
さ
れ
て
、「
伊
予
親
王
の
変
」、
平
城
上
皇
と
嵯
峨
天
皇
の
対
立
、「
薬

子
の
変
」（
平
城
太
上
天
皇
の
変
）
な
ど
の
国
難
と
い
え
る
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
弘
仁
元
年
に
神
護
寺
に
お
い
て
鎮

護
国
家
を
祈
る
た
め
の
密
教
の
修
法
を
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
申
請
を
朝
廷
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。（「
国
家
の
奉
為
に
修
法
せ
ん
と

請
う
表
」
性
霊
集
巻
第
四
」）

　

長
く
権
力
の
中
心
で
あ
り
続
け
た
藤
原
氏
、
先
進
技
術
や
人
脈
を
持
つ
渡
来
人
た
ち
、
天
皇
系
の
皇
族
、
反
藤
原
系
の
佐
伯
氏
や

大
伴
家
の
様
々
な
グ
ル
ー
プ
が
駆
け
引
き
を
し
な
が
ら
日
本
の
姿
を
形
成
し
て
い
る
時
代
で
し
た
。
多
く
の
親
王
た
ち
が
失
意
の
う

ち
に
絶
命
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
政
略
的
な
譲
位
や
重
祚
が
あ
り
ま
し
た
。
恨
み
や
祟
り
に
怯
え
る
天
皇
に
対
し
て
、
弘
法
大
師

が
国
家
と
人
心
が
安
定
す
る
た
め
の
方
策
を
考
え
抜
い
た
結
果
が
、
鎮
護
国
家
の
修
法
で
し
た
。
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「
有う

情じ
ょ
う

世
間
お
よ
び
器き

世
間
を
合
し
て
名
づ
け
て
国
と
な
す
。

　
　

般は
ん

若に
ゃ

は
能
く
こ
の
二
世
間
を
護
り
、
災
い
を
攘は
ら

い
、

　
　

福
を
招
く
故
に
護
国
と
名
づ
く
」　　
　
　
　
　
『
仁に
ん

王の
う

経き
ょ
う

解か
い

題だ
い

』

　

国
と
は
、
人
間
社
会
の
み
で
な
く
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
環
境
世
界
の
全
て
と
大
師
は
独
自
の
説
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
仏

の
知
恵
に
よ
っ
て
環
境
と
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
護
ら
れ
、
災
い
を
払
い
、
福
を
も
た
ら
す
こ
と
が
護
国
で
あ
る
と
、
大
師
は
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
姿
勢
こ
そ
が
「
方
便
為
究
竟
」
の
実
践
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
仏
の
知
恵
に
よ
っ
て
、
環
境
と
人
間
か
ら
な
る
『
国
』
が
初
め
て
調
和
さ
れ
る
」
と
の
大
師
の
祈
り
が
、
嵯
峨
天
皇
の
御
代
か

ら
現
代
ま
で
通
奏
低
音
の
よ
う
に
響
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

　

大
師
は
弘
仁
十
年
（
８
１
９
年
）
に
嵯
峨
天
皇
の
勅
に
よ
り
中
務
省
（
な
か
つ
か
さ
し
ょ
う
）
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
の
役
所

で
い
え
ば
、
天
皇
陛
下
の
詔
な
ど
を
作
成
す
る
責
任
あ
る
部
署
に
重
用
さ
れ
た
の
で
す
。
な
ぜ
大
師
が
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
理
由

の
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
の
知
識
の
み
な
ら
ず
中
国
の
古
典
の
知
識
を
含
ん
だ
漢
籍
の
読
解
力
と
会
話
能
力
に
加
え
て
、

唐
の
社
会
事
情
と
人
脈
に
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
群
を
抜
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
大
師
は
嵯
峨
天

皇
の
詔
や
多
く
の
願
文
を
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
大
同
元
年
に
帰
国
さ
れ
て
か
ら
約
十
数
年
を
経
て
、
仏
教
界
で
の

評
価
に
加
え
て
、
国
政
の
中
央
か
ら
も
そ
の
能
力
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

