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日
本
人
の
伝
統
的
な
死
生
観
は
、
大
き
く
見
る
と
、
二
つ
の
源

泉
を
持
っ
て
い
る
。
―
つ
は
、
日
本
民
族
が
本
来
持
っ
て
い
た
経

験
で
、
こ
れ
は
上
代
の
神
話
と
詩
的
言
語
の
中
に
、
最
初
の
表
現

を
と
っ
た
。
『
古
事
記
』
（
六
七
ニ
ー
七
―
二
）
上
巻
の
伊
邪
那

岐
命
と
伊
邪
那
美
命
の
黄
泉
国
の
話
、
『
万
葉
集
』
（
六
六
―
|

七
三
二
）
が
収
め
る
た
く
さ
ん
の
挽
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
う
一

つ
の
源
泉
は
、
大
陸
伝
来
の
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
欽
明
天
皇
十
三

年
（
五
三
八
）
に
日
本
に
渡
来
し
た
仏
教
は
、
膀
く
べ
き
早
い
速

度
で
日
本
文
化
の
中
に
移
植
さ
れ
た
。
こ
の
源
泉
の
水
は
、
ほ
ぼ

最
澄
（
七
六
四
ー
八
二
二
）
や
空
海
（
七
七
四
ー
八
一
＿
一
五
）
の
出

現
の
頃
ま
で
に
―
つ
の
流
れ
を
形
成
し
、
平
安
仏
教
に
お
い
て
日

本
人
の
死
生
観
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
に
な
る
。
鎌
倉
時
代
の
日

本
仏
教
、
と
り
わ
け
法
然
・
親
鸞
の
浄
土
教
と
道
元
の
禅
仏
教

は
、
こ
の
二
つ
の
源
泉
か
ら
来
た
水
の
合
流
形
態
と
見
る
こ
と
が

日
本
人
の
死
生
観

〔
講
座
講
演
よ
り
〕

日

本

人

死

生

観

ー
悲
哀
の
系
譜
ー
|

の

六
七

で
き
る
だ
ろ
う
。
明
治
に
お
け
る
ョ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
出
逢
い

は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
文
明
に
大
き
な
変
化
を
与
え
た
が
、
死
生
観

と
い
う
精
神
生
活
の
最
も
深
層
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日

で
も
、
こ
の
二
つ
の
源
泉
か
ら
発
す
る
水
を
飲
ん
で
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。

日
本
人
の
原
初
的
な
死
生
観
は
、
『
古
事
記
』
上
巻
の
は
じ
め

の
部
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
は
神
々
の
誕
生
の
記

述
か
ら
は
じ
ま
る
。
神
々
が
相
つ
い
で
生
ま
れ
、
伊
邪
那
岐
、
伊

邪
那
美
の
二
神
が
生
ま
れ
、
こ
の
二
神
が
ま
た
、
多
く
の
島
々
と

神
々
を
生
む
。
そ
れ
は
農
饒
な
生
産
活
動
の
連
続
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
こ
の
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
生
命
の
ド
ラ
マ
の
真
只
中
に
、
一

つ
の
重
大
な
事
件
が
発
生
す
る
。
そ
れ
は
伊
邪
那
美
命
の
死
で
あ

大

峯

顕



日
本
人
の
死
生
観

か

ぐ

っ

ち

の

る
。
彼
女
は
火
の
神
（
火
之
迦
具
土
神
）
を
生
ん
で
火
傷
し
、
そ

れ
が
も
と
で
死
ん
で
し
ま
う
。
老
衰
に
よ
る
死
で
は
な
い
。
出
産

と
い
う
生
命
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
高
潮
の
只
中
に
、
と
つ
ぜ
ん
出
現

し
た
死
で
あ
る
。
日
本
上
代
人
が
、
死
と
い
う
も
の
を
生
と
隣
り

合
せ
の
も
の
と
し
て
感
覚
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
部
分
か
ら
の
古
事
記
の
記
述
は
、
大
体
つ
ぎ
の
と
お
り
で

あ
る
。
伊
邪
那
美
命
を
亡
く
し
た
伊
邪
那
岐
命
は
、
妻
の
亡
骸
の

枕
辺
や
足
の
辺
の
廻
り
を
這
い
ま
わ
っ
て
動
哭
す
る
。
彼
の
流
し

た
多
量
の
涙
の
中
か
ら
泣
沢
女
神
と
い
う
神
が
生
ま
れ
た
。
伊
邪

那
美
命
は
出
雲
の
国
と
伯
伎
の
国
の
堺
の
比
婆
の
山
に
葬
ら
れ

と
つ
か
つ
る
ぎ

る
。
そ
し
て
伊
邪
那
岐
命
は
、
身
に
帯
び
て
い
た
十
拳
剣
と
い
う

太
刀
を
抜
い
て
、
わ
が
子
迦
具
土
神
を
斬
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
る

と
太
刀
の
切
尖
に
つ
い
た
血
が
し
た
た
り
落
ち
て
、
石
折
神
、
根

さ
く
の
か
み
い
わ
づ
つ
の
お
の
か
み

訴
神
、
石
筒
之
男
神
が
生
ま
れ
た
。
太
刀
の
つ
ば
元
に
つ
い
た
血

が
し
た
た
り
落
ち
て
、
攀
事
蒻
攣
‘
鵬
琴
霰
‘
叩
瞬
雷
靡
霰
炉
生

ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
太
刀
の
柄
に
つ
い
た
血
が
指
の
あ
い
だ
か
ら

く

ら

お

か

み

の

か

み

く

ら

み

つ

は

の

か

み

流
れ
落
ち
て
、
闇
激
加
美
神
と
闇
御
津
羽
神
が
生
ま
れ
た
。

死
ん
だ
妻
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と
思
っ
て
、
伊
邪
那
岐
命

は
黄
泉
の
国
ま
で
妻
を
追
い
か
け
て
ゆ
く
。
御
殿
の
閉
ま
っ
た

戸
口
か
ら
伊
邪
那
美
命
が
出
迎
え
た
時
、
彼
は
な
っ
か
し
そ
う

に
、
「
愛
し
い
私
の
妻
よ
、
私
と
お
前
と
が
作
っ
た
国
は
ま
だ
完

成
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
も
う
一
度
還
っ
て
来
て
く
れ
」
と

う
。
す
る
と
伊
邪
那
美
命
は
、
こ
れ
に
答
え
て
言
う
。
「
あ
な
た

が
来
る
の
は
遅
す
ぎ
ま
し
た
。
私
は
も
う
黄
泉
の
国
の
食
物
を
食

べ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
も
う
こ
こ
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
愛
し
い
あ
な
た
が
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
何

