
盤
珪
禅
師
は
一
六
一
三
年
元
和
八
年
八
月
八
日
に
播
磨
の
揖
西
郡
浜
田
村
に
儒
医
菅
原
道
節
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、

エ
ハ
九
三
年
元
禄
六
年
九
月
三
日
に
揖
西
郡
網
ｆ
村
竜
門
寺
に
死
去
し
た
。
享
年
七
１
一
一
歳
。
こ
の
間
に
相
前
後
し
て
禅
界
で
有

名
で
あ
っ
た
人
は
、
沢
庵
・
感
覚
・
隠
沁
・
犬
柿
・
白
隠
な
ど
で
あ
る
が
、
儒
学
界
で
替
名
で
あ
っ
た
人
と
し
て
は
、
藤
原
恨
謝
・

林
羅
山
・
中
江
藤
樹
・
木
下
順
庵
・
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
・
荻
生
祖
係
・
山
崎
闇
斎
な
ど
が
い
る
。

不
生
禅
を
説
い
た
盤
珪
禅
師
が
脚
光
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ひ
と
え
に
鈴
木
大
拙
翁
の
研
究
と
顕
彰
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
そ
の
業
績
は
「
盤
珪
の
不
生
禅
」
（
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
四
巻
）
「
抑
思
想
史
研
究
第
．
ｌ
盤
雌
禅
」
（
『
鈴
木
人
拙
全
集
』

第
一
巻
）
及
び
『
盤
珪
禅
師
語
録
附
行
業
記
』
（
岩
波
文
庫
。
昭
和
十
六
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
鈴
木
大
拙
・
占
川
紹
欽
編
『
盤

珪
禅
の
研
究
』
（
山
喜
房
書
林
。
昭
和
十
七
年
）
が
編
纂
さ
れ
、
こ
こ
に
も
鈴
木
大
拙
の
「
盤
珪
の
不
生
禅
」
が
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
『
盤

珪
禅
の
研
究
』
に
は
朝
比
奈
宗
源
「
我
観
盤
珪
禅
」
秋
山
範
一
「
盤
雌
の
易
行
禅
」
市
川
ロ
弦
「
盤
珪
の
思
想
」
伊
藤
古
蝋
「
盤
雄
の

行
」
照
峰
蝶
山
「
盤
珪
の
生
涯
」
古
川
紹
欽
「
石
門
心
学
と
盤
珪
禅
」
紀
平
正
美
「
禅
の
論
理
」
福
場
保
洲
「
近
世
臨
済
禅
の
日
本
的

性
格
」
の
諸
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
盤
珪
禅
の
問
題
点
が
禅
学
の
視
点
か
ら
討
究
さ
れ
た
と
い
う
親
が
す
る
。

盤
珪
の
不
生
禅
と
王
陽
明
の
良
知
心
学

は
じ
め
に

吉
田
公
平



で
あ
る
。
禅
学
一

い
た
だ
き
た
い
。

細
田
源
吉
『
盤
珪
禅
師
傳
昊
北
海
出
版
社
。
昭
和
十
七
年
十
月
十
日
）

鈴
木
大
拙
・
古
田
紹
欽
『
盤
珪
禅
師
説
法
』
（
大
東
名
著
選
４
８
・
大
東
出
版
社
。
昭
和
十
八
年
三
月
二
十
日
）

青
木
茂
『
道
元
・
盤
珪
・
白
隠
の
療
病
哲
学
』
（
童
心
房
。
昭
和
十
八
年
十
二
月
一
一
十
日
）

秋
月
龍
眠
『
禅
門
の
異
流
ｌ
盤
琲
・
正
三
・
良
寛
・
一
体
』
（
日
本
の
仏
教
十
二
。
筑
摩
脅
房
。
昭
和
四
’
二
年
）

間
野
毅
『
不
生
禅
ｌ
盤
珪
禅
師
の
色
読
』
（
春
秋
社
。
昭
和
三
十
．
年
１
－
月
二
十
Ⅲ
）

藤
本
槌
重
『
盤
珪
国
師
乃
研
究
』
（
春
秋
社
。
昭
和
四
十
六
年
九
月
一
五
日
）

赤
尾
龍
治
『
盤
珪
禅
師
全
集
』
（
大
蔵
出
版
株
式
会
社
。
昭
和
五
十
一
年
一
日
一
十
日
）

源
了
圓
「
盤
珪
に
お
け
る
『
不
生
』
の
思
想
」
（
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
第
十
七
集
。
昭
和
五
十
六
年
三
月
）

禅
文
化
研
究
所
編
『
盤
珪
禅
師
逸
話
選
莨
禅
文
化
研
究
所
。
平
成
四
年
十
月
一
日
）

そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
の
あ
る
ご
労
作
で
は
あ
る
が
、
盤
珪
に
関
心
を
抱
い
た
も
の
が
研
究
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
案

内
諜
と
し
て
は
前
掲
の
『
盤
珪
禅
の
研
究
』
が
参
考
に
な
る
。
し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
亦
尼
龍
治
氏
の
『
盤
珪
禅
師
全
集
』
が

書
誌
・
翻
刻
を
完
遂
し
た
基
礎
資
料
と
し
て
は
秀
逸
の
も
の
で
あ
る
。
文
字
巡
り
の
ご
労
作
で
あ
り
、
盤
珪
禅
研
究
に
盤
洞
の
基

礎
を
築
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
藤
本
槌
重
氏
の
『
盤
珪
国
師
乃
研
究
』
は
懇
切
丁
寧
な
伝
記
研
究
で
あ
る
。
我
々
は
赤

尾
龍
治
氏
の
『
盤
珪
禅
師
全
集
』
と
藤
本
槌
童
氏
の
『
盤
珪
国
師
乃
研
究
』
の
二
箸
を
得
て
い
る
。
盤
珪
禅
師
本
人
は
死
後
に
痕
跡

を
残
す
ま
い
と
し
た
人
な
の
で
、
或
い
は
不
本
意
か
も
し
れ
な
い
が
、
禅
の
本
質
を
不
生
仏
心
と
明
言
し
た
盤
珪
禅
師
の
本
領

を
、
遺
言
と
遺
業
に
再
確
認
し
て
み
た
い
と
い
う
も
の
に
と
っ
て
は
、
こ
の
一
一
箸
は
こ
の
上
な
い
贈
り
物
で
あ
る
と
い
え
る
。
地

そ
の
間
、
盤
珪
を
主
人
公
に
し
た
研
究
謀
の
う
ち
、
門
外
漢
の
わ
た
し
の
目
に
も
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
は
以
下
の
も
の

あ
る
。
禅
学
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
見
落
と
し
が
た
く
さ
ん
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
点
は
お
許
し

７
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盤
珪
禅
師
の
語
録
を
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
同
じ
内
容
の
法
語
が
し
ば
し
ば
繰
り
返
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
い
ず

れ
の
法
語
類
も
、
鯉
珪
禅
師
の
不
生
禅
に
直
接
に
関
わ
る
が
故
に
、
そ
の
法
席
に
参
じ
て
転
迷
開
悟
し
た
聴
聞
者
が
生
命
の
櫛
と

わ
た
し
は
、
こ
れ
ま
で
中
国
の
新
儒
教
を
、
そ
れ
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
朱
子
学
よ
り
は
陽
明
学
に
重
点
を
置
い
て
考
察
し
て

き
た
。
勢
い
、
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
理
解
に
つ
い
て
も
関
心
を
示
し
て
、
お
り
に
触
れ
て
縮
き
、
そ
の
思
想
内
容
を
研
究
し
て
、

さ
さ
や
か
な
が
ら
成
果
を
公
表
し
た
。
（
拙
著
『
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
』
ペ
リ
カ
ン
社
。
一
一
○
○
○
年
）
。
川
本
の
新
儒
教
徒
た

ち
の
著
書
を
読
み
解
く
中
で
米
子
学
者
も
陽
明
学
者
も
禅
仏
教
に
言
及
す
る
場
面
に
出
会
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
朱
子

や
王
陽
明
が
禅
仏
教
を
批
判
し
た
そ
の
論
法
を
一
般
論
と
し
て
祖
述
し
て
禅
仏
教
を
批
判
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
具
体
的
に
禅
僧

の
名
前
を
出
し
て
論
難
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
一
例
が
盤
珪
禅
師
で
あ
る
。
朱
子
は
大
慧
宗
果
を
目
の
敵
に
し
て
陸

家
山
を
現
代
の
大
慈
で
あ
る
と
酷
評
し
た
。
日
本
の
朱
子
学
者
の
盤
琲
批
判
は
朱
子
の
大
慈
宗
呆
批
判
を
坊
佛
さ
せ
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
、
所
謂
陽
明
学
者
の
盤
珪
評
価
は
微
妙
で
あ
る
。
ま
る
で
王
陽
明
グ
ル
ー
プ
が
神
学
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
そ
の
生
命
力

を
取
り
込
ん
で
活
性
化
さ
せ
た
の
と
、
類
似
す
る
側
面
が
見
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
。

こ
れ
ま
で
の
盤
珪
禅
師
の
禅
思
想
研
究
は
禅
学
の
視
点
か
ら
探
求
さ
れ
る
こ
と
が
大
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
先
に
挙
げ
た

著
普
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
「
不
生
禅
」
と
し
て
の
盤
珪
禅
研
究
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
一
旦
は
神
学
の

