
存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の

法
華
経
力
の
一
断
面

間

宮

啓

壬

身

延

山

大

学

前

言

冒
頭
か
ら
恐
縮
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
今
回
の
共
同
テ
ー
マ
で
あ
る

仏
教
の
霊
魂
観

そ
の
も
の
を
取
り
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
本

稿
で
は
、
一
つ
の
生
に
お
け
る

法
華
経

と
の
関
わ
り
が
、
次
生
の
あ
り
方
に
決
定
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
文
脈
で
、

法
華

経

と
い
う
経
典
に
対
す
る
信
仰
の
一
つ
の
様
相
と
そ
の
機
能
に
つ
き
、
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
平
安
中
期
の
長
久
年
間

（
一
○
四
○
〜
四
四
）、
天
台
僧
・
鎮
源
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た

法
華

１
験
記

（
正
式
名
称
は

大
日
本
国
法
華
経
験
記

）
と
、

２
日
蓮
（
一

二
二
二
〜
八
二
）
の
思
想
・
実
践
と
を
、
主
な
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
も
と
よ
り
、
鎮
源
の

法
華
験
記

と
日
蓮
、
い
ず
れ
に
あ

っ
て
も
、

法
華
経
力

と
も
い
う
べ
き
力
が
、
生
を
ま
た
い
で
存
在
の
あ
り
方
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
自
明
視
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
、
当
然
、
そ
の
力
を
一
つ
の
生
か
ら
次
の
生
へ
と
媒
介
す
る
、
い
わ
ば

霊
魂

的
な
る
も
の
の
存
在
も
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
か
く
し
て
媒
介
さ
れ
る

法
華
経
力

を
取
り
扱
う
こ
と
で
、
本
稿
も
、

仏
教
の
霊
魂
観

を

共
同
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
さ
れ
た
二
○
○
五
年
度
日
本
仏
教
学
会
学
術
大
会
の
案
内
に
記
さ
れ
て
い
る

先
人
達
は
ど
の
よ
う
な

霊
魂

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

九
三



観

を
築
き
上
げ
て
き
た
の
か

現
代
社
会
に
お
い
て
仏
教
は
ど
の
よ
う
な

霊
魂
観

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
い
う
問
題

に
対
し
、
ま
っ
た
く
間
接
的
な
形
で
で
は
あ
る
が
、
な
ん
ら
か
の

察
の
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と

え
て
い
る
。

一

問

題

の

所

在

か
つ
て
橋
川
正
氏
は
、
そ
の
論

平
安
時
代
に
於
け
る
法
華
信
仰
と
弥
陀
信
仰
｜
特
に
法
華
験
記
と
往
生
伝
の
研
究
を
中
心
と
し

３
て
｜

に
お
い
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
。

①
平
安
時
代
の
法
華
信
仰
と
弥
陀
信
仰
は
、
そ
の
当
時
の
信
仰
の
実
態
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
日
蓮
と
法
然
、
お
よ
び
彼
ら

を
祖
と
す
る
各
宗
派
の
色
眼
鏡
を
通
し
て
見
る
べ
き
で
は

４
な
い
。

②
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
平
安
期
の
法
華
信
仰
・
弥
陀
信
仰
は
、
日
蓮
の
法
華
信
仰
・
法
然
の
専
修
念
仏
の
前
提
と
み
な
し
得
る
要

素
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で

５
あ
る
。

橋
川
氏
に
よ
る
こ
う
し
た
指
摘
を
う
け
て
、
そ
の
後
、
殊
に
法
華
信
仰
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、
①
お
よ
び
②
の
両
方
に
わ
た
っ
て
取
り

扱
う
論

が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
を
発
表
順
に
並
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
家
永
三
郎

日
蓮
の
宗
教
の
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的

６察

・
川
添
昭
二

法
華
験
記
と
そ
の
周
辺
｜
持
経
者
か
ら
日
蓮

７
へ
｜

・
高
木

豊

持
経
者
の
宗
教

８
活
動

家
永
氏
の
論

は
、
主
題
を
日
蓮
に
置
い
て
い
る
だ
け
に
、
①
に
関
す
る
記
述
は
概
略
的
な
も
の
に
止
ま
り
、
②
に
重
点
を
置
い
た
も

の
に
な
ら
ざ
る
得
な
か
っ
た
が
、
川
添
・
高
木
両
氏
の
論

は
、

法
華
験
記

を
は
じ
め
と
す
る
具
体
的
な
資
料
を
豊
富
に
引
い
た
実

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

九
四



証
的
な
も
の
で
、
②
の
視
点
を

慮
に
収
め
な
が
ら
も
、
殊
に
①
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
②
の
視
点
は
さ
て
お

き
、
専
ら
①
の
視
点
に
定
位
し
て
法
華
信
仰
を
扱
っ
た
も
の
に
、

・
佐
々
木
孝
正

本
朝
法
華
験
記
に
あ
ら
わ
れ
た
持
経
者
に
つ

９
い
て

・
鈴
木
治
美

大
日
本
国
法
華
経
験
記

に
お
け
る
持
経

10
者
像

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
標
題
が
指
し
示
す
よ
う
に
、
鎮
源
の

法
華
験
記

に
対
し
て
詳
細
な
内
容
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
も
ま
た
、

法
華
験
記

を
、
し
か
も
日
蓮
と
関
連
づ
け
て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
本
稿
の
場
合
、
こ
れ
ら
諸

論

と
対
象
は
重
な
っ
て
い
て
も
、
関
心
の
置
き
所
が
異
な
る
点
は
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
の
諸
論

は
、
そ
の
標
題
か
ら
窺

わ
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
、
法
華
信
仰
の
担
い
手
で
あ
る

持
経
者

の
あ
り
方
や
そ
の
信
仰
内
容
・
行
態
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で

11
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
場
合
、
関
心
は
む
し
ろ
、

持
経
者

ら
が
担
っ
た

法
華
経

の
側
に
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
う

な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

法
華
経

を
信
じ
担
う
者
に
と
っ
て
、

法
華
経

と
い
う
経
典
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
か
か
る
問
題
意
識
の
も
と
、

法
華
験
記

を
素
材
と
し
て
取
り
扱
う
の
は
、
も
と
よ
り
筆
者
が
初
め
て
で

は
な
く
、
宗
教
学
者
の
華
園

麿
氏
に
よ
る

鎮
源
撰
述

本
朝
法
華
験
記

に
お
け
る
法
華
信
仰
の

12
諸
相

が
あ
る
。
こ
の
論

に
お

い
て
、
華
園
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

鎮
源
が
法
華
経
の
霊
験
を
述
べ
る
に
際
し
て
、
（
法
華
）
経
の
力

妙
法
の
（
威
）
力

威
神

一
乗
力

と
い
っ
た
表
現
を

用
い
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
信
仰
の
そ
の
当
処
に
お
け
る
法
華
経
の
現
れ
方
も
し