と
か
還
り
た
い
と
思
う
の
で
、
黄
泉
の
国
を
支
配
す
る
神
と
談
判

し
て
み
ま
す
。
そ
の
間
、
決
し
て
私
の
姿
を
見
な
い
で
欲
し
い
」
。

そ
う
し
て
伊
邪
那
美
命
は
御
殿
の
奥
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
い

つ
ま
で
た
っ
て
も
出
て
こ
な
い
妻
を
待
ち
か
ね
た
伊
邪
那
岐
命

は
、
髪
に
さ
し
て
い
た
櫛
の
歯
を
折
っ
て
灯
火
に
し
て
、
中
を
の

ぞ
い
て
み
る
と
、
妻
の
体
に
は
姐
が
一
杯
わ
い
て
、
八
つ
の
雷
が

身
体
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
発
生
し
て
い
た
。

ぎ
よ
う
そ
う

妻
の
こ
の
す
さ
ま
じ
い
形
相
を
見
た
伊
邪
那
岐
命
は
、
に
わ
か

に
怖
し
く
な
っ
て
、
黄
泉
の
国
か
ら
逃
げ
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
、

は
じ

女
神
は
「
吾
に
扉
見
せ
つ
」
と
言
っ
て
、
黄
泉
の
国
の
醜
女
に
命

令
し
て
、
伊
邪
那
岐
命
の
後
を
追
わ
せ
る
。
黄
泉
の
国
の
神
々
や

軍
勢
の
追
跡
を
や
っ
と
振
り
切
っ
た
伊
邪
那
岐
命
は
ど
う
や
ら
、

黄
泉
比
良
坂
の
下
ま
で
逃
げ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
う
と
う
妻
の
伊
邪
那
美
命
が
自
分
で
追
い
か
け
て
来
る
。
そ

こ
で
、
伊
邪
那
岐
命
は
千
人
引
き
の
大
石
を
、
黄
泉
比
良
坂
に
引

い
て
き
て
道
を
塞
ぎ
、
そ
の
大
石
を
は
さ
ん
で
伊
邪
那
美
命
と
対

六
八



面
し
、
も
う
お
前
と
は
夫
婦
で
は
な
い
と
宣
言
す
る
。
そ
の
と
き

伊
邪
那
美
命
は
、
「
愛
し
い
あ
な
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の

な
ら
、
私
は
あ
な
た
の
国
の
人
間
を
一
日
に
千
人
絞
め
殺
し
て
し

ま
い
た
い
」
と
言
う
。
す
る
と
伊
邪
那
岐
命
は
、
「
愛
し
い
奏

よ
、
お
前
が
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
な
ら
、
私
は
一
日
に
千
五
百

人
の
子
を
生
ま
せ
よ
う
」
と
言
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
世
で
は
一

日
に
必
ず
千
人
が
死
に
、
必
ら
ず
千
五
百
人
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
伊
邪
那
美
命
の
名
を
「
黄
泉
津
の
大
神
」
と
言

ち

し

き

い
、
伊
邪
那
岐
命
に
追
い
つ
い
た
の
で
、
「
道
敷
の
大
神
」
と
言

う
。
ま
た
、
黄
泉
比
良
坂
を
塞
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
伊
邪
那
美
命
を

ち
が
え
し
の

泉
国
の
国
へ
追
い
か
え
し
た
大
石
の
こ
と
を
「
道
反
大
神
」
と
言

い
、
「
塞
り
坐
す
黄
泉
戸
大
神
」
と
も
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
り
の
中
に
は
、
古
代
日
本
人
が
死
を
受
け
容
れ
た
仕

方
の
原
型
が
う
か
が
え
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
要
の

死
に
さ
い
し
て
の
伊
邪
那
岐
命
の
激
し
い
悲
し
み
で
あ
る
。
霙
の

亡
骸
の
か
た
わ
ら
を
這
い
廻
っ
て
、
彼
は
身
も
世
も
あ
ら
れ
ず
動

哭
し
た
。
沢
の
水
の
よ
う
に
流
れ
出
た
涙
の
中
か
ら
神
が
生
ま
れ

た
。
悲
し
み
の
あ
ま
り
伊
邪
那
岐
命
は
、
思
わ
ず
太
刀
を
ふ
る
っ

て
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
火
の
神
を
殺
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
太

刀
か
ら
し
た
た
っ
た
血
の
中
か
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
神
々
が
生
ま
れ

た
。
こ
こ
に
は
上
代
人
の
天
真
爛
漫
な
悲
し
み
の
心
が
表
現
さ
れ

日
本
人
の
死
生
観

六
九

て
い
る
。
悲
嘆
は
こ
こ
で
は
、
近
代
人
が
そ
う
思
っ
て
い
る
よ
う

な
、
主
観
が
抱
く
心
の
状
態
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
悲

し
み
の
中
に
、
伊
邪
那
岐
命
は
我
を
忘
れ
、
彼
は
悲
し
み
そ
の
も

の
に
な
り
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
悲
し
み
は
こ
こ
で
は
―
つ
の

存
在
で
あ
る
。
天
地
一
杯
の
悲
し
み
、
全
世
界
を
包
む
よ
う
な
悲

し
み
で
あ
る
。
涙
や
血
の
中
か
ら
神
々
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の

は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
伊
邪
那
岐
命
の
悲

嘆
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
彼
の
悲
し
み
は
現
世
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
伊
邪
那
岐
命
は
妻
に
も
う
一
度
会
っ

て
、
妻
を
死
の
国
か
ら
と
り
戻
そ
う
と
し
て
黄
泉
の
国
ま
で
追
い

か
け
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
こ
の
世
の
限
界
線
を
越
え
て
ゆ
こ
う
と
す

る
悲
し
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
深
い
悲
し
み
も
、
崩
壊
し
て
ゆ
く
宴
の

亡
骸
の
物
凄
い
あ
り
さ
ま
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
消
え
て
し
ま

う
。
伊
邪
那
岐
の
悲
し
み
の
情
は
、
死
の
国
を
の
ぞ
き
見
た
生
き

物
の
本
能
と
で
も
言
う
べ
き
恐
怖
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
伊
邪
那
岐
の
命
の
悲
し
み
は
、
つ
い
に
こ
の
世
と
あ
の
世
と

の
限
界
線
を
彼
方
へ
超
え
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
妻
を
と
り
戻

そ
う
と
死
の
国
ま
で
追
い
か
け
て
行
っ
た
伊
邪
那
岐
命
は
、
や
は

り
現
世
へ
逃
げ
か
え
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
伊
邪
那
美
命
の
追