視
点
か
ら
離
れ
て
、
広
義
の
心
学
を
立
脚
地
に
し
て
、
盤
珠
禅
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

道
に
基
礎
作
業
を
遂
行
し
て
こ
の
よ
う
な
遺
産
を
週
さ
れ
た
両
氏
の
学
業
に
最
大
の
敬
意
を
表
し
感
謝
の
意
を
述
べ
る
こ
と
に
し

た
し〕

●

盤
珪
の
「
明
徳
」
体
験

３



し
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
不
生
禅
に
直
接
に
関
わ
ら
な
い
話
を
盤
珪
禅
師
は
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
し
、
直
参
し
た
も
の
の

関
心
事
が
「
そ
れ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
基
因
で
あ
る
。
ま
た
繰
り
返
し
が
多
い
の
は
、
聴
講
者
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
参
集
し
、

新
参
者
が
そ
の
都
度
新
た
に
法
席
に
見
え
る
の
で
不
生
禅
の
根
本
義
を
初
心
者
向
け
に
丁
寧
に
説
く
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
か

ら
で
も
あ
る
。
老
婆
心
切
と
い
う
外
は
な
い
。
再
度
三
度
と
重
ね
て
聞
く
人
も
、
そ
の
度
毎
に
不
生
禅
の
真
義
を
改
め
て
確
認
し

ら
で
も
あ
る
。
老
婆
心
切
と
』

て
安
堵
す
る
風
景
で
あ
っ
た
。

こ
の
盤
珪
禅
師
の
法
席
に
何
故
に
か
く
も
多
く
の
人
々
が
駆
け
集
ま
っ
て
熱
心
に
聴
講
し
、
そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
自
ら
の
生

き
方
を
一
新
し
た
の
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
「
人
々
皆
親
の
う
み
附
て
た
も
つ
た
は
、
不
生
の
佛
心
一
つ
ば
か
り
で
餘
の
物
は

う
み
附
け
は
し
ま
せ
ぬ
わ
い
の
」
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
２
８
頁
「
盤
珪
佛
智
弘
済
禅
師
御
示
聞
書
」
。
岩
波
文
庫
）
と
い
う
簡
易
明

白
な
宗
旨
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
信
奉
者
は
何
度
聞
い
て
も
聞
き
惚
れ
た
に
違
い
な
い
。
今
に
道
さ
れ
て
い
る
法
語

類
を
一
覧
し
て
も
、
根
本
義
か
ら
ず
れ
た
質
問
を
さ
れ
た
り
す
る
と
、
時
に
峻
拒
し
、
時
に
軽
く
否
し
て
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に

し
な
が
ら
不
生
禅
に
話
を
展
開
さ
せ
て
し
ま
う
。
盤
珪
禅
師
が
法
話
の
達
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
坊
佛
と
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
単
に
話
術
が
上
手
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
不
生
禅
の
根
本
義
に
ま
つ
わ
る
話
題
の
展
開
に
絶
妙
の
機
微

が
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
聞
き
手
に
と
っ
て
は
堪
ら
な
い
魅
力
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
盤
珪
禅
師
が
法
話
の
席
で
時
に
吐
露
し
た
の
が
自
ら
の
不
生
禅
発
見
の
経
緯
で
あ
る
。
盤
珪
禅
を
語
る
と
き
に
は
よ
く

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
事
件
で
は
あ
る
が
、
盤
珪
禅
の
誕
生
を
知
る
鍵
に
な
る
逸
話
な
の
で
盤
珪
禅
師
自
身
の
告
白
を
聞
い
て

み
る
こ
と
に
す
る
。
少
々
長
い
引
用
に
な
る
が
、
沢
山
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
記
録
な
の
で
、
紫
を
厭
わ
ず
に
引
用
す
る
こ
と
を

赦
さ
れ
た
い
。

幼
年
の
頃
震
元
に
は
儒
が
い
か
ふ
は
や
り
ま
し
て
、
身
共
も
師
匠
ど
り
を
し
て
、
母
が
大
学
の
素
読
を
な
ら
は
せ
、
大
学
を

読
ま
す
る
と
き
、
大
学
の
道
は
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
り
と
い
ふ
所
に
い
た
り
、
こ
の
明
徳
が
す
み
ま
せ
ひ
で
疑
し

４



く
ご
ざ
っ
て
、
久
敷
此
明
徳
を
疑
ひ
ま
し
て
、
或
と
き
儒
者
衆
に
問
ま
し
た
は
、
此
明
徳
と
い
ふ
物
は
い
か
や
う
な
物
ぞ
、

ど
の
や
う
な
が
明
徳
ぞ
と
い
ふ
て
、
問
ま
し
て
ご
ざ
れ
ば
、
ど
の
儒
者
も
し
り
ま
せ
ひ
で
あ
る
儒
者
の
い
ひ
ま
す
ろ
は
、

其
や
う
な
む
つ
か
し
き
事
は
、
よ
く
禅
僧
が
知
て
居
る
物
じ
ゃ
程
に
、
禅
僧
へ
行
て
お
と
や
れ
。
我
ら
は
我
家
の
書
で
、
日

夜
朝
暮
、
口
で
は
文
字
の
道
理
を
説
て
よ
く
い
へ
ど
も
、
実
に
我
ら
は
明
徳
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
の
や
う
な
が
明
徳
と
い
ふ

物
や
ら
、
し
り
ま
せ
ぬ
と
い
ひ
ま
し
て
、
埒
が
明
き
ま
せ
な
ん
だ
ゆ
へ
に
、
さ
ら
ば
と
存
じ
た
れ
ど
も
、
此
許
に
禅
宗
は
其

比
ご
ざ
ら
ず
し
て
、
間
や
ふ
も
な
く
て
、
其
と
き
存
た
る
は
、
ど
う
が
に
し
て
此
明
徳
の
埒
を
明
て
、
年
寄
ま
し
た
母
に
も

し
ら
せ
ま
し
て
、
死
な
せ
た
ひ
事
か
な
と
存
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
あ
が
き
廻
り
て
、
明
徳
の
埒
が
明
ふ
か
と
思
ひ
ま
し
て
、

愛
の
談
儀
、
か
し
こ
の
講
釈
、
或
は
ど
こ
に
説
法
が
あ
る
と
間
ば
、
其
ま
シ
走
り
行
て
間
ま
し
て
、
尊
ひ
事
を
戻
り
て
、
母

に
い
ふ
て
間
せ
聞
せ
す
れ
ど
も
、
彼
明
徳
は
埒
が
明
ま
せ
ぬ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
恩
ひ
よ
っ
て
、
さ
る
禅
宗
の
和
尚
へ
参

し
て
明
徳
の
事
を
問
ま
し
た
れ
ば
、
明
徳
が
し
り
た
く
ば
座
禅
を
せ
よ
、
明
徳
が
し
る
シ
程
に
と
仰
ら
れ
ま
し
た
に
よ
っ
て
、

そ
れ
か
ら
し
て
、
直
に
座
禅
に
取
り
か
シ
リ
ま
し
て
、
あ
そ
こ
な
山
へ
入
て
は
七
日
も
物
を
食
べ
ず
、
愛
な
岩
ほ
へ
入
て
は
、

直
に
と
が
っ
た
岩
の
上
に
き
る
物
を
引
ま
く
っ
て
、
直
に
座
を
く
む
が
最
後
、
命
を
う
し
な
ふ
事
を
か
へ
り
見
ず
、
じ
れ
ん

と
こ
け
て
落
ろ
ま
で
、
座
を
た
要
ず
に
、
食
物
は
た
れ
が
持
て
来
て
く
れ
ふ
や
う
も
ご
ざ
ら
ね
ば
、
幾
日
も
幾
日
も
、
食
せ

ざ
る
事
が
、
ま
シ
多
く
ご
ざ
っ
た
。
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
四
十
三
頁
）

こ
の
後
も
さ
ん
ざ
ん
な
苦
行
を
へ
て
身
体
を
段
し
、
挙
げ
句
の
果
て
に
血
疾
を
吐
き
、
食
事
も
思
う
に
任
せ
ぬ
よ
う
に
な
り
、

死
ぬ
覚
悟
を
す
る
。
そ
の
時
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

唯
平
生
の
願
望
が
成
就
せ
ず
し
て
、
死
ぬ
る
事
か
な
と
ば
か
り
思
ひ
届
ま
し
た
。
お
り
ふ
し
に
ひ
ょ
っ
と
一
切
事
は
、
不
生

で
と
シ
な
ふ
物
を
、
今
ま
で
得
し
ら
ひ
で
、
扣
々
む
だ
骨
を
折
た
事
か
な
と
思
ひ
居
た
で
、
漸
と
従
前
の
、
非
を
し
っ
て
ご

ざ
る
わ
い
の
。
冑
盤
珪
禅
師
語
録
』
四
十
七
頁
）
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『
大
学
』
の
三
綱
領
の
第
一
綱
領
で
あ
る
「
明
明
徳
」
の
「
明
徳
」
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。
こ
の
明
徳
の
内
実
を
会
得
で
き

な
い
が
た
め
に
蹉
跣
し
た
。
こ
の
蹉
跣
が
盤
珪
を
迷
い
の
道
に
誘
い
、
こ
の
迷
い
に
な
か
な
か
に
埒
が
あ
か
な
か
っ
た
。
安
易
に