二
年
後
の
弘
仁
十
二
年
に
は
、
大
師
の
故
郷
で
あ
る
讃
岐
の
国
司
の
要
請
に
よ
っ
て
満
濃
池
（
万
農
池
）
の
修
復
を
依
頼
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
も
、
す
で
に
故
郷
で
の
名
声
が
高
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
以
下
の
文
章
で
明
ら
か
で
す
。

　
「
去
年
か
ら
万
農
池
の
堤
を
修
造
す
る
工
事
を
始
め
て
い
ま
す
が
、
事
業
規
模
が
大
な
の
に
対
し
差
発
で
き
る
民
は
少
な
く
、
ま

だ
完
了
し
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
僧
空
海
は
当
地
出
身
の
人
物
で
、
山
中
で
修
行
し
て
鳥
獣
に
親
し
み
、
海
外
に
ま
で
仏
教
の
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真
理
を
求
め
、
学
問
を
積
ん
で
帰
国
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
出
家
人
も
俗
人
も
空
海
の
風
貌
を
敬
い
、
人
々
は
空
海
の
姿
を
仰
ぎ

見
て
い
ま
す
。
空
海
が
留
ま
る
所
に
は
教
え
を
請
う
者
が
市
を
な
し
、
出
行
す
る
と
あ
と
を
追
う
者
が
雲
の
ご
と
く
と
な
り
ま
す
。

い
ま
、
空
海
は
郷
里
を
離
れ
、
平
安
京
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
百
姓
は
父
母
の
ご
と
く
恋
い
慕
っ
て
お
り
、
空
海
が
来
る
と
聞
き
ま

す
と
、
履
物
を
逆
さ
に
し
た
ま
ま
慌
て
て
迎
え
る
ほ
ど
で
す
。
伏
し
て
、
空
海
を
万
農
池
修
造
事
業
の
別
当
に
起
用
し
て
完
成
さ
せ

る
こ
と
を
請
願
し
ま
す
」（『
日
本
後
紀
』
巻
二
十
九
、
嵯
峨
天
皇　

弘
仁
十
二
年
、
現
代
語
訳
は
森
田
悌
、
講
談
社
学
術
文
庫
）

　

一
般
に
、
宗
教
者
は
自
ら
の
信
じ
る
理
想
を
求
め
て
、
政
治
、
経
済
な
ど
の
現
実
生
活
に
は
興
味
や
関
心
を
示
さ
ず
、
現
実
生
活

か
ら
距
離
を
保
と
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
大
師
は
理
想
を
現
実
化
し
な
が
ら
、
現
実
を
理
想
に
近
づ
け
る
と
い
う
二
つ
の
ベ
ク
ト

ル
を
常
に
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
理
想
の
現
実
化
と
現
実
の
理
想
化
が
逆
方
向
で
は
な
く
、
大
師
の
中
で
は
全
く
同
一
の
運
動
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
仏
教
に
は
現
実
を
世
俗
と
み
な
し
て
、
真
実
な
る
世
界
は
瞑
想
の
中
に
顕
現
す
る

と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
中
国
思
想
は
現
実
社
会
に
理
想
を
体
現
し
て
い
る
権
威
あ
る
者
と
し
て
宗
教
者
を
と
ら
え
て
い
る
印
象
が
あ

り
ま
す
。
大
師
は
そ
の
両
者
を
自
の
中
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
統
合
さ
れ
、
理
想
と
現
実
を
円
融
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
「
方
便
為
究

竟
」
を
常
に
心
が
け
て
、
そ
の
時
、
そ
の
場
で
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え
抜
か
れ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

国
家
的
な
規
模
の
業
績
ば
か
り
で
な
く
、
弟
子
や
縁
者
の
死
を
悼
む
繊
細
な
人
情
の
機
微
が
、
大
師
が
残
さ
れ
た
願
文
な
ど
に
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
一
面
も
、
現
実
の
人
間
関
係
の
一
瞬
一
瞬
に
心
を
通
わ
せ
た
大
師
の
生
き
方
の
特
徴
で
す
。
そ
し
て
、