跡
が
は
じ
ま
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
も
う



日
本
人
の
死
生
観

に
、
こ
れ
も
や
は
り
、
伊
邪
那
岐
命
の
悲
し
み
で
あ
ろ
う
。
妻
の

屍
と
と
も
に
黄
泉
の
国
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
分

の
現
身
と
い
う
も
の
に
対
す
る
悲
し
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
分
を

追
跡
し
て
く
る
妻
の
姿
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
古
事
記
の
死
生
観
は
要
す
る
に
、
黄

泉
比
良
坂
に
お
い
て
伊
邪
那
美
命
の
追
跡
を
食
い
と
め
た
大
石

（
黄
泉
戸
大
神
）
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
大
石
を
は
さ
ん
で
、
伊
邪
那
岐
は
伊
邪
那
美
に
向
っ
て
離
別
を

宜
言
し
、
問
答
に
負
け
た
伊
邪
那
美
は
黄
泉
の
国
に
還
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
大
石
は
、
生
と
死
と
を
区
別
す
る
原

理
で
あ
る
。
し
か
も
生
の
側
か
ら
死
を
区
別
す
る
原
理
、
生
の
原

理
で
あ
る
。
こ
の
石
に
よ
っ
て
、
死
の
国
か
ら
生
の
国
へ
来
る
道

は
と
ざ
さ
れ
る
。
伊
邪
那
美
命
は
決
し
て
現
世
へ
還
っ
て
く
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
伊
邪
那
岐
は
悲
し
み
に
よ

っ
て
、
い
っ
た
ん
現
世
か
ら
黄
泉
の
国
へ
行
っ
た
。
し
か
し
彼

ほ
、
生
と
死
と
の
限
界
線
を
死
の
国
へ
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
限
界
線
を
彼
方
へ
突
破
す
る
と
は
、
死
か
ら
生
へ
来
る
道
を

開
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
は
大
石
を
置
い
て
、
か
え
っ
て

こ
の
よ
う
な
道
を
塞
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
か
ら
死
へ

ゆ
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
逆
に
死
か
ら
生
へ
来
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
死
は
生
の
す
ぐ
真
近
に
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
れ
自

身
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
遠
い
の
で
あ
る
。
生
と
死
と
の
対
立
を

超
え
る
よ
う
な
思
想
は
、
古
事
記
の
中
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
生

に
不
可
避
な
死
を
積
極
的
に
受
け
い
れ
る
見
地
は
ま
だ
な
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

宣
長
も
古
事
記
の
思
想
が
、
こ
の
よ
う
な
生
死
の
対
立
の
立
場

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
黄
泉
比
良
坂
で
伊
邪
那
岐
命
に
む

い

ま

し

ち

が

し

ら

く

び

か
っ
て
「
汝
の
国
の
人
草
、
一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
ん
」
と
言
っ

た
伊
邪
那
美
命
の
こ
と
ば
を
宣
長
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
注
解
し
て
い

る
。
「
汝
の
国
と
は
こ
の
現
し
国
を
さ
す
な
り
。
そ
も
そ
も
自
ら

生
み
成
し
給
へ
る
国
を
し
も
、
か
く
紺
げ
に
犀
戸
。
生
死
の
隔
り

か

な

み

こ

と

を
思
へ
ば
い
と
も
悲
哀
し
き
御
言
に
ざ
り
け
り
」
。
生
の
国
と
死

の
国
と
の
間
に
は
、
不
透
明
な
黄
泉
戸
大
神
と
い
う
石
が
あ
る
。

死
と
い
う
も
の
が
あ
る
現
世
は
悲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
っ
た

ん
死
の
国
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
者
を
と
り
も
ど
す
術
は
永
久
に
な

い
。
そ
の
こ
と
を
正
直
に
の
べ
た
黄
泉
国
の
神
話
は
悲
し
い
物
語

り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
上
代
人
は
死
者
の
国
を
ど
こ
に
楷
想
し
た
の
か
。
そ

れ
を
知
る
た
め
に
は
万
葉
集
の
挽
歌
を
見
れ
ば
よ
い
。

も

み

じ

ま

ど

秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
迷
は
せ
る

い

も

や

ま

じ

妹
を
求
め
む
山
道
知
ら
ず
も

〔
巻
ニ
・
ニ

0
八〕

七
〇



楽
浪
の
志
賀
津
の
子
ら
が
罷
道
の

川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も

こ
れ
は
吉
備
采
女
が
死
ん
だ
と
き
の
人
麿
の
歌
で
あ
る
。
近
江

の
大
津
の
あ
た
り
で
死
ん
だ
吉
備
の
国
の
采
女
を
葬
送
し
て
、
川

瀬
に
沿
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。
「
罷
道
」
と
は
、
こ
の
世
を
去

っ
て
黄
泉
の
国
へ
行
く
道
で
あ
る
。
黄
泉
の
国
そ
の
も
の
は
目
に

見
え
な
い
が
、
そ
こ
へ
通
じ
る
道
は
、
川
瀬
の
と
ど
ろ
き
や
白
波

の
中
に
惑
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
黄
泉
の
国
は
や
は
り

こ
の
世
と
連
続
し
て
い
る
。

日
本
人
の
死
生
観

〔
巻
ニ
・
ニ
―
八
〕

妻
が
死
ん
だ
と
き
、
泣
血
哀
慟
し
て
作
っ
た
柿
本
人
麿
の
歌
で

あ
る
。
死
ん
だ
妻
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
秋
の
山
を

染
め
た
黄
葉
の
し
げ
み
の
奥
の
奥
へ
迷
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の

だ
。
そ
の
妻
を
尋
ね
探
そ
う
と
し
て
も
、
ど
の
道
を
行
っ
た
ら
よ

い
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
妻
が
行
っ
た
死

の
国
は
、
現
世
と
ま
っ
た
く
別
な
天
国
と
か
他
界
で
は
な
い
。
そ

れ
は
こ
の
現
世
の
中
に
あ
る
ど
こ
か
別
な
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
へ
行
く
道
は
見
つ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
現
世
と
地

つ
づ
き
の
場
所
な
の
で
あ
る
。

大
津
皇
子
を
二
上
山
の
山
頂
の
墓
に
葬
っ
た
と
き
の
大
来
皇
女

の
歌
で
あ
る
。
二
上
山
の
あ
の
姿
こ
そ
、
死
ん
だ
弟
の
似
姿
だ
と

言
っ
て
い
る
。
永
遠
を
超
越
的
な
他
界
と
か
こ
の
世
の
彼
岸
に
移

す
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
世
で
な
い
と
こ
ろ

に
置
く
の
で
あ
る
。
二
上
山
は
死
者
が
こ
の
世
に
遣
し
た
永
遠
の

痕
跡
な
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
二
首
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
万
葉
人
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
、
死
と
は
こ
の
世
を