解
決
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
幸
運
に
も
、
盤
珪
禅
師
に
不
生
禅
を
開
眼
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
悟
道
体
験
を
一
覧
し
て
気
が
付
い
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
盤
珪
禅
師
が
修
学
の
最
初
に
朱
子

の
『
大
学
章
句
』
を
読
む
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
盤
珪
が
蹉
跣
し
た
「
明
徳
」
に
つ
い
て
は
、
『
大
学
章
句
』
は
「
明
徳
者
、

人
之
所
得
乎
天
、
而
虚
霊
不
味
、
以
具
衆
理
而
応
萬
事
者
也
。
」
と
注
釈
す
る
。
盤
珪
禅
師
は
こ
の
注
釈
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
が
、

語
義
の
説
明
だ
け
で
は
「
明
徳
」
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
更
に
問
い
つ
め
ら
れ
た
儒
者
が
口
で
講
釈
は
す
る
も
の
の
、

彼
ら
も
「
明
徳
」
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
の
だ
と
告
白
す
る
。
こ
の
当
時
、
朱
子
学
に
代
表
さ
れ
る
所
謂
新
儒
教
が
新
思
潮
と

し
て
日
本
の
思
想
界
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
の
『
四
書
集
注
』
な
ど
を
読
ん
で
も
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
う
容
易
で
は
な
か
つ

そ
の
一
例
を
挙
げ
る
。
盤
珪
に
先
立
つ
こ
と
凡
そ
一
一
十
年
。
中
江
藤
樹
が
『
論
語
』
を
読
も
う
と
し
た
が
導
師
に
恵
ま
れ
ず
、

一
時
禅
僧
に
句
読
を
教
わ
る
も
の
の
、
あ
と
は
殆
ど
自
力
で
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
し
て
読
み
な
が
ら
も
、
す
ん
な
り
と
理
解
で
き

ず
に
悪
戦
苦
闘
し
た
有
様
が
、
今
日
に
残
さ
れ
て
い
る
読
書
罰
記
に
見
ら
れ
る
。
内
容
を
し
か
と
把
握
す
る
こ
と
な
し
に
、
講
釈

す
る
儒
者
を
中
江
藤
樹
は
「
鶴
鵡
」
と
酷
評
し
て
い
る
。
林
羅
山
あ
た
り
を
念
頭
に
置
い
た
批
判
で
あ
る
。
盤
珪
禅
師
に
「
ど
の

や
う
な
が
明
徳
と
い
ふ
物
や
ら
、
し
り
ま
せ
ぬ
」
と
正
直
に
答
え
た
儒
者
の
姿
が
当
時
は
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
は
盤
珪
禅
師
が
「
明
徳
」
の
埒
を
明
け
る
こ
と
に
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
懸
命
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
直
接
に

は
説
明
し
て
い
な
い
。
「
二
三
歳
の
時
よ
り
も
、
死
ぬ
る
と
い
ふ
事
が
嫌
ひ
で
ご
ざ
っ
た
」
と
い
う
母
親
の
咄
を
紹
介
し
て
い
る
こ

と
が
示
唆
的
で
あ
る
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
四
十
三
頁
）
。
生
死
の
事
が
一
大
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
関
心
事

が
心
底
を
貫
流
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
明
徳
」
の
埒
を
明
け
た
い
と
い
う
一
念
を
醸
成
し
、
辛
酸
を
嘗
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

た
で
あ
ろ
う
。
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中
国
・
宋
代
に
儒
教
を
革
新
し
て
所
謂
新
儒
教
を
集
大
成
し
た
人
が
朱
子
（
一
一
三
○
’
一
二
○
○
）
で
あ
る
。
孔
子
・
孟
子
・

菊
子
に
代
表
さ
れ
る
所
謂
原
始
儒
教
を
、
禅
宗
に
代
表
さ
れ
る
「
本
来
完
全
」
と
い
う
「
本
来
性
」
の
視
点
を
積
極
的
に
導
入
し
て
、

再
構
成
し
た
そ
の
代
表
が
朱
子
学
で
あ
る
。
『
読
子
』
の
性
善
説
を
『
中
廠
』
の
「
天
命
之
謂
性
」
に
立
脚
し
て
普
遍
性
を
主
張
し
、

そ
の
本
性
が
「
本
体
」
と
し
て
万
人
に
本
来
完
全
に
具
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
同
じ
く
『
中
庸
章
句
』
の
「
未
発
之
中
」
と
い
う
慨

あ
ろ
う
。
さ
き
の
告
白
の
中
で
「
此
明
徳
の
埒
を
明
て
、
年
寄
ま
し
た
母
に
も
し
ら
せ
ま
し
て
死
な
せ
た
ひ
螂
か
な
と
存
じ
て
、

い
ろ
い
ろ
と
あ
が
き
廻
り
て
、
」
と
い
う
の
も
こ
の
辺
の
事
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
親
孝
行
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
自
己

一
身
の
生
死
の
こ
と
だ
け
が
関
心
事
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

第
三
に
は
、
盤
珪
禅
師
の
不
生
禅
開
眼
の
大
悟
は
盤
珪
禅
師
一
人
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
盤

珪
禅
師
は
「
明
徳
」
の
何
た
る
か
に
埒
を
明
け
よ
う
と
し
て
、
禅
僧
に
勧
め
ら
れ
て
座
禅
を
し
、
生
死
の
境
界
を
経
て
不
坐
禅
を

大
悟
し
た
。
こ
の
開
眼
に
酷
似
す
る
の
は
王
陽
明
の
龍
場
の
大
梧
で
あ
る
。
王
陽
明
は
や
は
り
米
子
の
『
大
学
章
句
』
の
「
格
物
致
知
」

に
蹉
跣
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
「
亭
前
の
竹
の
理
の
探
求
」
で
あ
る
。
挫
折
し
て
病
気
に
な
り
、
一
旦
は
聖
学
探
求
を
放

棄
す
る
。
そ
の
後
、
聖
学
に
回
帰
す
る
が
、
朱
子
学
の
「
格
物
致
知
」
解
釈
に
対
す
る
根
本
的
疑
念
は
解
消
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

貸
州
省
龍
場
に
配
流
さ
れ
て
、
生
死
を
懸
け
て
静
座
探
求
し
て
「
心
外
に
理
を
探
求
し
な
く
と
も
、
我
が
本
性
は
あ
る
が
ま
ま
で

満
ち
足
り
て
い
る
」
と
大
悟
し
、
「
心
即
理
」
説
当
知
行
合
ご
説
を
提
言
す
る
。
王
陽
明
の
「
我
が
性
自
ら
足
れ
り
」
と
い
う
発
見
と
、

盤
珪
の
「
不
生
の
仏
心
を
生
む
附
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
発
見
と
は
、
儒
学
と
禅
学
と
い
う
看
板
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
「
誰

も
が
本
来
は
完
全
で
あ
る
」
と
い
う
広
義
の
心
学
の
範
鴫
に
属
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
構
造
的
に
は
同
案
の
も
の
で
あ
る
。

三
陸
象
山
の
師
弟
問
答
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念
で
説
明
し
た
。
盤
珪
禅
師
が
蹉
跣
し
た
「
明
徳
」
と
は
、
『
大
学
章
句
』
の
文
言
で
あ
る
が
、
性
（
対
概
念
は
情
）
・
本
体
（
対
概

念
は
作
用
）
・
未
発
之
中
（
対
概
念
は
己
発
之
和
）
に
相
当
す
る
。
所
依
の
経
典
の
用
語
を
用
い
て
実
践
倫
理
学
の
形
而
上
学
（
こ

の
こ
と
を
心
性
論
と
い
う
）
を
構
築
し
て
い
る
の
で
、
実
体
は
一
つ
の
事
な
が
ら
、
そ
の
諸
側
面
諸
機
能
を
説
明
し
よ
う
と
し
た

た
め
に
、
説
明
の
構
造
が
錯
綜
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
そ
の
苦
心
の
成
果
が
『
論
語
集
注
』
『
大
学
章
句
』
『
中
庸
章
句
』
『
孟
子
集
注
』

で
あ
る
。
そ
れ
は
『
四
書
章
句
集
注
』
と
一
括
さ
れ
、
朱
子
学
の
基
本
教
典
と
し
て
読
み
継
が
れ
た
。
朱
子
が
心
性
論
の
構
築
に

心
血
を
注
い
だ
軌
跡
は
『
朱
子
文
集
』
や
『
米
子
語
類
』
に
幾
重
に
も
重
層
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
朱
子
そ
の
人
が
人

の
本
性
が
実
態
と
し
て
ほ
ん
と
う
に
善
な
の
だ
と
確
信
し
て
い
た
の
か
。
言
い
か
え
る
と
、
自
ら
が
主
張
し
て
い
る
性
善
説
に
対

す
る
揺
ら
ぎ
を
覚
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
否
か
。

朱
子
の
心
性
論
に
対
し
て
性
善
説
の
原
理
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
視
点
か
ら
批
判
し
た
の
が
陸
象
山
（
一
一
三
九
’

三
九
二
）
で
あ
る
。
そ
の
陸
象
山
の
語
録
に
次
の
よ
う
な
一
条
が
あ
る
。

松
云
「
如
丘
丈
之
賢
。
先
生
還
有
力
及
之
否
。
」
。
先
生
云
「
元
壽
甚
佳
。
但
恐
其
不
大
耳
。
『
可
以
為
堯
舜
。
』
『
尭
舜
興
人
同
耳
』
。