く
は
人
間
に
対
す
る
関
わ
り
方
の
表
現
で
あ
る
。
鎮
源
に
と
っ
て
、
法
華
経
は
何
よ
り
も

力
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

読
誦

は
、
他
の
行
業
〔＝

受
持

聴
聞

書
写

〕
と
同
様
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
法
華
経
が
現
れ
且
つ
働
く

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

九
五



形
式
を
意
味
し
て

13
い
る
。

華
園
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
現
れ
働
く

法
華
経

の
力
こ
そ
、
担
い
手
も
信
仰
の
動
機
も
実
に
多
種
多
様
で
多
元
的
で
あ
る

法

華
験
記

に
統
一
性
・
普
遍
性
を
与
え
る
も
の
な
の
で

14
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
か
か
る

法
華
経

の
力
、

法
華
経
力

と
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
仕
方
で
、

い
か
な
る
も
の
と
し
て
発
現
し
、
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対

し
て
、
ご
く
限
定
さ
れ
た
試
論
を
展
開
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
取
り
組
ん
で
み
た
い
。
す
な
わ

ち
、
生
を
ま
た
い
で
存
在
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る

法
華
経

15
の
力
を
、

法
華
験
記

お
よ
び
日
蓮
を
主
な
素
材
と
し
て
描
き
出
す

と
と
も
に
、
そ
の
作
業
の
中
で
、

宿
世

の
観
念
と
結
び
つ
い
た
法
華
信
仰
の
様
相
と
そ
の
機
能
に
言
及
し
て
み
た
い
、
と
思
っ
て
い

る
。
以
下
、
具
体
的
な
検
討
に
入
っ
て
い
く
。

二

法
華
験
記

に
お
け
る

宿
世
開
示
譚

周
知
の
よ
う
に
、

法
華
験
記

は
、
全
体
で
一
二
八
話
（
目
録
上
は
一
二
九
話
。
第
八
四
話

丹
後
国
の
某
甲

の
み
本
文
を
欠
く
）
を

収
録
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、

宿
世
開
示
譚

と
い
う
言
い
方
で
一
括
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
話
が
、
左
に
示
す
如
く
、
一
四
話
収

め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
四

頼
真
法
師

・
第
二
五

叡
山
西
塔
の
春
命

・
第
二
六

黒
色
の
沙
門
安
勝

・
第
二
七

備
前
国
の
盲
目
法
師

・
第
三

○

山
城
国
加
美
奈
井
寺
の
住
僧

・
第
三
一

醍
醐
の
僧
恵
増
法
師

・
第
三
六

叡
山
の
朝
禅
法
師

・
第
五
三

横
川
の
永
慶

法
師

・
第
五
八

廿
七
品
の
持
経
者
蓮
尊
法
師

・
第
七
七

行
範
法
師

・
第
七
八

覚
念
法
師

・
第
八
○

七
巻
の
持
経
者
明

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

九
六



蓮
法
師

・
第
八
九

越
中
国
の
海
蓮
法
師

・
第
九
三

金
峰
山
の
転
乗
法
師

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も

宿
世
開
示
譚

と
い
う
枠
組
み
に
一
括
さ
れ
得
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
各
話
、
お
お
む
ね
共
通

す
る
構
造
を
有
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
構
造
の
提
示
を
行
っ
て
お
こ
う
。
本
来
な
ら
ば
、
各
話
の
概
要
を
示
す
な
り
、
あ
る
い
は
典
型

例
を
選
ん
で
提
示
す
る
な
り
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
に
余
裕
が
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ご
容
赦
願
い
た
い
。

【
Ａ

問
題
状
況
の
提
示
】

主
人
公
が
抱
え
る
身
体
的
な
負
い
目
（

16
二
四
・
二
六
・
二
七
・
三
六
）、
生
活
上
の
不
如
意
（
二
五
・
三
○
）、
性
格
上
の
欠
点
（
九

三
）、
あ
る
い
は
、

法
華
経

全
体
の
暗
誦
を
志
し
な
が
ら
、
ど
れ
だ
け
努
力
を
重
ね
て
も
、
一
部
分
ど
う
し
て
も
暗
誦
で
き
な
い

と
い
う
修
行
上
の
限
界
（
三
一
・
五
八
・
七
七
・
七
八
・
八
○
・
八
九
・
九
三
）
が
、
ま
ず
は
提
示
さ
れ
る
。

【
Ｂ

17
夢
告
】

当
人
の
求
め
が
な
く
と
も
夢
告
が
与
え
ら
れ
る
場
合
（
二
五
・
三
○
）
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
現
今
の
問
題
状
況
の
由
来
や

克
服
を
求
め
て
参
篭
・
祈
願
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
夢
告
が
下
さ
れ
る
（
二
四
・
二
六
・
二
七
・
三
一
・
三
六
・
五
三
・
五

八
・
七
七
・
七
八
・
八
○
・
八
九
・
九
三
）。
そ
の
夢
告
に
よ
り
、
現
世
の
あ
り
方
を
問
題
状
況
も
含
め
て
決
定
し
て
い
る

宿
世

が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
特
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
宿
世
に
お
い
て
畜
生
類
（
二
四
・
二
六
・
八
○＝

牛
、
二
五＝

狐
、
三

六
・
七
七＝

馬
、
五
三
・
五
八＝

犬
）
や
虫
類
（
二
七
・
九
三＝

蛇
、
三
○＝
蚯
蚓
、
七
八＝

衣
魚
、
八
九＝

蟋
蟀
）
で
あ
っ
た
こ
と
（
三

一
だ
け
は
例
外
で
、
宿
世
も
人
間
）、
並
び
に
、

法
華
経

と
の
接
触
で
あ
る
。

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

九
七



【
Ｃ

法
華
経
と
の
接
触
】

法
華
経

と
の
接
触
の
仕
方
は
、
お
お
よ
そ
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
一
つ
は
、

法
華
経

の
読
誦

を
聞
い
て
い
た
功
徳
（
二
五
・
二
六
・
二
七
・
三
○
・
五
三
・
五
八
・
七
七
・
八
○
・
八
九
・
九
三
）、

法
華
経

の
持
経
者
を
背
に
乗

せ
て
運
ん
だ
功
徳
（
三
六
）
と
い
っ
た
、

法
華
経

と
い
う
経
典
と
の
間
に
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
お
い
て
関
係
を
結
ぶ
、
い
わ
ば