去
り
、
こ
の
世
か
ら
隠
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
死
と
は
「
雲
隠
る
」

こ
と
で
あ
る
。
死
者
は
消
え
て
無
に
な
る
の
で
も
、
何
か
別
な
或

る
も
の
に
変
ず
る
の
で
も
な
い
。
死
は
現
世
の
視
線
か
ら
見
え
な

攣
瞬
贔
が
山
の
瞬
声
立
て

隠
り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ

山
吹
の
立
ち
よ
そ
ひ
た
る
山
清
水

汲
み
に
行
か
め
ど
道
の
知
ら
な
く

わ
れ

現
身
の
人
な
る
吾
や
明
日
よ
り
ほ

ふ
た
が
み
や
ま
い
ろ
せ

二
上
山
を
弟
背
と
吾
が
見
む

七
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最
初
の
仏
教
は
、
黄
泉
の
国
の
暗
さ
を
光
明
の
世
界
を
も
っ
て

置
き
か
え
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
。
推
古
時
代
の
仏
教
は
、
平

安
や
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
展
開
し
た
よ
う
な
空
の
論
理
や
解
脱
の

行
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
隆
寺
の
堂
塔
や
夢
殿
観
音
、
百
済
観

音
、
中
宮
寺
観
音
、
そ
し
て
釈
迦
や
薬
師
の
仏
像
で
あ
っ
た
。
個

II 
日
本
人
の
死
生
観

く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
死
者
が
行
く
と
い
う
黄
泉
の
国
と

は
、
ど
う
い
う
国
で
あ
ろ
う
か
。
黄
泉
の
国
か
ら
還
っ
て
き
た
伊

邪
那
岐
命
は
、
「
吾
は
稼
き
国
に
到
り
て
あ
り
け
り
」
と
言
っ

て
、
河
原
の
水
で
身
体
の
楔
を
し
て
い
る
。
本
居
宣
長
も
古
事
記

の
考
え
に
従
っ
て
書
い
て
い
る
。
「
さ
て
其
よ
み
の
国
は
、
き
た

な
く
悪
し
き
所
に
候
へ
共
、
死
ぬ
れ
ば
必
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事

に
候
故
に
、
此
世
に
死
ぬ
る
ほ
ど
か
な
し
き
事
は
候
は
ぬ
也
」

（
「
鈴
屋
答
間
録
」
）
。
上
代
人
は
、
死
の
国
が
良
い
所
か
悪
い
と

こ
ろ
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
判
断
停
止
を
せ
ず
に
、
悪
い
所
と

考
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
悪

し
き
所
と
し
て
の
死
の
国
は
、
死
に
面
し
て
の
悲
し
み
の
情
が
彼

方
に
投
射
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
死
が
あ
ま
り
に
悲
し
い
が
ゆ

え
に
、
死
者
の
国
は
き
た
な
く
悪
し
き
世
界
と
思
わ
れ
た
の
で
あ

る。

人
の
解
脱
の
道
と
し
て
で
な
く
、
崇
拝
の
対
象
と
し
て
仏
教
は
ま

ず
日
本
人
の
心
の
中
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
死
者
の
行

く
先
が
、
「
き
た
な
く
悪
し
き
と
こ
ろ
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
現
存

在
の
悲
哀
が
癒
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
死
の
悲
し
み

を
本
当
に
超
え
う
る
道
は
、
死
の
な
い
国
を
信
ず
る
以
外
に
は
な

い
。
最
初
の
仏
教
は
、
こ
の
よ
う
な
死
の
な
い
国
を
保
証
す
る
思

想
で
あ
っ
た
。
死
の
国
で
は
な
く
、
死
を
超
え
た
世
界
、
生
死
の

彼
岸
と
い
う
新
し
い
考
え
方
が
こ
こ
に
は
じ
ま
る
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
超
越
や
彼
岸
は
、
さ
し
あ
た
り
死
後
の
世
界
と
し
て
の
み

理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
死
者
は
死
の
な
い
国
に
ゆ
く
。
そ
の
国

は
黄
泉
の
国
と
ち
が
っ
て
、
仏
た
ち
の
い
ま
す
光
明
世
界
、
天
寿

国
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
は
、

寺
院
に
安
置
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
仏
像
で
あ
る
。
現
存
在
の
不
安

と
悲
哀
は
こ
の
よ
う
な
死
後
の
仏
国
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

克
服
さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
古
事
記
や
万
葉
集
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
新
し
い
世
界
経
験
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
死
後
の
仏
国
は
、
現
世
で
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
の
彼
岸
、
現
世
か
ら
の
超
越
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
別
な
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
の
種
の
彼
岸
は
な
お
、

現
世
と
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
聖
徳
太
子
の
死

後
、
推
古
天
皇
が
采
女
た
ち
に
手
伝
わ
せ
て
作
っ
た
と
い
わ
れ
る

七



天
寿
国
曼
荼
羅
繍
帳
の
太
子
往
生
の
姿
の
想
像
は
、
そ
う
い
う
彼

岸
と
い
う
も
の
の
性
格
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
視
覚
的
に
表
現

さ
れ
う
る
彼
岸
は
、
要
す
る
に
現
世
の
理
想
に
す
ぎ
な
い
。
天
寿

国
と
は
、
高
揚
さ
れ
、
純
化
さ
れ
た
現
世
と
し
て
一
般
に
は
理
解

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
人
本
来
の
強
い
現
世
主
義
に
由

来
す
る
。
天
寿
国
繍
帳
の
銘
文
に
あ
る
「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是

真
」
と
い
う
聖
徳
太
子
の
思
想
は
、
一
般
に
は
な
お
孤
独
で
あ
っ

た
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
人
が
は
じ
め
て
、
現
世
を
超
越
し
た
彼
岸
の
世
界
と
接
触

し
た
の
は
、
源
信
（
九
四
ニ
ー
一
〇
一
七
）
の
浄
土
教
に
お
い
て

で
あ
る
。
極
楽
往
生
の
理
論
と
実
践
を
組
織
的
に
説
い
た
源
信
の

主
著
『
往
生
要
集
』
（
九
八
五
）
に
よ
っ
て
、
日
本
浄
土
教
の
基

礎
が
お
か
れ
、
こ
の
思
想
は
日
本
人
の
心
情
を
染
め
る
新
し
い
色

調
と
な
っ
た
。

『
往
生
要
集
』
の
根
本
思
想
を
言
え
ば
、
「
厭
離
稼
土
、
欣
求

じ
よ
う
ど

浄
土
」
で
あ
る
。
い
っ
た
い
「
古
事
記
」
や
推
古
時
代
の
仏
教
理

解
に
お
い
て
は
、
現
世
と
彼
岸
と
の
あ
い
だ
に
、
本
当
の
非
連
続

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
世
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
思
想
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
死
は
現
存
在
の
不
可
避
な
運
命
と
し
て
感
じ
ら