但
恐
不
能
為
堯
舜
之
大
也
。
」
元
涛
連
日
聴
教
。
方
自
慶
快
。
且
云
「
天
下
之
楽
。
無
以
加
於
此
。
」
。
至
是
忽
局
蹴
変
色
而
答
日
。

「
荷
先
生
教
愛
之
篤
。
但
某
自
度
無
此
力
量
。
誠
不
敢
傭
易
。
」
。
先
生
云
。
「
元
毒
道
無
此
力
最
。
錯
説
了
。
元
壽
平
日
力
量
。

乃
尭
舜
之
力
肚
。
元
藤
自
不
知
耳
。
」
。
元
祷
黙
然
愈
惑
。
退
。
松
別
之
。
元
蒋
、
述
・
「
ｎ
聴
教
於
先
生
甚
楽
。
今
胸
中
忽

如
荷
物
梗
之
者
。
姑
抄
先
生
文
集
。
帰
而
求
之
。
再
来
承
教
。
」
。

わ
た
し
巌
松
が
い
っ
た
「
丘
元
講
さ
ん
の
よ
う
に
秀
れ
た
ひ
と
な
ら
、
先
生
な
ら
力
に
な
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
あ
り
ま

先
生
が
い
わ
れ
た
「
丘
元
壽
君
は
と
っ
て
も
い
い
人
柄
な
ん
だ
が
、
し
か
し
、
自
分
を
見
限
っ
て
い
る
こ
と
が
気
が
か
り
だ
。

（
孟
子
は
）
『
誰
も
が
み
な
尭
舜
に
な
れ
る
』
（
告
子
篇
上
）
『
尭
舜
は
我
々
と
同
じ
だ
』
（
離
婁
下
）
と
言
っ
て
い
る
で
は
な

せ
ん
か
」
。
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い
か
。
し
か
し
、
丘
元
壽
君
は
自
分
な
ん
か
堯
舜
の
よ
う
な
大
丈
夫
に
な
れ
な
い
と
見
限
っ
て
い
る
の
が
気
が
か
り
だ
」
と
。

丘
元
壽
さ
ん
は
連
日
先
生
の
教
え
を
聴
い
て
始
め
て
気
分
が
爽
快
に
な
っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
先
生
が
「
こ
れ
以
上
の
楽
し
み
は
な
い
」
と
い
わ
れ
た
。

す
る
と
丘
元
壽
さ
ん
は
身
を
縮
め
て
顔
色
を
変
え
て
答
え
て
い
っ
た
「
先
生
の
教
え
を
お
聴
き
し
て
篤
く
感
謝
し
て
い
ま
す

が
、
し
か
し
、
わ
た
し
な
ど
は
堯
舜
と
同
じ
ほ
ど
の
力
量
は
な
い
と
自
覚
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
身
の
程
を
超
え
た
こ
と

を
決
し
て
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
。
先
生
が
い
わ
れ
た
「
丘
元
壽
君
が
堯
舜
ほ
ど
の
力
量
は
な
い
と
い
う
の
は
、
間
違
っ
て

い
る
。
丘
元
講
君
の
日
常
の
力
量
が
、
そ
れ
こ
そ
尭
舜
の
力
量
な
の
だ
。
丘
元
壽
君
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
だ
け
だ
」
と
。

丘
元
壽
君
は
沈
黙
し
て
ま
す
ま
す
困
惑
し
た
。
先
生
が
退
出
さ
れ
た
の
て
わ
た
し
巌
松
が
お
見
送
り
し
た
。

丘
元
壽
君
は
ひ
と
り
で
に
告
白
し
た
「
先
生
の
教
え
を
聴
い
て
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
（
先
ほ
ど
の
お
話
し
を
伺
っ

て
）
今
は
突
然
に
胸
に
支
え
る
も
の
が
生
じ
た
感
じ
で
す
。
し
ば
ら
く
先
生
の
文
集
を
抄
写
し
て
、
家
に
帰
っ
て
よ
く
考

え
て
、
も
う
一
度
出
直
し
て
教
え
を
聴
き
に
参
上
し
ま
す
」
と
。

陸
象
山
は
本
来
完
全
・
本
来
性
善
を
眼
前
の
丘
元
壽
に
適
用
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
本
来
完
全
・
本
来
性
善
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
眼
前
の
現
実
態
に
そ
れ
は
顕
現
し
て
い
る
。
単
に
可
能
性
と
し
て
の
性
善
説
な
ら
ば
、
現
存
在
者
に
秘
匿
さ
れ
て
い

る
か
、
せ
い
ぜ
い
が
不
完
全
に
し
か
顕
現
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
前
し
な
い
本
性
（
人
間
ら
し
く
生
き
る
力
Ⅱ
力
量
）
は

な
き
に
等
し
い
。
陸
象
山
は
性
善
説
の
原
理
主
義
者
で
あ
る
か
ら
、
今
、
此
処
に
生
き
て
い
る
万
人
に
堯
舜
と
同
じ
力
量
が
固
有

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
力
説
す
る
。
そ
れ
を
わ
き
ま
え
ず
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
は
堯
舜
と
力
量
を
同
じ
く
し
な
い
と
宣
言
す
る

の
は
、
謙
遜
な
の
で
は
な
く
し
て
、
自
己
誤
認
し
て
堯
舜
と
同
じ
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
先
延
ば
し
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
師

陸
象
山
は
丘
元
壽
に
君
も
「
本
来
完
全
」
で
あ
り
尭
舜
と
力
量
を
同
じ
く
す
る
の
だ
と
説
諭
す
る
が
、
草
卒
に
き
い
た
丘
元
壽
は

す
ぐ
に
は
飲
み
込
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
こ
れ
以
上
の
楽
し
み
は
な
い
」
と
い
わ
れ
た
か
ら
に
は
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
探
求

，



す
る
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
家
に
帰
っ
て
よ
く
考
え
て
、
も
う
一
度
出
直
し
て
教
え
を
聴
き
に
参
上
し
ま
す
」
と
い
っ

て
帰
宅
し
た
と
い
う
。
さ
て
、
丘
元
壽
は
こ
の
公
案
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
解
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
否
か
。
丘
元
壽
は
こ
こ
に

登
場
す
る
だ
け
な
の
で
、
そ
の
後
の
経
緯
は
と
ん
と
分
か
ら
な
い
。
実
は
王
陽
明
も
盤
珪
禅
師
も
こ
の
関
門
を
通
過
す
る
に
辛
酸

を
嘗
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
答
の
前
半
に
あ
る
陸
象
山
と
の
や
り
と
り
を
見
る
と
、
丘
元
壽
が
陸
象
山
の
門
を
叩
く
前
に
は
、
共
に
学
問
（
学
び
て

問
う
）
す
る
人
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
士
大
夫
と
語
る
よ
り
も
老
農
老
嗣
の
ほ
う
が
語
る
に
足
る
人
物
が
多
か
っ
た

と
告
白
し
て
い
る
の
が
、
興
味
深
い
。
丘
元
壽
は
「
知
識
」
で
は
な
く
し
て
「
生
き
る
」
こ
と
に
関
心
が
深
か
っ
た
。
壬
陽
明
も
ま

た
、
龍
場
の
大
悟
の
成
果
を
心
即
理
と
か
知
行
合
一
と
い
う
標
語
の
も
と
に
説
き
聞
か
せ
た
と
き
に
は
、
知
識
に
埋
も
れ
る
士
大

夫
は
聞
く
耳
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
目
に
一
丁
字
も
な
い
民
び
と
の
方
が
よ
く
理
解
し
た
と
い
う
。
盤
珪
禅
師
の
も
と
に
雲
集
し

た
人
々
と
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
。

こ
の
丘
元
壽
ｌ
陸
象
山
の
問
答
が
含
意
す
る
内
容
を
、
も
う
少
し
す
っ
き
り
と
し
た
形
で
展
開
さ
せ
て
い
る
の
が
、
次
に
紹
介

す
る
『
伝
習
録
』
（
下
巻
七
条
）
の
問
答
で
あ
る
。

在
虐
與
子
中
謙
之
同
侍
。
先
生
日
「
人
胸
中
各
有
箇
聖
人
。
只
自
信
不
及
。
都
自
埋
倒
了
。
因
顧
子
中
」
。
日
「
爾
胸
中
原

是
聖
人
。
」
。
子
中
起
不
敢
当
。
先
生
日
「
此
是
自
家
有
的
。
如
何
要
推
。
」
。
子
中
又
日
「
不
敢
。
」
。
先
生
日
「
衆
人
皆
有
之
。

況
在
子
中
。
却
何
故
謙
起
来
。
謙
亦
不
得
。
」
。
子
中
乃
笑
受
。

又
論
「
良
知
在
人
。
随
休
如
何
。
不
能
混
滅
。
錐
盗
賊
。
亦
自
知
不
当
為
盗
。
喚
他
倣
賊
。
他
還
恒
促
。
」
。

二
王
陽
明
の
師
弟
問
答

０



先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
夏
子
中
君
は
こ
ん
な
に
も
も
の
わ
か
り
が
よ
い
ぞ
。
他
の
人
で
は
こ
う
ま
で
は
考
え
及
ぶ
ま
い
」
。

こ
こ
に
紹
介
し
た
師
弟
問
答
は
二
段
に
分
か
れ
る
。
前
半
の
一
段
は
、
誰
も
が
良
知
を
天
か
ら
賦
与
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
来