間
接
的
な
接
触
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

法
華
経

の
中
に
住
ん
で
い
た
功
徳
（
七
八
）、

法
華
経

を
背
負
っ
て
運
ん
だ
功
徳

（
二
四
）、
自
ら

法
華
経

を
読
誦
し
た
功
徳
（
三
一
）
と
い
っ
た
、

法
華
経

と
直
接
接
触
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に

法
華
経

と
の
接
触
に
直
接
・
間
接
の
別
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

法
華
経

と
の
接
触
に
与
る
こ
と
で
、
畜
生
類
・
虫

類
の
身
を
脱
し
、
人
間
と
い
う
存
在
に
な
り
得
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
の
間
に
特
に
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
第
九
三

金
峰
山
の
転
乗
法
師

に
あ
る
よ
う
に
、
た
と
え
前
世
の
身
が
毒
蛇
で
あ
っ
て
、

聖
人

を
食
い
殺
そ

う
と
企
て
た
と
し
て
も
、

聖
人

が
誦
す

法
華
経

を
聞
く
こ
と
で

罪
を
滅
す
る

こ
と
が
叶
い
、
人
間
に
生
ま
れ
る
こ
と

が
で
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
罪
を
滅
す
る
こ
と
で
、
存
在
の
あ
り
方
を
よ
り
高
い
ラ
ン
ク
に
引
き
上
げ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

力
は
、
ひ
と
え
に

法
華
経

に
帰
さ

18
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
前
世
に
お
い
て
、

法
華
経

の
文
字
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
（
七
八
）、
あ
る
い
は
、
そ
の
一
部
を
聞
き
逃
し
て
し
ま
っ
た

（
五
八
・
七
七
・
八
○
・
八
九
・
九
三
）
と
い
う
こ
と
が
、
現
世
に
お
い
て
法
華
暗
誦
を
ど
う
し
て
も
成
就
で
き
な
い
原
因
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
と
接
触
す
る
こ
と
で
存
在
の
あ
り
方
を
よ
り
よ
き
も
の
と
し
て
い
く

法
華
経

の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
力
を
、

い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
仕
方
で
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

九
八



【
Ｄ

さ
ら
な
る
努
力
と
結
果
】

ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
暗
誦
が
、
夢
告
で
予
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
つ
い
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
修
行
上
の

限
界
突
破
が
明
示
さ
れ
る
事
例
も
、
確
か
に
あ
る
（
三
一
・
五
八
・
七
八
）。
だ
が
、
身
体
的
な
負
い
目
や
生
活
上
の
不
如
意
、
性
格

上
の
欠
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
克
服
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
暗
誦
が
達
成
で
き
な
い
と
い
う
限
界
の
突
破
に
し
て
も
、
必
ず
し

も
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
七
七
・
八
○
・
八
九
・
九
三
）。

と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
努
力
が
放
棄
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
夢
告
の
内
容
に
従
い
、
宿
世
の
滅
罪
の
意
図
も
込
め
て
、

法
華
読
誦
を
中
心
と
す
る
修
行
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
世
・
後
世
で
の
得
益
が
示
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
。
例
え
ば
、
現
世
得
益
と
し
て
、
二
七
で
は
、
他
者
に
つ
い
た

邪
霊
を
結
縛

し
、
病
気
直
し
が
で
き
る
よ
う
な

験
力

が

現
前
し
た
と
さ
れ
、
九
三
で
は
、
現
世
で
の
得
悟
が
語
ら
れ
て
い
る
。
右
に
み
た
よ
う
な
暗
誦
の
達
成
も
、
も
ち
ろ
ん
現
世
で
の
得

益
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
後
世
の
得
益
と
し
て
は
、
二
四
で
は
極
楽
往
生
、
二
六
・
八
○
で
は
兜
率
往
生
が
期
待
さ
れ
、
七

八
で
は

所
行
如
法
な
れ
ば
、
あ
に
後
世
を
疑
は
ん
や

と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
構
造
を
持
つ

宿
世
開
示
譚

は
、
実
は
、

法
華
験
記

以
前
の
日
本
の
仏
教
説
話
類
で
は
ほ
と
ん
ど
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
、
第
三
一

醍
醐
の
僧
恵
増
法
師

に
類
似
す
る
話
が
、
景
戒
の

日
本
霊
異
記

（
弘

仁
年
間＝

八
一
○
〜
八
二
三
成
立
）
上
巻
の
第
一
八

法
華
経
を
億
持
し
、
現
報
を
得
て
奇
し
き
表
を
示

19
す
縁

に
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る

た
だ
し
、
人
物
設
定
・
場
面
設
定
共
に
異
な
っ
て
い
る
が

。
な
お
、
中
国
に
ま
で
遡
る
と
、
こ
れ
と
類
似
す
る
話
を
、

冥
報

記

（
唐
の
永
徽
年
間＝

六
五
○
〜
六
五
六
成
立
）
に
始
ま
り
、

弘
賛
法
華
伝

（
神
亀
二
年＝

七
○
六
以
降
成
立
）
や

法
華
伝
記

（
唐
代
。

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

九
九



成
立
年
代
未
詳
）
へ
と
書
き
継
が
れ
て
い
く

崔
彦
武

20
の
話
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

法
華
伝
記

巻
第
九

範
良
子
（
出

家
名

法

）

21
第
六
は
、
右
に
見
て
き
た

宿
世
開
示
譚

と
、
ほ
ぼ
重
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通

り
。

法
華
経

の
第
三
巻
・
第
四
巻
に
つ
い
て
は
、
誦
す
る
こ
と
も
、
内
容
理
解
も
申
し
分
が
な
い
の
に
、
そ
の
他
の
巻
に
つ
い
て
は
、

ど
れ
だ
け
努
力
し
て
も
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
こ
と
を
深
く
悩
ん
だ
法

が
、

先
業

を
知
ろ
う
と
し
て
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
夢

で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
法

が
、
前
世
、
鼠
の
身
を
得
て
い
た
こ
と
、
経
函
の
中
で
諸
僧
が
読
む

法
華
経

の
第
三
巻
・
第
四
巻
は
聞
い
た
が
、
そ
れ
以
外
は
聞
い
て
い
な
い
こ
と
、

法
華
経

を
聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て

人
間

に
生
ま
れ
得

た
こ
と
、
第
三
・
第
四
の
両
巻
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
既
に
聞
い
て
い
た
の
で
、
誦
す
る
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
他
の
巻