れ
て
は
い
た
が
、
現
世
そ
の
も
の
が
汚
れ
た
悪
い
世
界
だ
と
い
う

考
え
方
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
黄
泉
の
国
の
方
こ
そ
、
き

日
本
人
の
死
生
観

七

た
な
く
悪
い
世
界
で
あ
っ
た
。
推
古
時
代
の
仏
教
は
、
黄
泉
の
国

に
代
っ
て
仏
の
国
を
定
立
し
た
が
、
そ
の
仏
国
は
い
わ
ば
純
化
さ

れ
、
理
想
化
さ
れ
た
現
世
に
す
ぎ
な
い
。
聖
徳
太
子
の
「
世
界
虚

仮
唯
仏
是
真
」
と
い
う
現
世
否
定
の
自
覚
は
、
ま
だ
民
衆
の
思
想

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
源
信
に
お
い
て
、
現
世
は

「
稼
土
」
と
な
る
。
こ
の
世
は
永
く
と
ど
ま
る
べ
き
場
所
で
は
な

い
。
か
つ
て
は
斎
泉
の
国
が
汚
れ
た
所
で
あ
っ
た
が
、
今
や
こ
の

世
が
汚
れ
た
所
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
汚
れ
た
こ
の
世

は
そ
の
ま
ま
、
地
獄
の
苦
し
み
に
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
往
生
要
集
』
は
八
つ
の
地
獄
の
お
そ
ろ
し
い
有
様
を
こ
く
め
い

に
描
い
て
、
こ
の
世
の
厭
離
す
べ
き
ゆ
え
ん
を
説
い
て
い
る
。
煩

悩
と
罪
業
に
汚
れ
た
こ
の
世
へ
の
執
着
を
捨
て
て
、
浄
土
往
生
を

願
う
べ
き
で
あ
る
。
仏
の
慈
悲
に
す
が
る
念
仏
に
よ
っ
て
の
み
浄

土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
浄
土
は
は
っ
き
り
と

他
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
現
世
と
地
つ
づ
き
で
は
な
い
。

黄
泉
の
国
は
す
べ
て
の
死
者
が
行
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
善
人

も
悪
人
も
ひ
と
し
く
そ
こ
へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
世
界
と
さ
れ
た
。

浄
土
は
そ
う
で
は
な
い
。
仏
を
信
じ
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏

の
来
迎
に
あ
ず
か
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
決
し
て
浄
土
へ
行
く
こ

と
は
で
き
な
い
。
西
方
十
万
億
土
と
し
て
の
遠
い
彼
岸
、
現
世
と

絶
対
の
非
連
続
で
あ
る
よ
う
な
他
界
の
思
想
が
、
こ
こ
に
成
立
す



日
本
人
の
死
生
観

る
。
こ
れ
は
現
世
の
地
平
を
死
後
に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
日
本
人

の
伝
統
的
な
意
識
の
流
れ
に
、
は
じ
め
て
切
断
を
入
れ
た
思
想
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
意
識
の
流
れ
は
―
つ
の
逆
流
を
つ
く
る
。

死
後
に
想
定
さ
れ
て
い
た
汚
れ
た
悪
い
世
界
の
代
り
に
、
光
明
に

充
ち
た
明
る
い
極
楽
世
界
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
に
は
も
ち
ろ
ん
一
方
で
は
、
呪
術
的
信
仰
や
加
持
祈

諸
と
し
て
の
密
教
が
、
日
本
人
の
現
世
主
義
を
さ
さ
え
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
怨
霊
や
悪
霊
の
調
伏
を
は
じ
め
と
し

て
、
実
生
活
で
も
種
々
の
現
世
祈
薦
が
、
仏
教
の
名
で
お
こ
な
わ

れ
た
。
し
か
し
他
方
で
は
、
こ
の
種
の
現
世
主
義
の
限
界
に
対
す

る
意
識
が
目
ざ
め
る
と
共
に
、
源
信
の
浄
土
往
生
の
思
想
は
、
し

だ
い
に
人
々
の
心
を
捉
え
は
じ
め
る
。
藤
原
道
長
の
場
合
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
彼
は
寛
弘
元
年

(
1
0
0四
）
に
病
気
に
な
っ

て
、
源
信
の
と
こ
ろ
へ
使
い
を
出
し
、
寛
弘
二
年

(
1
0
0五）

に
は
藤
原
行
成
に
『
往
生
要
集
』
を
書
き
写
さ
せ
た
。
そ
し
て
い

よ
い
よ
死
が
近
づ
く
と
、
す
べ
て
の
加
持
祈
躊
を
し
り
ぞ
け
て
、

極
楽
往
生
を
願
う
念
仏
だ
け
に
専
念
し
て
い
る
。
「
栄
華
物
語
」

に
よ
れ
ば
、
臨
終
の
道
長
は
、
立
て
ま
わ
し
た
屏
風
の
西
側
を
あ

け
て
、
九
体
の
阿
弥
陀
仏
を
安
置
し
、
頭
を
北
に
西
方
に
向
い
、

釈
尊
入
滅
の
姿
勢
で
臥
し
た
。
そ
し
て
手
に
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
引

い
た
五
色
の
糸
を
と
っ
て
、
ひ
た
す
ら
称
名
念
仏
し
た
。
こ
れ
は

『
往
生
要
集
』
に
述
べ
ら
れ
た
臨
終
の
儀
式
に
従
っ
た
の
で
あ

る
。
源
信
と
な
ら
ん
で
空
也
も
ま
た
、
念
仏
思
想
の
流
布
に
大
き

よ
し
し
げ
や
す
た
ね

な
力
が
あ
っ
た
。
ほ
ぽ
同
じ
頃
の
慶
滋
保
胤
は
、
官
を
捨
て
て
僧

と
な
っ
た
人
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
に
お

い
て
、
極
楽
往
生
を
と
げ
た
四
十
五
人
の
伝
記
を
記
し
て
い
る
。

得
度
し
て
寂
心
と
号
し
た
保
胤
は
、
横
川
で
修
行
し
、
源
信
と
も

交
渉
が
あ
っ
た
。
道
長
も
彼
か
ら
受
戒
し
た
こ
と
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
源
信
の
浄
土
教
の
特
色
は
、
何
よ
り
も
臨
終
往
生
も

し
く
は
来
迎
往
生
の
強
調
に
あ
る
。
人
間
が
こ
の
世
の
命
を
終
る

と
き
、
正
念
に
住
し
て
、
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
、
そ
の
名