夏
子
中
さ
ん
が
い
っ
た
。
「
た
だ
物
欲
に
蔽
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
ね
。
良
知
は
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
て
、
亡
く
な
る
こ
と

な
ど
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
ね
。
丁
度
、
雲
が
太
陽
を
蔽
っ
て
も
、
太
陽
が
決
し
て
な
く
な
っ
た
り
し
な
い
の
と
同
じ
で

一
１
。

子
中
曰
「
只
是
物
欲
遮
蔽
。
良
知
在
内
。
自
不
矢
。
如
雲
自
蔽
日
。
日
何
嘗
失
了
。
」
。
先
生
曰
「
子
中
如
此
聡
明
。
他
人
不
及
此
。
」
。

慶
州
で
夏
子
中
さ
ん
、
郷
謙
之
さ
ん
と
一
緒
に
先
生
の
お
側
に
い
た
。

先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
人
々
の
胸
中
に
は
誰
し
も
が
聖
人
を
間
有
し
て
い
る
。
た
だ
自
分
で
信
じ
き
れ
な
い
た
め
に
、
す
っ

か
り
埋
も
れ
さ
せ
て
い
る
の
だ
」
。

そ
こ
で
夏
子
中
さ
ん
に
視
線
を
注
い
で
、
い
わ
れ
た
。
「
君
の
胸
中
は
も
と
も
と
聖
人
な
の
だ
よ
」
。

夏
子
中
さ
ん
は
立
ち
上
が
っ
て
、
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
と
強
く
否
定
し
た
。

先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
こ
れ
は
き
み
自
身
が
も
っ
て
い
る
も
の
だ
よ
。
ど
う
し
て
ゆ
ず
ろ
う
と
す
る
の
か
ね
」
。

夏
子
中
さ
ん
が
か
さ
ね
て
い
っ
た
。
「
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
。

先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
誰
も
が
み
ん
な
も
っ
て
い
る
の
だ
よ
。
ま
し
て
や
夏
子
中
君
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
ど

う
し
て
遠
慮
す
る
の
か
ね
。
遠
慮
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
の
だ
よ
」
。

夏
干
中
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
納
得
し
た
。

先
生
が
か
さ
ね
て
論
じ
た
。
「
良
知
が
人
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
君
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
っ
て
、
無
く
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
盗
賊
だ
と
て
、
自
分
で
は
盗
み
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
盗
賊
と
呼
ば
れ
る
と
、
彼
と
て
大

す
ね
」

き
な
い
。
盗
賊
だ
と

い
に
恥
じ
る
の
だ
」
。
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的
に
聖
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
夏
子
中
に
承
伏
さ
せ
る
展
開
を
記
録
し
て
い
る
。
実
際
の
や
り
と
り
は
も
っ
と
入
り
組
ん
だ

議
論
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
銭
緒
山
な
り
王
龍
渓
が
記
録
す
る
と
き
に
、
す
っ
き
り
と
鞭
即
し
た
の
が
、
こ
の
記
録
で
あ
ろ
う
。

良
知
を
先
天
的
に
天
か
ら
賦
与
さ
れ
て
い
る
の
で
（
こ
の
論
理
は
『
中
庸
』
の
「
天
と
命
謂
性
」
の
性
を
良
知
と
等
値
す
る
所
に
基

因
す
る
〉
、
そ
の
意
味
で
は
万
人
が
あ
る
が
ま
ま
で
聖
人
で
あ
り
、
夏
子
中
も
当
然
に
聖
人
で
あ
る
と
い
う
良
知
心
学
の
立
論
を
、

夏
子
中
は
に
わ
か
に
は
承
認
で
き
な
か
っ
た
。
日
常
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
聖
人
は
自
分
と
は
別
格
の
存
在
で
あ
り
、
自
分
も
今
の

姿
の
ま
ま
で
聖
人
な
の
だ
と
い
う
実
感
は
、
普
通
に
は
持
た
な
い
。
本
来
聖
人
説
を
共
有
す
る
朱
子
学
の
場
合
で
も
、
原
理
的
に

は
本
来
完
全
と
は
い
っ
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
態
を
聖
人
で
あ
る
と
は
決
し
て
い
わ
な
い
。
朱
子
学
で
は
現
実
態
を
超
克
し

て
本
来
態
の
実
現
を
め
ざ
す
「
中
間
者
」
に
自
ら
を
位
間
づ
け
る
こ
と
を
厳
し
く
要
求
し
た
。
「
中
間
者
意
識
」
で
あ
る
。
人
間
ら

し
く
生
き
よ
う
と
努
力
す
る
も
の
が
無
意
識
の
う
ち
に
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
が
こ
の
「
巾
間
者
意
識
」
で
あ
ろ
う
。
夏
丁
中
も

そ
の
一
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
記
録
者
の
銭
緒
山
・
王
龍
渓
、
そ
れ
に
同
席
し
て
い
た
椰
東
廓
は
、
か
ね
て
王
陽
明
先
生
の

良
知
心
学
を
基
本
的
に
は
理
解
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
夏
子
中
は
こ
の
時
が
初
対
面
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め

に
、
王
陽
明
は
夏
子
中
に
、
あ
な
た
も
聖
人
な
の
で
す
よ
と
険
語
を
浴
び
せ
て
転
迷
開
悟
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
で

は
ま
だ
夏
子
中
は
芯
か
ら
納
得
し
た
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
王
陽
明
が
い
う
良
知
と
は
明
徳
と
同
義
で
あ
る
。
盤
珪
禅
師
は
明
徳
に
蹉
跣
し
た
。
王
陽
明
は
「
本
性
自
ら
足
れ
り
」

と
い
う
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
「
本
性
は
本
来
完
全
」
で
あ
る
こ
と
を
大
悟
す
る
ま
で
に
五
溺
す
る
と
い
う
辛
酸
を
経
験
し
た
。

夏
子
中
は
朱
子
学
の
思
考
に
な
れ
て
い
た
か
ら
、
『
孟
子
』
の
性
善
説
を
『
中
庸
』
の
「
天
之
命
謂
性
」
に
立
脚
し
て
立
説
し
た
「
性

四
盤
珪
禅
師
と
の
対
比
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即
理
」
説
は
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
性
善
説
」
「
性
即
理
」
を
、
今
、
こ
こ
に
実
在
す
る
人
間
の
こ
と
と
し
て
適
用

す
る
な
ら
、
「
あ
る
が
ま
ま
で
聖
人
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
ま
で
は
、
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
聖
人
と
は
将

来
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
目
の
前
に
実
存
し
て
い
る
現
存
在
者
が
実
に
聖
人
な
の
だ
、
と
い

う
万
人
聖
人
説
は
、
性
韓
説
の
原
叫
主
義
と
も
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
朱
子
学
を
学
習
す
る
過
程
で
「
明
徳
」
を
会
得
す
る
こ
と
に
蹉
跣
し
た
盤
珪
禅
師
が
大
悟
し
た
の
は
「
仏
心
不
生
」
説

で
あ
っ
た
。
本
来
性
と
し
て
の
「
明
徳
」
が
不
生
の
「
仏
心
」
に
転
換
し
て
開
悟
し
た
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
こ
と
を
盤
珪
禅
師
に

先
駆
け
て
開
眼
し
て
い
た
人
が
い
た
。
中
江
藤
樹
で
あ
る
。
中
江
藤
樹
は
「
明
徳
仏
性
」
説
を
主
張
し
て
い
た
が
、
禅
者
・
佛
者

に
転
向
し
な
か
っ
た
か
ら
、
盤
球
禅
師
の
よ
う
に
「
仏
性
」
説
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

盤
珪
禅
師
が
仏
心
不
生
説
に
開
眼
し
た
の
は
、
禅
門
の
老
師
た
ち
に
参
究
し
た
所
産
で
あ
る
。
も
し
、
儒
学
門
に
王
陽
明
に
匹

敵
す
る
導
師
が
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
、
明
徳
Ⅱ
艮
知
に
開
眼
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
禅
門
と
儒
学
門
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

基
本
構
造
に
は
共
通
根
が
あ
る
。
こ
の
点
を
い
ち
い
く
析
出
し
た
の
は
、
荒
木
兄
悟
先
生
の
『
仏
教
と
儒
教
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

盤
珪
禅
師
は
仏
心
の
「
不
生
」
を
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
『
般
若
心
経
』
の
「
不
生
不
滅
」
を
ふ
ま
え
た
こ
と
は
禅
師
が
し
ば

し
ば
明
言
す
る
通
り
で
あ
る
。
「
不
確
」
と
い
え
ば
「
不
滅
」
は
｝
」
と
さ
ら
に
い
わ
ず
と
も
よ
い
と
い
う
。
儒
学
門
に
お
い
て
は
性

善
説
の
原
剛
主
義
を
説
い
た
陸
象
山
・
王
陽
明
と
そ
の
流
亜
で
は
（
同
じ
く
『
般
若
心
経
』
の
「
不
増
不
滅
」
に
基
づ
い
て
か
）
「
不

増
」
を
い
う
。
も
ち
ろ
ん
「
不
増
」
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
「
不
滅
」
が
含
ま
れ
る
。
本
来
完
全
な
の
だ
か
ら
朱
子
学
の
様
に
格
物

致
知
の
工
夫
を
し
て
後
天
的
に
燗
や
す
必
要
は
な
い
し
、
本
来
完
全
な
も
の
が
後
天
的
に
減
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
論
法
で
い
け