に
つ
い
て
は
、

宿
因
な
き
が
故
に

、
誦
す
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
こ
と
、
修
行
を
重
ね
れ
ば
、
将
来
必
ず
で
き
る
よ
う
に

な
る
こ
と
、
な
ど
と
い
っ
た
事
柄
で
あ
っ
た

。

た
だ
、
問
題
は
、
素
材
的
に
は
こ
の
よ
う
に
中
国
に
ま
で
遡
り
得
る

宿
世
開
示
譚

が
、
何
故
、
日
本
に
あ
っ
て
は
平
安
中
期
の

法
華
験
記

に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
広
く
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
、
逆
に
言
え
ば
、
何
故
、
平
安
中
期
の

法
華
験
記

に
至
っ
て
、
一
気
に
一
四
話
、
書
き
留
め
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
る
に
至
っ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を

え
る
際
、
や
は
り

慮
に
収
め
る
べ
き
は
、

宿
世

と
い
う
観
念
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
人
々
の
間

に
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

例
え
ば
、

源
氏
物
語

等
の
文
学
作
品
に
明
瞭
に
見
ら
れ
る
よ

う
に

、
宿
世
の
あ
り
方
が
現
世
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る
と
い
う
宿
命
論
的
な
観
念
が
、
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
も
の
と
し
て

受
容
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
換
言
す
る
な
ら
ば
、
現
今
の
状
況
の
由
来
を
、
宿
世
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
〇



仕
方
が
、
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
如
何
と
も
し
難
い
問
題
状
況
を
も
含
む
現
今
の
あ
り
方
の
由
来
を
、

宿
世

と
い
う
、
も
は
や
手
の
届
か
な
い
超
越
的

な
領
域
を
基
に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
因
が
手
の
届
か
な
い
領
域
に
あ
る
だ
け
に
、
如
何
と
も
し
難
さ
を
如
何
と
も
し
難
い
も
の

と
し
て
受
け
取
る
、
い
わ
ば
諦
め
の
論
理
と
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
右
に
見
て
き
た

宿
世
開
示
譚

は
、
そ
の
よ

う
な
諦
め
の
論
理
に
終
始
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
身
体
的
な
負
い
目
等
は
も
と
よ
り
、
暗
誦
を
完
遂
で
き
な
い
と
い
う
修
行
上
の

限
界
に
し
て
も
、
克
服
さ
れ
る
と
は
必
ず
し
も
み
な
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
と
は
い
え

宿
世
を
知
る
こ
と
は
む
し
ろ
、
宿
世
に
お
け
る

罪
業
の
消
滅
を
は
か
る
と
と
も
に
、
現
世
・
来
世
で
の
よ
り
よ
き
果
報
を
目
指
す
努
力
の
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宿
世
に
あ
っ
て
、

畜
生
類
あ
る
い
は
虫
類
で
あ
っ
た
こ
と
や
、

法
華
経

と
の
接
触
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
現
世
の
あ
り
方
に
厳
し
い
制
約
を

も
た
ら
し
て
い
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
か
つ
て

法
華
経

と
接
触
し
得
た
が
故
に
、
今
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、
仏
法
に
出
会
い
、

法
華
経

を
受
持
す
る
身
と
な
り
得
た
、
と
み
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

法
華
経

に
は
、
そ
れ
と
接
触
す
る
こ
と
で
、
レ
ベ
ル
の
低

い
存
在
形
態
か
ら
、
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
存
在
形
態
へ
と
引
き
上
げ
る

力

そ
れ
に
は
必
然
的
に
滅
罪
が
伴
う

が
あ
る
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
今
生
に
お
い
て
さ
ら
に
法
華
修
行
に
励
む
な
ら
ば
、
当
然
、
さ
ら
な
る
滅
罪
が
果
た
さ
れ
て
、
よ
り
充
実
し
た
現

世
・
来
世
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

法
華
験
記

の
撰
者
・
鎮
源
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
消
極
的
な
諦
め
の
論
理

と
も
な
り
か
ね
な
い

宿
世

の
観
念
を
、
三
世
に
わ
た
っ
て
存
在
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
法
華
経
力
へ
の
信
仰
と

宿
世
開
示
譚

に

お
い
て
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

宿
世
開
示
譚

を
、
よ
り
積
極
的
な
法
華
信
仰
を
促
す
一
つ
の

22
現
証

と
し
て
提
示
し
得

た
の
だ
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

法
華
験
記

に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
一
四
話
の

宿
世
開
示
譚

は
、
す
べ
て

今
昔
物
語
集

（

法
華
験
記

か
ら
約
一

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
一



○
○
年
後
、
一
二
世
紀
半
ば
頃
の
成
立
）
へ
と
書
き
継
が
れ
て
い
る
。

今
昔
物
語
集

の
編
者
は

法
華
験
記

の
所
収
話
を
か
な
り
の

率
で
書
き
継
い
だ
が
、
や
は
り
取
捨
選
択
は
行
っ
て

23
い
る
。
だ
が
、

宿
世
開
示
譚

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て

今
昔
物
語
集

巻
一
四

に
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
際
、
も
ち
ろ
ん
多
少
の
改
変
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
先
に
示
し
た

宿

世
開
示
譚

の
構
造
自
体
に
手
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

24
な
い
。
こ
の
点
に
、
筆
者
は
、
三
世
に
わ
た

っ
て
存
在
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る
法
華
経
力
へ
の
信
仰
が
、
宿
世
の
観
念
と
結
び
つ
き
つ
つ
、

今
昔
物
語
集

の
編
者
、
さ
ら
に
は
、

そ
の
受
容
者
た
り
得
る
院
政
期
の
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

三

日

蓮

の

場

合

あ
る
種
の
問
題
状
況
に
突
き
当
た
っ
て
大
い
に
悩
み
な
が
ら
も
、
宿
世
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
問
題
状
況
を
克
服
あ
る

い
は
納
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悩
み
が
解
消
さ
れ
、
再
び
前
向
き
な
生
を
歩
み
出
す
。

法
華
験
記

・

今
昔
物
語
集

所
収
の

宿
世

開
示
譚

の
主
人
公
た
ち
が
経
験
し
た
と
さ
れ
る
こ
う
し
た
歩
み
を
、
実
は
、
鎌
倉
期
の
日
蓮
も
た
ど
っ
て
い
る
。

我
等
過
去
現
在
未
来
の
三
世
の
間
に
仏
に
成
ら
ず
し
て
六
道
の
苦
を
受
る
は
偏
に
法
華
経
誹
謗
の
罪
な
る
べ
し
。