を
称
す
る
こ
と
が
往
生
の
決
定
的
な
条
件
で
あ
る
。
人
生
の
一
大

事
は
、
実
に
臨
終
の
瞬
間
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
む

ろ
ん
源
信
そ
の
人
は
、
こ
の
臨
終
の
大
事
を
平
生
（
現
在
）
に
引

き
寄
せ
て
生
き
た
で
あ
ろ
う
。
一
瞬
一
瞬
が
臨
終
で
あ
る
よ
う
に

生
き
る
こ
と
が
、
彼
の
教
え
の
精
神
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
一
般
に
は
、
そ
の
教
え
は
反
対
に
、
平
生
を
臨
終
と
い
う

未
来
に
押
し
や
る
よ
う
な
形
で
受
け
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
往
生

が
死
の
瞬
間
に
決
ま
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
き
て
い
る
間
は

往
生
は
不
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
極
楽
浄
土
は
、
あ
く
ま
で
も
遠

い
未
来
の
国
と
な
る
。
浄
土
は
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、

は
る
か
に
思
い
や
る
と
こ
ろ
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
悲
し
く
不
幸

七
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日
本
浄
土
教
に
お
け
る
最
初
の
転
回
は
、
法
然
(
―
ニ
―
一
三
ー

―
二
ご
一
）
の
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
い
て
起
っ
た
。
こ

の
転
回
に
と
っ
て
の
事
件
は
、
承
安
五
年
(
-
―
七
五
）
、
四
十

三
歳
の
法
然
が
経
験
し
た
宗
教
的
回
心
で
あ
る
。
こ
の
と
き
法
然

は
、
唐
の
浄
土
教
家
善
導
の
「
観
経
疏
」
の
つ
ぎ
の
一
節
を
読
ん

で
、
永
年
の
疑
問
が
一
ぺ
ん
に
氷
解
す
る
経
験
を
し
た
。

も

は

く

「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
、
行
住
坐
臥
、
時
節
の
久

ご

ん

し

よ

う

じ

よ

う

ご

う

近
を
問
わ
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
も
の
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と

名
づ
く
、
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
。
」

称
名
念
仏
す
る
こ
と
と
往
生
決
定
と
の
間
に
あ
る
ほ
ん
の
わ
ず

日
本
人
の
死
生
観

皿

な
意
識
で
あ
る
。
源
信
の
浄
土
教
は
、
こ
の
よ
う
な
不
幸
な
意
識

に
と
も
な
わ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
紙
』
に
は
、

し
き
り
に
「
極
楽
」
「
仏
の
御
国
」
「
浄
土
」
と
い
う
語
が
出
て

く
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
世
の
美
の
理
想
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
言

葉
で
あ
る
。
「
極
楽
お
も
ひ
や
ら
れ
は
べ
る
」
「
生
け
る
仏
の
御

国
と
お
ほ
ゆ
」
と
か
い
う
表
現
は
、
浄
土
を
現
在
に
所
有
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
不
幸
な
意
識
の
産
物
で
あ
る
。
源
信
の
浄
土
は
ま

だ
現
存
在
の
悲
し
み
を
吸
収
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
黄
泉

の
国
の
暗
い
幻
影
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

七
五

そ
れ

か
な
ギ
ャ
ッ
プ
に
、
法
然
は
永
い
あ
い
だ
苦
し
ん
で
い
た
。

は
あ
た
か
も
、
夢
が
薄
紙
一
枚
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
へ
だ
て
て
醒
め
な

い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
称
名
念
仏
を
自
力
の
行
と
考
え

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
善
尊
の
「
観
経
疏
」
は
、
は
っ

き
り
と
記
し
て
い
る
。
「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
。
弥

陀
の
名
号
を
称
す
る
行
が
往
生
浄
土
の
確
実
な
保
証
で
あ
り
う
る

の
は
、
そ
れ
が
人
間
か
ら
発
す
る
自
力
の
行
で
は
な
く
、
か
え
っ

て
こ
の
よ
う
な
自
力
を
捨
て
て
、
仏
の
願
い
に
従
う
行
だ
か
ら
で

あ
る
。
浄
土
へ
の
道
は
、
こ
ち
ら
か
ら
で
は
な
く
、
彼
方
か
ら
前

も
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
。
称
名
念
仏
と
は
、
ま
さ
し
く
仏
の
方

か
ら
さ
し
向
け
ら
れ
た
他
力
の
逍
を
た
ど
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
念
仏
が
正
定
の
業
（
往
生
決
定
の
道
）
で
あ
る
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
然
に
お
い
て
は
、
称
名
念
仏
以
外
の
一

切
の
行
は
雑
行
と
し
て
捨
て
ら
れ
る
。
そ
れ
が
選
択
本
願
念
仏
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
法
然
は
、
源
信
が
説
い
た
遠
い
浄
土
を
現
世
に
近
づ

け
た
と
い
っ
て
よ
い
。
浄
土
と
は
現
世
に
彼
方
か
ら
無
限
に
接
近

し
て
く
る
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
念
仏
を
観
想
ま
た
は
観
念
の

一
っ
と
考
え
た
源
信
と
、
念
仏
か
ら
す
べ
て
の
観
想
的
要
素
を
と

り
の
ぞ
い
て
、
念
仏
を
仏
の
名
を
口
で
称
え
る
称
名
に
ま
で
純
化

し
た
法
然
と
の
ち
が
い
が
あ
る
。
称
名
の
み
が
浄
土
へ
の
道
で
あ



日
本
人
の
死
生
観

る
。
し
か
し
そ
の
法
然
に
お
い
て
す
ら
な
お
、
浄
土
と
現
世
と
の

間
の
か
す
か
な
距
離
が
の
こ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
源

信
の
浄
土
の
遠
さ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
近
さ
そ
の
も
の
の
持
つ
遠

さ
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
近
さ
の
遠
さ
を

克
服
す
る
仕
事
は
、
鎌
倉
仏
教
の
天
才
た
ち
に
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
法
然
の
浄
土
思
想
が
実
際
に
理
解
さ
れ
た
仕
方
の
一
例
と
し