ば
、
良
知
Ⅱ
明
徳
は
本
来
的
に
完
全
に
固
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
良
知
Ⅱ
不
生
」
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
盤
珪
禅
師
に
引
き

つ
け
て
い
え
ば
「
仏
心
Ⅱ
不
増
」
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
岡
学
と
も
に
広
義
の
心
学
の
範
祷
に
お
け
る
立
論
で
あ
っ
た
こ
と
を

今
更
賛
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
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盤
珪
禅
師
が
布
教
先
で
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
繰
り
返
し
述
べ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
自
分
が
何
故
繭
極
的
に
大
衆
に
向
け
て
説
法

す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
自
分
が
嘗
め
た
辛
酸
を
皆
さ
ん
が
繰
り
返
さ
な
く
と
も
よ
い
よ
う
に
と
い
う
老
婆
心
か
ら
で
あ
る

と
弁
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
仏
心
不
生
」
説
の
正
し
さ
を
確
認
す
る
た
め
に
諸
方
を
巡
歴
し
た
そ
の
労
苦
を
、
皆
さ
ん
が
し
な

く
と
も
よ
い
よ
う
に
、
わ
た
し
が
そ
の
確
認
保
証
を
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
説
き
続
け
た
。
当
時
は
ま
だ
「
本
来
完
全
」
「
本
来
性

蒜
」
と
い
う
本
来
主
義
の
思
考
が
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

考
え
る
な
ら
ば
、
盤
珪
禅
師
の
「
明
徳
」
蹉
秩
か
ら
「
仏
心
不
生
」
へ
の
転
換
は
一
飛
び
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

そ
れ
な
の
に
、
そ
の
一
飛
び
を
獲
得
す
る
の
に
、
な
に
ゆ
え
に
あ
れ
ほ
ど
ま
で
の
試
練
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
明
徳
に
せ
よ
仏
心
に
せ
よ
、
そ
れ
を
本
性
と
し
て
本
来
的
に
固
有
し
て
い
る
、
或
い
は
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
大
悟
開
眼
さ
せ
る
ほ
ど
の
器
量
の
導
師
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
導
師
の
険
語
が
開
悟
の
契
機

に
な
る
が
、
そ
の
根
本
に
は
、
明
徳
に
せ
よ
仏
性
に
せ
よ
、
本
来
完
全
に
固
有
す
る
、
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
客
観

的
に
提
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
い
わ
ば
形
而
上
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
形
而
上
の
も
の
を
言
説
を
超
え
て
ほ
ん
と
う
に
そ

う
だ
と
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
自
身
が
す
る
し
か
な
い
。
他
者
が
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
出
来
な
い
性
質
の

問
題
で
あ
る
。
王
陽
明
も
盤
珪
禅
師
も
言
説
の
位
相
で
理
解
し
て
す
ま
す
こ
と
が
Ⅲ
来
ず
、
「
ほ
ん
と
う
に
分
か
る
」
こ
と
を
求
め

た
が
た
め
に
辛
酸
を
嘗
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
に
「
ほ
ん
と
う
に
分
か
る
」
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
し
て
求
め
た

の
か
。
「
こ
の
一
大
事
」
を
引
き
受
け
て
「
安
心
」
を
得
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
有
り
体
に
い
え
ば
、
禅
学
も
新
儒
教
も
他
者
に

救
済
を
希
求
し
て
安
心
を
得
る
教
え
で
は
な
い
。
「
本
来
完
全
」
を
大
前
提
と
す
る
広
義
の
心
学
は
「
本
来
完
全
」
で
あ
る
自
己
の

本
性
を
自
力
で
自
己
実
現
し
て
、
不
安
心
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
、
自
力
救
済
の
宗
教
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
点

を
確
認
す
る
こ
と
も
亦
、
自
力
で
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
こ
の
肝
心
の
こ
と
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
王
陽
明
で
あ

を
確
認
す
る
こ
と
も
亦
、

り
盤
眺
柳
師
で
あ
っ
た
。
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後
半
の
第
二
段
は
、
盗
賊
談
義
で
あ
る
。
教
導
者
の
事
跡
を
の
べ
る
伝
記
類
に
は
よ
く
盗
賊
が
登
場
す
る
。
す
ぐ
に
思
い
浮
か

ぶ
の
は
中
江
藤
樹
の
教
え
を
受
け
た
馬
方
の
正
直
者
の
話
で
あ
り
、
中
江
藤
樹
が
盗
賊
に
襲
わ
れ
た
時
の
逸
話
で
あ
る
。
い
ず
れ

盤
珪
禅
師
が
明
徳
の
真
義
を
問
い
た
だ
し
た
時
に
、
問
わ
れ
た
儒
学
の
師
匠
は
文
字
面
を
な
ぞ
る
鵬
鵡
学
者
ば
か
り
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
盤
珪
禅
師
を
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
儒
学
の
師
匠
が
そ
の
よ
う
な
問
題
な
ら
ば
禅
学
の
師
匠
に
聞
け
、

と
問
題
を
禅
海
に
投
げ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
「
本
来
主
義
」
の
核
心
に
関
わ
る
こ
と
な
ら
ば
、
禅
僧
の
方
が
教
導
に
相

応
し
い
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
盤
珪
禅
師
の
回
想
で
あ
る
か
ら
儒
学
門
の
師
匠
に
少
し
は
花
を
持
た
せ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
禅
海
に
お
い
て
も
す
ぐ
に
は
埒
が
明
か
な
か
っ
た
。

明
代
末
期
に
編
集
さ
れ
た
『
舌
華
録
』
と
い
う
笑
話
集
に
、
良
知
は
い
っ
た
い
白
い
も
の
か
黒
い
も
の
か
と
問
う
人
に
、
王
陽

明
が
、
否
、
赤
い
も
の
だ
と
答
え
る
小
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
形
而
化
の
こ
と
を
自
分
の
こ

と
と
し
て
得
心
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
も
安
易
で
も
容
易
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
状
況
と
し
て
は
そ
う
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
「
本
来
主
義
」
と
い
う
思
考
そ
の
も
の
は
知
識
と
し
て
は
理
解
で
き
た
と

し
て
も
、
当
の
わ
た
し
自
身
が
本
来
完
全
な
の
だ
と
い
う
「
明
徳
Ⅱ
良
知
不
増
」
説
あ
る
い
は
「
仏
心
不
生
」
説
を
に
わ
か
に
は
信

じ
ら
れ
な
い
。
大
悟
と
は
、
分
か
っ
て
し
ま
え
ば
「
あ
あ
、
こ
ん
な
に
も
簡
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
」
と
開
眼
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
簡
易
な
こ
と
に
開
眼
す
る
こ
と
は
安
易
で
も
容
易
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
こ
と
の
ほ
か
力
説
し
て
い
た
の
は
王

陽
明
一
門
の
俊
秀
で
あ
っ
た
王
龍
渓
で
あ
っ
た
。
夏
子
中
が
君
も
聖
人
な
の
だ
ぞ
と
い
わ
れ
て
た
じ
ろ
い
だ
の
は
、
い
か
に
も
目

五
盗
賊
・
瞥
女
・
聾
唖
・
聖
人
・
活
佛
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も
感
化
教
導
の
成
果
を
記
す
美
談
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
人
は
誰
も
が
本
来
的
に
善
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
が
あ
る
。
こ
こ

に
紹
介
す
る
『
伝
習
録
』
の
盗
賊
談
義
は
盗
賊
行
為
を
め
ぐ
る
談
義
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
盗
賊
と
雌
も
溌
賊
行
為

が
悪
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
協
賊
と
呼
ば
わ
れ
る
と
Ⅲ
棚
と
な
る
と
い
う
。
盗
賊
も
本
性
は
善

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
欲
に
覆
わ
れ
て
盗
賊
行
為
を
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
盗
賊
と
呼
ば
わ
れ
た
だ
け
で
佃
促
と
す
る
の
は
、

本
性
の
良
知
が
少
し
も
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
証
拠
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
『
伝
習
録
』
の
溢
賊
談
義
を
読
ん
で
、
す
ぐ
に
思
い
起
こ
す
の
が
、
盤
雌
禅
師
も
亦
、
し
ば
し
ば
臘
賊
談
義
を
し
て
い
る

盗
人
は
凡
夫
に
て
迷
ふ
人
な
り
。
又
ぬ
す
み
せ
ぬ
人
は
、
仏
心
に
て
ま
よ
は
ぬ
、
不
生
の
人
で
ご
ざ
る
わ
ひ
の
。
誰
が
親
で

あ
れ
、
溢
み
を
う
み
附
た
親
は
一
人
も
あ
り
は
し
ま
せ
ぬ
わ
い
の
。
し
か
る
に
今
幼
少
な
時
よ
り
、
ひ
よ
と
わ
る
ひ
気
が
附

そ
め
て
、
人
の
物
を
盗
み
取
て
、
次
第
に
成
人
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
我
欲
を
ぱ
Ⅲ
か
し
て
、
上
手
に
盗
み
を
し
な
ら
ひ
ま

し
て
、
皆
盗
み
を
得
止
ま
せ
ぬ
わ
ひ
の
。
ぬ
す
ま
ね
ば
、
や
め
る
事
は
い
ら
ぬ
に
、
人
々
不
覚
悟
な
事
を
ぱ
い
は
ひ
で
、
人