我
々
が
千
二
百
年
の
時
を
経
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
願
文
等
が
同
様
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
師
の
洞
察
力
の
深
さ
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。

　
（
詳
細
は
「
弘
法
大
師
空
海
と
仏
事
法
会
」
勝
又
俊
教
、
芙
蓉
良
順
博
士
古
稀
記
念
『
密
教
文
化
論
集
』
昭
和
四
十
三
年
、
智
山

勧
学
会
、「
大
師
の
追
善
思
想

―
性
霊
集
の
願
文
を
中
心
と
し
て
」
布
施
浄
慧
、『
仏
教
文
化
論
集
４
』
川
崎
大
師
平
間
寺
、
昭
和
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五
十
九
年
、『
空
海
の
宗
教
的
実
践

―
特
に
追
善
佛
事
を
中
心
に
し
て
』
福
田
亮
成
、
密
教
文
化
１
４
９
号
、
１
９
８
５
年
等
を

参
照
下
さ
い
。）

　

大
師
の
様
々
な
救
済
活
動
の
原
動
力
は
、「
三
句
の
法
門
」
の
「
方
便
為
究
竟
」
を
実
践
さ
れ
て
磨
き
上
げ
た
「
一
切
智
智
」
で

あ
る
と
、
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
証
拠
は
晩
年
の
著
作
『
即
身
成
仏
義
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
「
法
然
具
足
薩

般
若
」
の
解
説
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
法
然
と
い
う
は
諸
法
自
然
に
か
く
の
ご
と
く
な
る
を
顕
わ
す
。
具
足
と
は
成
就
の
義
、
闕
少
な
き
の
義
な
り
。
薩
般
若
と
は
梵

語
な
り
。
�
中
略
�
翻
じ
て
一
切
智
智
と
い
う
。
一
切
智
智
と
は
、
智
と
は
決
断
簡
択
の
義
な
り
」
と
自
信
を
以
て
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　

大
師
は
「
一
切
智
智
」
を
「
決
断
し
て
選
び
取
る
こ
と
で
あ
る
」
と
、
解
釈
し
て
い
る
の
で
す
。
法
界
に
遍
満
す
る
如
来
の
智
と

は
法
界
体
性
智
の
よ
う
な
森
羅
万
象
を
包
み
込
む
心
王
の
智
と
、
消
滅
門
に
生
き
る
我
々
の
心
数
＝
多
一
識
と
の
各
々
の
智
が
「
各
々

が
五
智
を
具
す
」
と
続
け
て
結
論
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
消
滅
門
を
生
き
る
我
々
が
、
全
て
の
刹
那
に
お
い

て
真
剣
に
考
え
て
決
断
す
る
こ
と
が
、
真
如
門
の
五
智
の
世
界
に
通
じ
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？　
「
方
便
為
究
竟
」
を
自
ら
に
課
し
て
ご
生
涯
を
貫
か
れ
た
か
ら
こ
そ
究
極
の
境
地
に
到
達
さ
れ
た
と
い
う
自
信
に
満
ち
た
表

現
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
心
理
臨
床
の
困
難
な
事
例
の
経
験
が
、
人
の
心
の
可
塑
性
・
成
長
力
を
私
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
困
難

な
事
例
に
向
き
合
う
た
め
に
は
、
動
機
づ
け
（
菩
提
心
）
が
基
で
あ
り
、
共
感
力
（
大
悲
）
と
方
便
（
応
答
力
）
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

臨
床
経
験
に
よ
っ
て
私
は
動
機
づ
け
が
、
共
感
力
と
応
答
力
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
実
感
で
き
ま
し
た
。

　

大
師
の
境
地
に
近
づ
く
た
め
に
日
常
の
一
挙
手
一
投
足
を
方
便
行
と
し
て
真
剣
に
捉
え
る
こ
と
が
、
道
場
で
の
事
相
同
様
の
修
行

に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。



現代密教　第30号

― 178 ―

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

一
切
智
智　

方
便