て
『
平
家
物
語
』
(
―
ニ
ニ

0
以
前
）
の
つ
ぎ
の
文
章
を
あ
げ
て

お
こ
う
。
「
夕
日
の
か
げ
の
西
の
山
の
は
に
か
く
る
る
を
み
て

も
、
日
の
入
り
給
ふ
所
は
西
方
浄
土
に
て
あ
ん
な
り
。
い
つ
か
わ

れ
ら
も
か
し
こ
に
生
ま
れ
て
、
物
を
思
は
で
過
ぐ
さ
む
ず
ら
ん

と
、
か
か
る
に
つ
け
て
も
過
ぎ
に
し
か
た
の
う
き
事
共
思
ひ
つ
づ

け
て
、
唯
つ
き
せ
ぬ
物
は
涙
な
り
」
。
こ
こ
に
も
や
は
り
不
幸
な

意
識
の
痕
跡
が
あ
る
。

し
か
る
に
、
鎌
倉
仏
教
の
親
鸞
(
-
―
七
三
I

―
二
六
二
）
や

道
元
(
―
二

0
0
_
―
二
五
一
―
-
）
に
い
た
っ
て
、
こ
の
不
幸
な
意

識
は
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
親
鷲
の
つ
ぎ
の
文
章
（
『
末
灯

紗
』
第
一
書
簡
）
は
、
源
信
以
来
の
悲
し
い
浄
土
教
に
対
す
る
批

判
で
あ
る
。

蜘
事
已
祖
五
呈
つ
に
あ
り
。
自
力
の
行
者
な
る
が
ゆ
え

に
。
臨
終
と
い
う
こ
と
は
諸
行
往
生
の
ひ
と
に
い
う
べ
し
。
い
ま

だ
真
実
の
信
心
を
え
ざ
る
が
ゆ
え
な
り
。
ま
た
、
十
悪
五
逆
の
罪

人
の
は
じ
め
て
善
知
識
に
お
う
て
、
す
す
め
ら
る
る
と
き
に
い
う

せ

つ

し

ゅ

ふ

し

や

し

よ

う

こ
と
ば
な
り
。
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
え
に
、
正

定
豪
の
く
ら
い
に
住
す
。
こ
の
ゆ
え
に
、
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、

来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
往
生
ま
た
さ
だ

ま
る
な
り
。
来
迎
の
儀
式
を
ま
た
ず
」
。

親
鶯
に
よ
れ
ば
、
臨
終
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
待
ち
の
ぞ
む
ょ

う
な
人
は
、
実
は
ま
だ
本
当
に
仏
を
信
じ
て
い
な
い
人
で
あ
る
。

念
仏
は
し
て
い
る
け
れ
ど
、
心
の
ど
こ
か
に
念
仏
を
し
て
い
る
自

分
の
力
と
い
う
も
の
を
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
「
他
力

の
な
か
の
自
力
」
で
あ
る
。
こ
の
自
力
へ
の
信
の
ゆ
え
に
、
そ
の

人
と
浄
土
と
の
間
に
は
ど
う
し
て
も
超
え
ら
れ
な
い
一
線
が
の
こ

る
。
彼
の
自
力
が
浄
土
を
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
こ
の
自
力
を
捨
て
て
、
真
に
仏
の
力
を
信
ず
る
人
は
、
そ
の

信
の
瞬
間
に
仏
の
中
に
摂
取
さ
れ
て
捨
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

そ
れ
が
「
正
定
緊
の
く
ら
い
に
住
す
」
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と

き
彼
は
、
煩
悩
の
肉
体
を
も
っ
た
ま
ま
で
、
そ
の
心
は
仏
と
ひ
と

し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
力
の
信
者
に
は
、
も
は
や
来
迎
を
待
っ
必

要
は
な
く
な
る
。
浄
土
は
遠
い
未
来
で
は
な
く
、
信
者
の
平
生
の

現
在
に
す
で
に
到
来
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
末
灯
紗
』
の
第

三
書
簡
の
末
尾
に
親
鷲
は
こ
の
思
想
を
書
き
し
る
し
て
い
る
。

「
光
明
寺
の
和
尚
の
『
般
舟
讃
』
に
は
、
信
心
の
ひ
と
は
そ
の
心

七
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こ

す
で
に
浄
土
に
居
す
と
釈
し
た
ま
え
り
。
居
す
と
い
ふ
は
、
浄
土

に
、
信
心
の
ひ
と
の
こ
こ
ろ
つ
ね
に
ゐ
た
り
、
と
い
う
こ
こ
ろ
な

り
。
こ
れ
は
、
信
心
の
ひ
と
は
如
来
と
ひ
と
し
と
申
す
こ
こ
ろ
な

゜

り」
こ
こ
に
は
鎌
倉
時
代
の
仏
教
が
は
じ
め
て
、
日
本
語
で
表
現
し

た
大
乗
仏
教
の
根
本
見
地
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
生
死

即
涅
槃
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
思
想
で
あ
り
、
親
鶯
は
こ
れ
を
道

元
と
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
元
は
言
う
。
「
こ
の
生
死
は

す
な
は
ち
仏
の
御
い
の
ち
な
り
」
。
「
た
だ
生
死
す
な
は
ち
涅
槃

と
こ
こ
ろ
え
て
、
生
死
と
し
て
い
と
ふ
べ
き
も
な
く
涅
槃
と
し
て

ね
が
ふ
べ
き
も
な
し
」
（
『
正
法
眼
蔵
』
）
。
同
じ
事
態
を
親
鶯
は

わ
く
ぜ
ん

つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
惑
染
の
凡
夫
、
信
心
を
発
す

れ
ば
、
生
死
即
涅
槃
と
証
知
せ
し
め
ら
る
」
。
「
能
く
一
念
喜
愛

し
ん

の
心
を
発
す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
（
『
正

信
傷
』
）
。
こ
れ
ら
の
天
才
た
ち
の
言
語
の
な
か
で
、
仏
教
伝
来
以

来
つ
づ
い
て
き
た
「
不
幸
な
意
識
」
は
克
服
さ
れ
て
い
る
。
浄
土

や
涅
槃
は
死
後
の
未
来
で
は
な
く
、
信
者
の
今
•
こ
こ
に
到
来
し

て
、
現
生
そ
の
も
の
の
中
に
は
た
ら
く
動
力
と
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
永
遠
は
空
想
や
期
待
で
は
な
い
。
永
遠
が
現
在
の
経
験
と
な

っ
た
も
の
が
、
道
元
や
親
鸞
の
日
本
仏
教
で
あ
る
。
日
本
民
族
固

有
の
現
世
主
義
は
、
こ
れ
ら
の
仏
教
を
通
っ
て
、
深
め
ら
れ
、
面

日
本
人
の
死
生
観

こ
の
こ
と
は
と
く
に
親
鶯
の
思
想
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
道
元
の
禅
宗
に
見
ら
れ
な
い
日
本
的
心
情
の
発
展

が
、
親
需
の
浄
土
教
に
見
出
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
一

言
で
い
う
と
、
悲
哀
の
情
の
深
層
化
で
あ
る
。
伊
邪
那
美
命
の
死

に
動
哭
し
た
伊
邪
那
岐
命
の
涙
は
、
日
本
精
神
史
の
深
層
を
流
れ

て
、
親
鶯
の
絶
対
他
力
の
思
想
に
お
い
て
―
つ
の
転
生
を
と
げ
た

よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
居
宣
長
の
『
鈴
屋
答
問

録
』
（
一
七
七
八
）
の
思
想
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
宣
長
は
こ
の