の
物
の
盗
み
た
き
も
、
我
生
れ
附
で
や
め
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
蝋
は
、
例
々
慰
な
山
で
ご
ざ
る
わ
ひ
の
。
親
が
ぬ
す
み
を
う
み
附

ぬ
證
隙
に
は
、
生
れ
生
れ
の
溢
人
は
ご
ざ
ら
ぬ
わ
ひ
の
。
（
中
略
）
。
溢
み
を
せ
ね
ば
、
や
め
る
事
は
い
り
ま
せ
ぬ
わ
ひ
の
。

た
と
え
ば
、
昨
日
ま
で
も
大
悪
人
で
ご
ざ
っ
て
、
千
萬
人
の
も
の
に
う
し
ろ
ゆ
び
を
ざ
シ
れ
ま
し
て
も
、
今
日
従
前
の
非
を

し
り
ま
し
て
、
仏
心
で
居
ま
す
れ
ば
、
今
日
か
ら
は
活
佛
で
ご
ざ
る
わ
ひ
の
。
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
十
七
頁
」

溢
賊
行
為
を
し
て
し
ま
う
原
因
を
王
陽
明
は
艮
知
が
物
欲
に
蔽
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
た
が
、
糀
珪
は
我
欲

の
し
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
。
本
来
仏
心
、
本
来
良
知
を
根
拠
に
し
た
盗
賊
談
義
の
基
本
構
造
が
同
案
に
な
る
の
は
ご
く
自
然
の
こ

と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
王
陽
明
は
天
が
万
人
に
良
知
を
命
令
的
に
賦
与
し
た
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
盤
珪
禅
師
は
不
生
の
仏

心
を
親
が
生
み
つ
け
た
も
の
と
い
う
。
不
生
の
仏
心
の
根
源
来
所
を
天
に
柵
定
し
な
い
で
、
化
身
の
親
に
求
め
る
発
想
は
、
米
子

こ
の
『
伝
習
録
』
の
溢
賊
談
搾

こ
と
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
。
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其
不
生
に
し
て
霊
明
な
仏
心
に
、
極
つ
た
と
決
定
し
て
、
直
に
不
生
の
仏
心
の
ま
め
で
居
る
人
は
、
今
日
よ
り
未
来
永
劫
の

活
如
来
で
御
坐
る
わ
ひ
の
。
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
一
一
一
十
一
一
一
頁
）

不
生
に
し
て
霊
明
な
が
、
仏
心
に
極
り
き
っ
た
と
い
ふ
の
を
、
人
々
皆
決
定
し
て
、
不
生
の
仏
心
で
御
坐
る
人
は
、
今
日
よ

り
未
来
永
劫
の
、
活
如
来
（
い
き
に
ょ
ら
い
）
と
申
も
の
で
ご
ざ
る
わ
ひ
の
。
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
一
一
一
十
四
頁
）

不
生
の
仏
心
の
ま
ま
に
あ
る
こ
と
を
決
定
（
確
認
）
し
さ
え
す
れ
ば
、
誰
も
が
そ
の
ま
ま
で
活
佛
・
活
如
来
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
説
法
を
目
に
し
て
、
す
ぐ
に
思
い
浮
ぶ
の
は
、
王
陽
明
の
「
満
街
の
人
は
み
な
聖
人
」
と
宣
一
一
一
一
口
し
た
、
あ
の
「
万
人
聖
人
」
説

こ
の
盗
賊
談
義
の
中
で
「
今
日
従
前
の
非
を
し
り
ま
し
て
、
仏
心
で
居
ま
す
れ
ば
、
今
日
か
ら
活
佛
で
ご
ざ
る
わ
い
の
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
に
、
注
目
し
た
い
。
盤
珪
禅
師
は
た
ま
た
ま
こ
こ
で
「
活
佛
」
を
持
ち
出
し
た
の
で
は
な
い
。
機
会
あ
る
毎
に
「
活

佛
二
い
き
ぼ
と
け
）
論
を
開
陳
し
て
い
る
。

仏
心
で
い
て
迷
は
ね
ば
、
外
に
悟
り
を
求
め
ず
、
只
仏
心
で
座
し
、
只
仏
心
で
居
、
只
仏
心
で
寝
、
只
仏
心
で
起
、
只
仏
心

で
住
し
て
居
る
ぶ
ん
で
平
生
、
行
住
坐
臥
、
活
佛
で
は
た
ら
き
居
て
、
別
の
仔
細
は
ご
ざ
ら
ぬ
わ
ひ
の
。
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
』

果
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

や
王
陽
明
に
は
見
ら
れ
な
い
。
不
生
の
仏
心
が
誰
に
で
も
生
得
的
に
有
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
い
い
か
え
れ
ば

不
生
の
仏
心
の
普
遍
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
根
源
来
所
を
超
越
的
な
最
高
神
で
あ
る
天
に
求
め
る
こ
と
を
し
て

い
な
い
の
は
、
禅
門
と
し
て
の
教
説
で
あ
っ
た
か
ら
と
も
い
え
る
が
、
ど
う
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

明
徳
Ⅱ
仏
性
説
を
説
い
た
中
江
藤
樹
が
「
身
体
徳
性
は
み
な
こ
れ
を
父
母
に
受
け
て
、
己
の
私
有
す
る
所
に
非
ず
・
も
と
み
な
父

母
な
り
」
（
『
藤
樹
先
生
全
集
』
巻
四
、
書
清
水
子
巻
。
二
十
四
頁
。
原
文
「
身
体
徳
性
。
皆
受
之
父
母
。
而
非
己
私
有
・
本
皆
父
母
也
」
）

な
ど
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
直
接
の
父
母
を
持
ち
出
し
て
説
く
こ
と
の
方
が
、
生
活
体
験
と
し
て
実
感
で
き
て
、
布
教
効

十
六

頁
、-－
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で
あ
る
。
煩
を
厭
わ
ず
に
、
参
考
ま
で
に
例
示
す
る
。

先
生
鍛
錬
人
腿
。
一
言
之
下
。
感
人
最
深
。
一
日
、
王
汝
止
出
遊
帰
。
先
生
日
。
遊
何
見
。
対
日
。
見
満
街
人
。
都
是
聖
人
。

先
生
日
。
祢
看
満
街
。
都
是
聖
人
。
満
街
人
到
看
祢
是
聖
人
。
又
一
日
。
重
羅
石
出
遊
而
帰
。
見
先
生
日
。
今
日
見
一
異
事
。

先
生
日
。
何
異
。
対
日
。
見
満
街
人
。
都
是
聖
人
。
先
生
日
。
此
亦
常
事
耳
。
何
足
為
異
。
蓋
汝
止
圭
角
未
融
。
羅
石
晄
見

有
悟
。
故
間
同
答
異
。
皆
反
其
言
而
進
之
。

先
生
が
人
々
を
鍛
え
る
場
合
、
一
言
で
深
く
人
々
を
感
服
さ
せ
た
。

あ
る
日
、
王
汝
化
（
王
心
斎
）
が
外
出
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、

先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
外
出
し
て
何
を
見
た
か
ね
」
と
。

王
汝
止
が
対
え
て
申
し
あ
げ
た
。
「
街
行
く
人
が
み
ん
な
聖
人
で
あ
る
の
を
見
ま
し
た
」
と
。

先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
き
み
は
街
行
く
入
み
ん
な
が
聖
人
だ
と
見
た
だ
ろ
う
が
、
街
行
く
人
み
ん
ん
は
、
君
が
聖
人
だ
と
み

先
生
が
い
わ
れ
た
。
’

た
だ
ろ
う
さ
」
と
。

ま
た
あ
る
日
。
董
羅
石
が
外
出
か
ら
帰
っ
て
き
て
、

先
生
に
お
会
い
し
て
申
し
あ
げ
た
。
「
今
日
は
不
思
議
な
こ
と
を
見
ま
し
た
」
と
。

先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
ど
ん
な
不
思
議
な
事
か
ね
」
と
。

遁
羅
石
が
対
え
て
申
し
あ
げ
た
。
「
街
行
く
入
み
ん
な
が
聖
人
で
あ
る
の
を
見
ま
し
た
」
と
。

先
生
が
い
わ
れ
た
。
「
そ
れ
が
平
常
な
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
な
に
も
不
思
議
な
事
で
は
な
い
」
と
。
わ
た
し
（
銭
徳
洪
）
が

思
い
ま
す
に
、
王
汝
止
さ
ん
は
圭
角
が
ま
だ
と
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
董
羅
石
さ
ん
は
ほ
の
か
に
悟
る
所
が
あ
っ
た
の
で

だ
か
ら
、
一
一
人
の
質
問
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
先
生
の
答
え
が
違
っ
た
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
門
人
の
発
言
を
逆
に
返

だ
か
ら
、
二
人
の
質
問
は
同
源

し
て
進
歩
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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不
生
の
示
を
結
句
早
く
肯
ふ
人
は
、
不
学
の
人
に
多
く
、
博
学
の
人
に
ほ
ど
少
し
。
不
学
の
入
早
く
肯
ふ
こ
と
多
き
所
以
は
、

不
学
な
人
は
習
ひ
つ
聞
き
つ
し
て
、
覚
え
て
居
る
く
ら
べ
物
の
道
具
言
句
が
な
き
ゆ
ゑ
、
く
ら
べ
て
愈
議
す
る
こ
と
な
け
れ