（

善
無
畏
鈔

、

定
遺

四
一
三
頁
、
一
部
分
原
漢
文
）

こ
の
文
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
蓮
に
あ
っ
て
、
成
仏
か
、
あ
る
い
は
、
三
世
に
わ
た
っ
て
六
道
輪
廻
に
留
め
置
か
れ
る
か
は
、

法
華
経
誹
謗
の
罪

の
有
無
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
み
な
さ
れ
た
。

必
法
華
経
に
非
れ
ば
謗
法
等

25
云
云

と
い
う
文
言
か
ら
も
窺
わ

れ
る
よ
う
に
、
日
蓮
に
あ
っ
て
、

謗
法

＝

誹
謗
正
法

に
お
け
る

正
法

の
位
置
に
置
か
れ
る
の
は

お
お
よ
そ
伊
豆
流
罪

（
日
蓮
四
○
〜
四
二
歳
）
の
頃
ま
で
に
は

、

法
華
経

一
経
へ
と
収
斂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

謗
法

＝

誹
謗
正

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
二



法

は
、
日
蓮
に
あ
っ
て
は

法
華
経
誹
謗

と
同
義
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
日
蓮
に
と
っ
て
、

法
華
経

に
対
す
る
い
か
な
る
関
わ
り
方
が

謗
法

と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
与
え
ら
れ

た
紙
数
に
限
り
が
あ
り
、
具
体
的
に
日
蓮
遺
文
を
引
い
て
示
せ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、

南
條
兵
衛
七
郎
殿
御
書

（

定
遺

三
二
一

〜
三
二
二
頁
）
を
基
に
整
理
し
て
み
る
と
、
日
蓮
に
あ
っ
て
は
、

謗
ず
る

と
い
う
直
接
的
な
行
為
を
伴
わ
ず
、
し
た
が
っ
て

謗
法

を
犯
し
て
い
る
と
の
自
覚
が
当
人
に
は
伴
い
難
い
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
様
態
が

謗
法

と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

①

法
華
経

へ
の
不
信
は
、
当
然
、

謗
法

で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
露
骨
な
事
例
は
む
し
ろ
少
な
い
。
不
信
を
積
極
的
に
表
明

し
な
い
ま
で
も
、
信
を
寄
せ
る
べ
き
対
象
に
そ
も
そ
も

法
華
経

を
置
か
な
い
と
い
う
あ
り
方
が
、
ま
ず
は

謗
法

と
断
ぜ
ら

れ
る
。

②
信
を
寄
せ
る
対
象
に
た
と
え

法
華
経

を
置
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
信
を
置
く
べ
き
対
象
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
ま
し

て
や
、

法
華
経

へ
の
信
が
他
に
対
す
る
信
よ
り
劣
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
信
の
あ
り
方
も
ま
た

謗
法

と
み
な

さ
れ
る
。

③
こ
れ
ら
二
様
の

謗
法

か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
あ
る
べ
き
信
仰
の
あ
り
方
は
、

専
持
法
華

を
貫
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
、
い
か
に

専
持
法
華

を
貫
こ
う
と
も
、
そ
れ
が

自
利

的
な
域
内
に
終
始
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま

た

謗
法

に
堕
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

専
持
法
華

の
正
統
性
に
気
づ
き
得
な
い

謗
法

の
徒
を
放
置
す

る
の
で
は
な
く
、

専
持
法
華

の
正
統
性
に
目
を
開
か
せ
る
べ
く
、
積
極
的
に
働
き
か
け
る
と
い
う

利
他

的
な
行
い
を
伴
う

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
蓮
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

謗
法

は
、
人
々
を
無
間
地
獄
へ
と
導
き
、
救
済
か
ら
隔
絶
し
て
し
ま
う
極
め
て
重
い
宗
教
的
罪
と

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
三



し
て
、
厳
し
く
指
弾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
佐
渡
流
罪
以
前
の
日
蓮
に
あ
っ
て
は
、

謗
法

の
罪
の
主
体
は
、

概
し
て
自
己
の
外
側
に
設
定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
佐
渡
流
罪
以
前
の
日
蓮
は
、
自
己
以
外
の
人
間

に

謗
法

の
罪
を
見
出
し
、
そ
の
罪
に
目
覚
め
さ
せ
る
べ
く
働
き
か
け
て
は
い
く
も
の
の
、
そ
の
罪
を
み
ず
か
ら
の
内
側
に
見
出
し
、

自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
深
刻
な
事
柄
と
し
て
問
題
化
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
蓮
五
○
歳
の
折
の
、
竜
口
法
難
か
ら
佐
渡
流
罪
に
至
る
一
連
の
受
難
体
験
が
、
過
去
無
量
劫
以
来
抱
え
込
ん
で
き
た
自
ら
の

謗
法

罪
の
明
瞭
な
る

発
見

を
否
応
な
く
日
蓮
に
迫
り
、
さ
ら
に
そ
の

発
見

が
、
深
刻
な
悔
悟
と
反
省
を
日
蓮
に
要
求
し
て
く
る
こ
と

に
な
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
竜
口
法
難
か
ら
佐
渡
流
罪
に
至
る
体
験
は
、
日
蓮
に
と
っ
て
、
自
ら
が
仏
自
身
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ
た
、

法
華
経

の
正
統
な
る
担
い
手
、
す
な
わ
ち

法
華
経
の
行
者

で
あ
る
こ
と
の
証
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
仏
滅
後
の

法
華

経

の
担
い
手
が
迫
害
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
、

法
華
経

に
お
い
て
仏
み
ず
か
ら
が
予
言
し
た

こ
の
経
は
如
来
の
現
在
に
す
ら
猶
ほ

怨
嫉
多
し
、
況
や
滅
度
の
後

26
を
や

一
切
世
間
、
怨
多
く
し
て
信
じ

27
難
し

と
い
っ
た
経
文
を
、
自
己
一
身
に
お
い
て
体
現
、
つ
ま
り

色
読

す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
の
そ
の
受
難
体
験
が
、
日
蓮
を
深
刻
な
懐
疑
に
突
き
落
と
す
こ
と
に
も
な
る
。

果
た
し
て
、
自
分
は
本
当
に

法
華
経
の
行
者

で
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

但
世
間
の
疑
と
い
ゐ
、
自
心
の
疑
と
申
、
い
か
で
か
天
扶
給
ざ
る
ら
ん
。
諸
天
等
の
守
護
神
は
仏
前
の
御
誓
言
あ
り
。
法
華
経
の
行