著
の
中
で
、
『
古
事
記
』
の
死
生
観
に
立
っ
て
、
一
つ
の
仏
教
批

判
を
試
み
て
い
る
。
宣
長
は
書
く
。
「
神
道
の
安
心
は
、
人
は
死

候
へ
ば
善
人
も
悪
人
も
お
し
な
べ
て
、
皆
よ
み
の
国
へ
ゆ
く
こ
と

に
候
。
…
…
た
だ
死
ぬ
れ
ば
、
よ
み
の
国
へ
行
く
物
と
の
み
思
ひ

て
、
悲
む
よ
り
外
の
心
な
く
、
こ
れ
を
疑
ふ
人
も
候
は
ず
、
そ
の

理
窟
を
考
へ
る
人
も
候
は
ざ
り
し
也
。
さ
て
其
よ
み
の
国
は
、
き

た
な
く
あ
し
き
所
に
候
へ
ど
も
、
死
ぬ
れ
ば
必
ず
ゆ
か
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
に
候
故
に
、
此
世
に
死
す
る
程
悲
し
き
こ
と
は
候
は
ぬ

也」。す
べ
て
の
死
者
は
黄
泉
の
国
へ
ゆ
く
。
し
か
し
そ
の
黄
泉
の
国

と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
無
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。

目
を
一
新
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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死
後
の
世
界
は
無
い
と
い
う
に
等
し
い
。
死
後
の
世
界
に
つ
い
て

の
す
べ
て
の
幻
想
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。
現
存
在
の
運
命
を
あ
る

が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
道
は
、
た
だ
悲
し
み
し
か
な
い
。
死
者
は

悲
し
み
と
い
う
も
の
の
中
へ
去
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
宜
長
は
古

事
記
の
精
神
を
正
し
く
捉
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
宜

長
は
こ
こ
か
ら
、
儒
教
や
仏
教
を
批
判
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
儒

教
や
仏
教
は
、
死
を
悲
し
む
現
実
を
直
視
し
な
い
で
、
こ
れ
を
何

か
別
な
も
の
に
変
え
よ
う
と
す
る
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。
宣
長
は

言
う
。
「
し
か
る
に
、
儒
や
仏
は
さ
ば
か
り
至
っ
て
か
な
し
き
こ

と
、
か
な
し
む
ま
じ
き
こ
と
の
や
う
に
、
色
々
と
理
窟
を
ま
を
す

は
、
真
実
の
道
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
明
ら
け
く
候
な
り
」
。

し
か
し
親
鶯
の
浄
土
真
宗
に
対
し
て
は
、
宣
長
の
こ
の
批
判
は

当
ら
な
い
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
親

鶯
の
絶
対
他
力
の
思
想
は
、
死
を
嘆
き
悲
し
む
こ
と
し
か
知
ら
な

い
現
実
の
人
間
（
凡
夫
）
を
直
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
『
口
伝
紗
』
の
中
で
親
鶯
は
、
死
を
悲
し
む
こ
と
が
凡
夫
の

あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
い
か
の
よ
う
な
振
る
ま
い

は
、
す
べ
て
虚
仮
だ
と
言
っ
て
い
る
。
た
と
い
浄
土
の
再
会
を
深

く
信
じ
て
い
て
も
、
こ
の
世
の
死
別
の
悲
し
み
は
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
し
か
し
仏
の
慈
悲
は
、
実
に
こ
の
よ
う
な
愚
か
な

凡
夫
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。
「
を
ろ
か
に
つ
た
な
げ
に
し
て

な
げ
き
か
な
し
む
こ
と
他
力
往
生
の
機
に
相
応
た
る
べ
し
」
。
そ

れ
ゆ
え
親
鸞
の
立
場
は
、
ま
さ
し
く
悲
し
み
の
立
場
の
徹
底
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
。
彼
は
源
信
の
よ
う
に
、
美
し
い
未
来
の
浄

土
の
幻
想
を
説
か
な
か
っ
た
。
罪
悪
深
重
の
凡
夫
の
行
く
先
は
地

獄
し
か
な
い
。
お
先
ま
っ
く
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
現
実
で
あ
る
。
未

来
は
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
だ
か
ら
と
い
う
慰
め
は
、
わ
れ
わ
れ
の

こ
の
絶
望
的
な
現
実
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
現
存
在
の

真
相
は
た
だ
悲
し
み
の
情
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
思
想
に

お
い
て
、
宣
長
と
親
鶯
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
両
者
は
ど
こ
が
違
う
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

悲
し
み
の
次
元
の
相
違
で
あ
る
。
宣
長
は
死
ね
ば
黄
泉
の
国
へ

ゆ
く
他
な
い
人
間
存
在
を
悲
し
ん
で
い
る
。
死
ん
で
ゆ
く
自
分
を

自
分
が
悲
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
い
う
悲
し

み
は
ま
だ
自
我
の
意
識
の
中
で
の
も
の
で
あ
る
。
悲
し
み
は
自
我

の
枠
、
ニ
ゴ
イ
ズ
ム
の
外
へ
あ
ふ
れ
出
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
ま

だ
、
小
さ
な
自
分
の
悲
し
み
、
小
悲
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
親
鷲
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
ニ
ゴ
イ
ズ
ム
を
離
れ

る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
の
現
実
へ
の
悲
し
み
が
あ
る
。
死
ぬ
こ

と
を
悲
し
む
自
己
へ
の
悲
し
み
で
あ
る
。
悲
し
み
は
こ
の
弁
証
法

に
よ
っ
て
罪
悪
の
自
覚
と
な
る
。
そ
れ
は
悲
し
み
の
底
が
抜
け
た

姿
で
あ
る
。
そ
の
と
き
親
駕
は
、
こ
の
底
抜
け
の
悲
し
み
の
底
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で
、
人
間
の
小
さ
な
悲
し
み
を
超
え
包
む
巨
大
な
る
悲
し
み
の
存

在
を
発
見
す
る
。
人
間
の
悲
劇
的
現
実
が
ど
ん
な
に
深
く
と
も
、

こ
れ
を
摂
取
し
て
捨
て
な
い
も
の
が
、
世
界
の
構
造
に
属
し
て
い

る
。
親
鸞
が
「
如
来
の
本
願
力
」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

日
本
人
の
死
生
観

七
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実
に
世
界
の
楷
造
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
、

み
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
大
阪
大
学
教
授
）

こ
の
底
な
き
悲
し