ば
、
示
の
儲
で
直
に
肯
ふ
故
に
、
是
を
以
て
不
学
の
人
に
肯
ふ
者
多
き
な
り
。
（
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
一
二
六
頁
）
・

古
則
公
案
は
要
ら
な
い
。
博
識
は
決
定
を
妨
げ
る
。
銭
緒
山
は
王
陽
明
の
高
足
の
弟
子
で
あ
り
、
王
龍
渓
と
共
に
王
陽
明
の
代

講
ま
で
し
た
門
人
で
あ
っ
た
が
、
父
親
の
銭
心
漁
は
盲
目
で
あ
っ
た
。
ま
た
泰
和
の
楊
茂
は
聾
唖
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
王
陽
明
に

徹
底
し
て
い
る
。

「
不
生
の
仏
心
」
論
に
立
脚
し
た
盤
珪
禅
師
の
禅
心
学
と
「
本
来
性
善
」
に
立
脚
し
た
王
陽
明
の
良
知
心
学
が
、
そ
の
思
惟
の
仕

組
み
の
根
幹
に
お
い
て
共
通
す
る
所
が
あ
る
こ
と
が
歴
然
と
し
た
か
と
思
う
。
盤
珪
禅
師
の
心
学
は
仏
心
は
不
生
な
ま
ま
に
完
全

に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
王
陽
明
の
心
学
は
良
知
が
本
来
的
に
完
全
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
両
心
学
と
も
い
わ
ば
「
本

来
完
全
」
主
義
を
立
論
の
出
発
点
に
置
く
。
こ
の
出
発
点
は
客
観
的
に
明
示
し
て
論
証
で
き
る
す
じ
あ
い
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
が
た
め
に
、
盤
珪
禅
師
も
王
陽
明
も
辛
酸
を
嘗
め
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
前
提
が
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
「
本
来
完
全
」
主
義
の
も

と
で
は
、
万
人
は
原
理
的
に
は
平
等
な
存
在
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
王
陽
明
の
良
知
心
学
の
流
れ
に
は
、
士
大
夫
読
書
人
ば
か
り

が
参
集
し
た
の
で
は
な
い
。
特
に
王
心
斎
の
門
下
に
は
塩
商
人
や
樵
な
ど
も
出
入
り
し
た
。
商
人
の
商
行
為
が
是
認
さ
れ
て
商
人

倫
理
が
説
か
れ
る
の
も
、
良
知
心
学
の
派
下
で
あ
る
。
良
知
心
学
と
商
人
倫
理
に
つ
い
て
は
余
英
時
氏
の
『
中
国
近
世
の
宗
教
倫

理
と
商
人
精
神
』
（
原
題
「
中
国
近
世
宗
教
倫
理
輿
商
人
精
神
」
。
森
紀
子
訳
。
平
凡
社
。
’
九
九
一
年
）
が
興
味
深
い
提
一
一
一
口
を
し

て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
石
田
梅
四
布
の
石
門
心
学
の
町
人
倫
理
と
と
陽
明
学
と
の
関
係
を
論
じ
た
の
が
、
拙
稿
の
「
石
門
心
学
四

と
陽
明
学
二
『
陽
明
学
が
問
い
か
け
る
も
の
』
所
収
。
研
文
出
版
。
一
一
○
○
○
年
）
で
あ
る
。
町
人
の
商
行
為
を
是
認
し
、
彼
ら

も
亦
不
生
の
仏
心
を
決
定
し
て
商
人
道
に
生
き
る
こ
と
を
説
い
た
と
い
う
点
で
は
、
盤
珪
禅
師
は
石
田
梅
岩
に
先
ん
ず
る
・
こ
と

ほ
ど
左
様
に
、
万
人
に
道
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
に
か
け
て
は
、
盤
珪
禅
師
の
不
生
禅
は
中
国
に
お
け
る
良
知
心
学
よ
り
も
一
層



身
体
機
能
に
障
害
が
あ
る
た
め
に
良
知
心
学
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
く
と
、
あ
な
た
方
の
方
が
む
し
ろ
要
ら
な
い

知
識
や
情
報
に
翻
弄
さ
れ
な
い
分
だ
け
、
本
性
本
分
を
発
揮
で
き
る
と
諭
し
て
、
欣
喜
雀
躍
さ
せ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
実
は
盤

珪
禅
師
に
も
盲
目
の
替
女
に
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

五
体
不
具
に
し
て
佛
に
な
ら
ず
と
承
り
候
へ
ば
、
我
等
は
目
し
い
て
、
佛
像
を
も
拝
み
得
ず
。
誠
に
人
と
生
れ
ま
し
た
る
甲

斐
も
な
く
、
死
し
て
は
悪
道
に
沈
む
ば
か
り
で
御
座
り
ま
せ
う
。
若
し
盲
目
で
も
佛
に
成
申
義
も
御
座
り
ま
せ
う
な
ら
ば
、

こ
の
女
性
に
と
っ
て
は
自
己
の
存
在
意
義
に
直
接
に
関
わ
る
切
実
な
問
い
で
あ
っ
た
。
盤
珪
禅
師
は
「
不
生
に
は
不
具
成
も
の

も
差
別
は
な
し
。
盲
目
と
て
も
仏
心
を
得
た
り
。
」
と
教
え
諭
す
の
だ
が
、
更
に
網
干
の
瞥
女
が
告
白
し
た
悟
道
体
験
を
紹
介
し

御
す
す
め
に
よ
り
て
今
は
此
身
不
生
な
る
事
を
大
か
た
合
点
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
如
何
に
と
申
し
ま
す
る
に
、
我
に
目

も
見
へ
ま
す
な
ら
ば
、
見
る
物
こ
と
に
、
ほ
し
や
、
お
し
や
の
執
着
ふ
か
く
、
此
信
心
が
何
と
て
お
こ
り
ま
せ
う
に
ふ
し

ぎ
の
事
に
、
目
し
い
て
、
世
間
の
善
悪
も
見
ま
せ
ね
ば
、
其
執
着
の
念
も
生
じ
ま
せ
ず
。
御
説
法
を
聴
聞
い
た
し
て
、
不
生

の
気
に
も
と
づ
き
ま
し
た
は
、
ひ
と
へ
に
、
盲
目
故
と
存
じ
ま
す
る
。
（
以
上
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
一
三
五
’
一
一
一
一
六
頁
）

不
学
の
人
、
知
識
に
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
人
ほ
ど
、
ひ
い
て
は
身
体
機
能
に
障
害
を
持
つ
人
は
な
お
の
こ
と
、
あ
る
が
ま
ま
に

不
生
の
仏
心
を
決
定
す
る
と
い
う
。
こ
の
盤
珪
禅
師
の
説
法
は
、
王
陽
明
が
二
一
一
口
の
も
と
に
銭
心
漁
や
楊
茂
を
開
悟
さ
せ
た
こ
と

と
、
基
底
に
お
い
て
貫
通
す
る
。
反
知
識
主
義
と
で
も
言
お
う
か
。
わ
け
て
も
盤
珪
禅
の
方
が
不
学
の
人
び
と
に
よ
り
一
層
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
の
は
、
女
性
の
入
門
者
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
代
後
半
に
は
、
良
知
心
学
が
道
教
を

巻
き
込
ん
で
一
一
一
教
一
致
心
学
と
し
て
展
開
す
る
が
、
そ
の
場
に
置
い
て
も
女
性
が
心
学
の
信
奉
者
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
極

め
て
稀
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
明
代
社
会
と
十
七
世
紀
の
江
戸
時
代
と
の
、
文
化
構
造
の
相
違
が
両
者
の
差
異
に
投
影
さ
れ
て
い

て
い
る
。

斐
も
な
く
、
死
し
て

御
し
め
し
下
さ
れ
よ
。
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儒
教
心
学
と
し
て
の
陽
明
学
と
禅
心
学
と
し
て
の
不
生
禅
。
こ
の
両
者
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
し
か
し
、

玉
陽
明
と
い
え
盤
珪
禅
師
と
い
え
、
共
に
所
与
と
し
て
の
朱
子
学
に
学
ん
で
、
そ
の
教
学
の
鍵
概
念
を
体
認
す
る
（
芯
か
ら
理
解

す
る
。
納
得
す
る
）
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
は
朱
子
学
に
挫
折
し
た
。
こ
の
挫
折
を
ば
ね
に
し
て
と
こ
と
ん
安
心
の
世

界
を
追
求
し
て
、
玉
陽
明
は
良
知
心
学
を
大
悟
し
、
盤
珪
禅
師
は
仏
心
不
生
禅
を
開
悟
し
た
。
そ
し
て
蹉
跣
し
た
朱
子
学
の
原
論

で
あ
る
「
本
性
は
本
来
完
全
で
あ
る
」
と
い
う
人
間
理
解
を
、
原
耶
と
し
て
徹
底
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
王
陽
明
の
良
知
心
学
と
盤

珪
禅
師
の
不
坐
禅
と
い
う
看
板
の
違
い
を
．
旦
は
取
り
払
っ
て
、
基
底
の
思
惟
構
造
を
み
る
と
、
む
し
ろ
共
通
す
る
も
の
が
太
き

い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

ろ
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
盤
珪
禅
師
の
不
生
禅
が
近
世
期
の
思
想
界
に
投
じ
た
波
紋
に
つ
い
て
は
、
縞
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

六
お
わ
り
に

２１