者
は
さ
る
（
猿
）
に
な
り
と
も
法
華
経
の
行
者
と
が
う
（
号
）
し
て
、
早
々
に
仏
前
の
御
誓
言
を
と
げ
ん
と
こ
そ
を
ぼ
す
べ
き
に
、

其
義
な
き
は
我
身
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。
此
疑
は
此
書
肝
心
、
一
期
の
大
事
な
れ
ば
、
処
々
に
こ
れ
を
か
く
上
、
疑
を
強

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
四



く
し
て
答
を
か
ま
う
べ
し
。

（

開
目
抄

、

定
遺

五
六
一
頁
）

法
華
経

で
は
、
釈
尊
滅
後
の
法
華
弘
通
者
は
、
厳
し
い
迫
害
に
晒
さ
れ
る
一
方
で
、
諸
天
等
の
守
護
に
も
与
り
得
る
こ
と
が
予

言
・
保
証
さ
れ
て

28
い
る
。
な
ら
ば
、
そ
れ
を

色
読

し
て
こ
そ
、
つ
ま
り
諸
天
等
の
守
護
を
実
際
に
受
け
て
こ
そ
、

法
華
経
の
行
者

と
し
て
の
証
は
十
全
に
出
揃
っ
た
、
と
言
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
蓮
に
は
迫
害
が
あ
る
ば
か
り
で
、
諸
天
等
の
守

護
は
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
日
蓮
は

法
華
経
の
行
者

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
仏
に
予
言
さ
れ
た
存
在
な
ど
で
は

な
く
、
し
た
が
っ
て
、

法
華
経

の
正
統
な
る
担
い
手
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
…
…
。

こ
の
深
刻
な
葛
藤
の
中
で
、
日
蓮
は
、
自
身
の
い
わ
ば

宿
世

に
、

謗
法

の
罪
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

此
に
日
蓮
案

云
、
世
す
で
に
末
代
に
入
て
二
百
余
年
、
辺
土
に
生
を
う
く
。
其
上
下

、
其
上
貧
道
の
身
な
り
。
輪
回
六
趣
の
間

人
天
の
大
王
と
生
て
、
万
民
を
な
び
か
す
事
、
大
風
の
小
木
の
枝
を
吹
が
ご
と
く
せ
し
時
も
仏
に
な
ら
ず
。
大
小
乗
経
の
外
凡
内
凡

の
大
菩
薩
と
修
あ
が
り
。
一
劫
二
劫
無
量
劫
を
経
て
菩
薩
の
行
を
立
、
す
で
に
不
退
に
入
ぬ
べ
か
り
し
時
も
、
強
盛
の
悪
縁
に
を
と

さ
れ
て
仏
に
も
な
ら
ず
。
し
ら
ず
大
通
結
縁
の
第
三
類
の
在
世
を
も
れ
た
る
か
、
久
遠
五
百
の
退
転
し
て
今
に
来
か
。
法
華
経
を
行

ぜ
し
程
に
、
世
間
の
悪
縁
・
王
難
・
外
道
の
難
・
小
乗
経
の
難
な
ん
ど
は
忍
し
程
に
、
権
大
乗
・
実
大
乗
経
極
た
る
や
う
な
る
道

綽
・
善
導
・
法
然
等
が
ご
と
く
な
る
悪
魔
の
身
に
入
た
る
者
、
法
華
経
を
つ
よ
く
ほ
め
あ
げ
、
機
を
あ
な
が
ち
に
下
し
、
理
深
解
微

と
立
、
未
有
一
人
得
者
千
中
無
一
等
と
す
か
し
し
も
の
に
、
無
量
生
が
間
、
恒
河
沙
度
す
か
さ
れ
て
権
経
に
堕
ぬ
。
権
経
よ
り
小
乗

経
に
堕
ぬ
。
外
道
外
典
に
堕
ぬ
。
結
句
は
悪
道
に
堕
け
り
と
深
此
を
し
れ
り
。

（

開
目
抄

、

定
遺

五
五
六
頁
）

宿
世
に
お
い
て
自
ら
が
犯
し
た
謗
法
罪
は
、

法
華
経
の
行
者

へ
の
迫
害
と
し
て
も
描
か
れ
る
。

我
無
始
よ
り
こ
の
か
た
悪
王
と
生
て
、
法
華
経
の
行
者
の
衣
食
田
畠
等
を
奪
と
り
せ
し
こ
と
か
ず
し
ら
ず
。
当
世
日
本
国
の
諸
人
の

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
五



法
華
経
の
山
寺
を
た
う
す
が
ご
と
し
。
又
法
華
経
の
行
者
の

を
刎

こ
と
其
数
を
し
ら
ず
。

（

開
目
抄

、

定
遺

六
○
二
頁
）

し
か
し
、
こ
う
し
た

発
見

の
中
で
、
日
蓮
は
、
慚
愧
の
念
に
沈
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
宿
世
の
大
罪
を
如
何
と
も
し
難
い
も
の

と
し
て
諦
め
て
し
ま
っ
た
り
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

日
蓮
は
、
宿
世
に
お
い
て
か
か
る
大
罪
を
抱
え
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
も
は
や
諸
天
等
の
守
護
は
望
み
得
な
い
も
の
と
し
て
、

詮
す
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
て
給
、
諸
難
に
も
あ
え
、
身
命
を
期
と
せ
ん
。

（

開
目
抄

、

定
遺

六
○
一
頁
）

と
言
い
切
る
。
つ
ま
り
、
諸
天
等
の
守
護
は
な
い
ま
ま
、
迫
害
に
晒
さ
れ
続
け
る
こ
と
を
忍
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
だ
が
、
か
か
る
忍
受
に
よ
っ
て
こ
そ
、
滅
罪
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

今
ま
日
蓮
強
盛
に
国
土
の
謗
法
を
責
れ
ば
大
難
の
来
は
、
過
去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招
出
せ
る
な
る
べ
し
。

（

開
目
抄

、

定
遺

六
○
三
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
日
蓮
は
、
自
ら
が
蒙
っ
て
い
る
迫
害
に
、

色
読

と
し
て
の
意
味
に
加
え
て
、
宿
世
に
お
け
る
謗
法
の
重
罪
が
形
を

取
っ
て
現
世
に
顕
在
化
し
て
き
た
も
の
と
い
う
意
味
を
、
さ
ら
に
付
与
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
耐
え
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ

そ
、
自
身
が

法
華
経
の
行
者

で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

生
死
を
離
時
は
必
此
重
罪
を
け
し
は
て
ゝ
出
離
す

29
べ
し

と
い
う
日
蓮
の
願
い
も
ま
た
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

日
蓮
が
流
罪
今
生
小
苦
な
れ
ば
な
げ
か
し
か
ら
ず
。
後
生
に
は
大
楽
を
う
く
べ
け
れ
ば
大
い
に
悦
し
。

（

開
目
抄

、

定
遺

六
○
九
頁
）

と
い
う
言
葉
は
、
か
く
し
て
迫
害
に
耐
え
て
滅
罪
を
果
た
し
、
信
仰
を
守
り
抜
い
て
こ
そ
、

後
生

に
お
い
て

大
楽

、
つ
ま
り
霊
山

浄
土
へ
の
往
詣
が
叶
う
旨
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
六



四

む
す
び
に
か
え
て

現
世
に
対
す
る
宿
世
の
制
約
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
つ
つ
も
、
そ
の
制
約
を
納
得
あ
る
い
は
克
服
す
る
こ
と
で
、
現
世
の
あ
り
方

を
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
し
、
さ
ら
に
は
、
よ
り
よ
き
来
世
を
も
将
来
し
得
る

。
三
世
に
わ
た
っ
て
存
在
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る
法

華
経
力
へ
の
信
仰
を
ベ
ー
ス
に
置
い
た
か
か
る
信
仰
は
、
こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
の
思
索
と
実
践
に
お
い
て
も
、
か
な
り
明
瞭
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る

た
だ
し
、
日
蓮
の
場
合
、

夢
告

に
よ
る
宿
世
の
開
示
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
何
も
語
ら
れ
な
い
が

。

も
ち
ろ
ん
、
日
蓮
た
だ
一
人
を
事
例
に
と
っ
て
、
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
も
、
こ
う
し
た
信
仰
が
根
強
く
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
蓮
が
そ
の
後
、
い
わ
ば

信
仰
の
モ
デ
ル

と
も
い
う
べ
き

宗
祖

と
し
て
、
徐
々

に
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
を

慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
信
仰
も
ま
た
、
日
蓮
を
介
し
て
支
持
を
保
ち
続
け
て
い
っ
た
可

能
性
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
問
題
を

察
す
る
た
め
の
具
体
的
な
材
料
を
、
今
、
筆
者
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
本
来
な
ら
ば
、

宿
世

の
観
念
そ
れ
自
体
の
内
容
と
広
が
り
を
実
証
的
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、

宿
世
開
示
譚

と
結
び
つ
く
の
は
果
た
し
て

法
華
経

だ
け
な
の
か
と
い
う
問
題
に
も
、
本
来
な
ら
ば
目
を
配
っ
て
お
く
べ
き

だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
回
、
残
念
な
が
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
の

察
を
期
し
た

い
と
思
う
。

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
七



注１

本
稿
に
お
け
る

法
華
験
記

の
テ
キ
ス
ト
は
、
井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
校
注

往
生
伝
・
法
華
験
記

（
日
本
思
想
大
系
七
）
岩
波

書
店
、
一
九
七
四
年
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
の
訓
読
も
、
こ
れ
に
従
っ
た
。

２

本
稿
に
お
け
る

日
蓮
遺
文

の
テ
キ
ス
ト
は
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

改
訂
増
補
第
三
刷
、
総

本
山
身
延
久
遠
寺
、
二
○
○
○
年
（
以
下
、

定
遺

と
略
す
）
に
拠
っ
た
。
引
用
の
際
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

３

橋
川
正

日
本
仏
教
文
化
史
の
研
究

中
外
出
版
、
一
九
二
四
年
、
所
収
。

４

橋
川
正

日
本
仏
教
文
化
史
の
研
究

、
一
四
八
｜
一
四
九
頁
。

５

橋
川
正

日
本
仏
教
文
化
史
の
研
究

、
一
六
七
頁
。

６

家
永
三
郎

中
世
仏
教
思
想
史
研
究

法
蔵
館
、
一
九
四
七
年
、
所
収
。

７

仏
教
史
学

八
巻
三
号
、
一
九
六
○
年
、
所
収
。
後
に
、
川
添
昭
二

日
蓮
と
そ
の
時
代

山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
九
年
に
、
若
干

の
補
訂
を
加
え
て
再
録
。

８

高
木
豊

平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究

平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
三
年
、
所
収
。

９

大
谷
史
学

第
一
一
号
、
一
九
六
五
年
、
所
収
。
後
に
、
佐
々
木
孝
正

仏
教
民
俗
史
の
研
究

名
著
出
版
、
一
九
八
七
年
に
再
録
。

10

大
崎
学
報

第
一
二
二
号
、
一
九
六
七
年
、
所
収
。

11

菊
池
大
樹

持
経
者
の
原
型
と
中
世
的
展
開

（

史
学
雑
誌

一
○
四
編
八
号
、
一
九
九
五
年
）
は
、
素
材
と
し
て
あ
え
て

法
華
験

記

を
は
ず
し
、
時
代
的
に
は
八
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
時
代
を
扱
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
関
心
の
焦
点
は
や

は
り

持
経
者

で
あ
る
。

12

東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告

第
二
六
集
、
一
九
九
○
年
、
所
収
。

13

東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告

第
二
六
集
、
四
五
頁
、〔

〕
内
引
用
者
。

14

東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告

第
二
六
集
、
五
二
頁
。
華
園
氏
は
ま
た
、

日
本
古
代
の
仏
教
信
仰
を
め
ぐ
る
正
統
と
異
端
｜

日
本
霊
異
記

に
見
る
霊
力
信
仰
の
世
界
｜

（
片
野
達
郎
編

正
統
と
異
端
｜
天
皇
・
天
・
神
｜

角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）
に
お

い
て
、
同
様
の
構
想
の
も
と
、

日
本
霊
異
記

を
素
材
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
論

に
お
い
て
、
華
園
氏
は
、

霊
力
信
仰

と

も
い
う
べ
き
信
仰
に
基
づ
く

霊
異

の
概
念
に
、

日
本
霊
異
記

所
収
説
話
に
み
え
る
多
様
性
・
多
元
性
を
統
一
的
に
理
解
す
る
原
理

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
八



を
見
出
し
て
い
る
。

15

華
園
氏
自
身
、
本
稿
に
お
い
て
は

宿
世
開
示
譚

と
し
て
紹
介
す
る

法
華
験
記

所
収
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
引
い
て
、

法
華
経

の
威
力
が
過
現
未
の
三
世
に
わ
た
っ
て
人
間
存
在
を
規
定
す
る
と
い
う
一
種
の
存
在
観

（

東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告

第
二

六
集
、
三
九
頁
）
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
は
実
に
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
し
、
本
稿
自
体
、
華
園
氏
の
仕
事
に
多
く
を
負
う
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、
華
園
氏
が
こ
う
し
た
指
摘
を
行
う
際
の
関
心
は
、
も
と
よ
り
本
稿
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
存
在
の
あ

り
方
を
決
定
づ
け
る
こ
の
よ
う
な

法
華
経
の
威
力

を
軸
に
、
い
か
な
る
信
仰
が
形
作
ら
れ
、
ま
た
、
そ
う
し
た
信
仰
が
い
か
な
ら
機
能

を
有
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
日
蓮
の
思
想
・
実
践
を
も
視
野
に
収
め
て

察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
点
に
、
本
稿
の

独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

16

宿
世
開
示
譚

の
構
造
を
提
示
す
る
中
で
挙
げ
ら
れ
る
二
桁
の
数
字
は
、

法
華
験
記

の
第
何
話
に
当
た
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
同
じ
。

17

夢

と
い
う
も
の
が
、
神
仏
の
世
界
と
の
交
流
回
路
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
こ
と
を
、
思
想
史
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
指
摘
し
た
業
績

に
、
佐
藤
弘
夫

偽
書
の
精
神
史

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
○
○
二
年
が
あ
る
。

18

法
華
経

が
殊
に
滅
罪
に
お
い
て
功
徳
あ
る
経
典
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、

日
本
霊
異
記

法
華
験
記

を
事
例
に
概
説

し
た
も
の
と
し
て
、
池
見
澄
隆

罪
と
そ
の
解
決
｜
法
華
信
仰
と
滅
罪
｜

（

図
説
・
日
本
仏
教
の
世
界
③

法
華
経
の
真
理
｜
救
い
を

も
と
め
て
｜

集
英
社
、
一
九
八
九
年
）
が
あ
る
。

19

日
本
霊
異
記

の
テ
キ
ス
ト
は
、
遠
藤
嘉
基
・
春
日
和
男
校
注

日
本
霊
異
記

（
日
本
古
典
文
学
大
系
七
○
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
七

年
に
拠
っ
た
。
引
用
の
際
の
訓
読
も
、
こ
れ
に
従
っ
た
。

20

大
正
新
脩
大
蔵
経

第
五
一
巻
、
七
九
一
頁
上
段
、
四
一
頁
上
〜
中
段
、
七
八
頁
上
段
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
よ
。

21

大
正
新
脩
大
蔵
経

第
五
一
巻
、
八
九
頁
上
段
。

22

現
証

と
い
う
術
語
は
、
華
園
氏
に
よ
る
次
の
論
述
を
踏
ま
え
て
、
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

信
仰
を
共
有
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
（

信
仰
の
事
実

）
は
単
に
過
去
の
、
任
意
の
場
所
で
起
こ
っ
た
偶
然
の
出
来
事
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
自
ら
の
信
仰
の
た
め
の

実
例

と
見
做
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
、
条
件
が
同
じ
な
ら
ば
、
我
が
身

に
も
起
こ
り
得
る
一
つ
の
可
能
性
と
見
做
さ
れ
る
べ
き

聖
な
る
出
来
事

を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
経
典
に
記
さ
れ
た
出
来

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
〇
九



事
と
同
じ
意
味
を
持
つ
出
来
事
が
実
際
に
或
る
場
所
で
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
｜
ま
た
は
そ
の
伝
承
｜
は
、
取
り
も
直
さ
ず
経
典
の
出

来
事
の

現
証

で
あ
り
、
そ
れ
は
経
典
の
真
理
性
を
証
明
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
神
仏
の
霊
験
譚
や
往
生

伝
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
文
献
は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
担
わ
さ
れ
た
も
の
と

え
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
書
承
さ
れ
て
い
く
歴
史
は
、
現
証

に
信
仰
の
拠
を
求
め
て
い
く

現
証

的
信
仰
の
歴
史
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。（
華
園

麿

日
本
古
代
の
仏
教
信
仰
を

め
ぐ
る
正
統
と
異
端
｜

日
本
霊
異
記

に
見
る
霊
力
信
仰
の
世
界
｜

、
一
九
頁
、
括
弧
内
引
用
者
）。

23

法
華
験
記

所
収
話
の

今
昔
物
語
集

へ
の
書
承
関
係
を
、
川
添
昭
二
氏
が
表
に
ま
と
め
て
い
る
。
川
添
昭
二

法
華
験
記

と
そ

の
周
辺
｜
持
経
者
か
ら
日
蓮
へ
｜

（
川
添
昭
二

日
蓮
と
そ
の
時
代

山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
九
年
）、
三
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

24

今
昔
物
語
集

の
テ
キ
ス
ト
は
、
佐
藤
謙
三
校
注

今
昔
物
語
集

（
本
朝
仏
法
部
、
上
・
下
巻
）
角
川
文
庫
（
第
一
八
版
）、
一
九
八

六
年
を
用
い
た
。

25

上
野
尼
御
前
御
返
事

、

定
遺

一
八
九
○
頁
。

26

大
正
新
脩
大
蔵
経

第
九
巻
、
三
一
頁
中
段
、
原
漢
文
。

法
師
品

第
十
の
経
文
。

27

大
正
新
脩
大
蔵
経

第
九
巻
、
三
九
頁
上
段
、
原
漢
文
。

安
楽
行
品

第
十
四
の
経
文
。

28

例
え
ば
、

安
楽
行
品

第
十
四
で
は
、

天
の
諸
の
童
子
は
、
以
て
給
使
を
為
さ
ん
。
刀
杖
も
加
え
ら
れ
ず
、
毒
も
害
す
る
こ
と
能
ず
。

若
し
人
悪
み
罵
ら
ば
、
口
は
則
ち
閉
塞
せ
ん

（

大
正
新
脩
大
蔵
経

第
九
巻
、
三
九
頁
中
段
、
原
漢
文
）
と
あ
り
、
ま
た
、

陀
羅
尼
品

第
二
十
六
で
は
、
二
聖
（
薬
王
菩
薩
・
勇
施
菩
薩
）・
二
天
（
毘
沙
門
天
・
持
国
天
）・
十
羅
刹
女
・
鬼
子
母
神
ら
が
、
釈
尊
滅
後
の
法
華
信

仰
者
・
弘
通
者
に
対
す
る
守
護
を
仏
前
で
誓
っ
て
い
る
。

29

開
目
抄

、

定
遺

六
○
二
頁
。

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の
（
間
宮
啓
壬
）

一
一
〇
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