
霊
魂
観
へ
の
視
座

天
台
僧
侶
と
し
て
の
見
方

渡

辺

明

照

大

正

大

学

一

は

じ

め

に

霊
魂
観
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
筆
者
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
題
に
あ
え
て

天
台
僧
侶

と
し
た

が
、
本
来
、
学
術
発
表
に
お
い
て
セ
ク
ト
色
を
出
す
こ
と
は
好
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し

霊
魂
へ
の
視
座

と
い
う
よ
う
な
現

実
味
を
も
っ
た
議
論
の
場
合
、
む
し
ろ
崇
高
な
教
学
と
生
々
し
い
現
場
と
の
間
に
挟
ま
れ
た
領
域
に
こ
そ
霊
魂
論
の
本
領
が
あ
る
と
言
え

ま
い
か
。
世
間
で
は
、
臨
死
体
験
や
超
常
現
象
で
喧
し
い
。
寺
に
も

先
祖
の
祟
り

の
相
談
が
よ
く
あ
る
。
立
ち
返
れ
ば
、
住
職
の
お

勤
め
の
か
な
り
の
部
分
が

霊
魂

を
め
ぐ
っ
て
の
こ
と
と
な
る
。
葬
式
や
年
回
回
向
の
法
事
を
始
め
、
お
盆
、
彼
岸
の
年
中
行
事
、
果

て
は
祖
師
の
遠
忌
な
ど
、
言
っ
て
み
れ
ば
み
な
、

霊
魂

を
相
手
に
し
て
仕
事
を
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
筆
者
自
身
、
霊
魂
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
確
証
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
霊
魂
は

あ
る

あ
る
い
は

い
る

と
し
て

も
ど
う
い
う
状
態
に
あ
る
か
も
定
か
で
な
い
霊
魂
に
向
か
っ
て
、
ひ
た
す
ら
伝
授
さ
れ
た
作
法
通
り
に
お
勤
め
し
て
い
る
と
言
え
な
く
も

な
い
。
こ
ん
な
頼
り
な
い
筆
者
で
は
あ
る
が
、
住
職
と
い
う
立
場
上
、
少
な
く
と
も
説
明
責
任
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
積
り
で
こ

霊
魂
観
へ
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視
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の
論

を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

引
用
文
献
は
、
カ
ン
ト
や
倶
舎
論
や
天
台
文
献
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
と
い
う
謗
り
は
免
れ
な
い
。
し
か

し
、

説
明
責
任

と
い
う
切
羽
詰
っ
た
課
題
の
論
究
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ご
容
赦
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
近
現
代
の
西
洋
哲

学
と
中
国
天
台
を
学
び
、
ま
た
住
職
と
し
て
宗
教
活
動
の
現
場
に
出
て
い
る
と
い
う
、
少
々
ち
ぐ
は
ぐ
な
組
み
合
わ
せ
だ
か
ら
こ
そ
、

霊
魂

論
に
関
し
て
幅
を
持
た
せ
て
対
応
し
、
ま
た
主
体
的
に
関
わ
れ
る
視
座
を
設
定
で
き
る
、
と
密
か
に
思
っ
て
い
る
。

二

宗
教
活
動
の
現
場
か
ら

筆
者
の
勤
め
る
寺
は
い
わ
ゆ
る
檀
那
寺
、
つ
ま
り
滅
罪
寺
院
と
い
う
部
類
に
入
る
、
葬
式
や
法
事
を
主
な
勤
め
と
し
た
よ
く
見
ら
れ
る

普
通
の
寺
で
あ
る
。
葬
式
に
は
、
柩
に
向
か
っ
て

諦
聴
せ
よ
、
霊
魂
、
云
々

と
呼
び
か
け
て
引
導
を
渡
す
。
故
人
に
戒
名
を
つ
け
そ

れ
を
過
去
帳
に
記
す
。
葬
式
の
後
の
初
三
日
、
初
七
日
、
三
十
五
日
、
四
十
九
日
忌
等
々
の
法
事
で
は
、
位
牌
の
前
で
位
牌
に
聞
か
せ
る

よ
う
に
し
て
読
経
す
る
こ
と
に
な
る
。
普
段
で
も
檀
家
か
ら
の
依
頼
が
あ
れ
ば
塔
婆
を
書
き
経
を
上
げ
る
。
こ
れ
を
俗
に

魂
を
入
れ

る

と
も
言
っ
て
い
る
。
遺
骨
の
収
ま
っ
て
い
る
お
墓
に
行
け
ば
こ
れ
ま
た
聞
か
せ
る
よ
う
に
し
て
経
を
上
げ
る
。
お
盆
に
行
う
大
き
な

行
事
で
は
、
ご
先
祖
が
帰
っ
て
来
る
ん
だ
と
人
に
説
法
し
、
ま
た
施
餓
鬼
会
と
い
う
、
迷
っ
て
い
る
霊
に
施
し
を
す
る
供
養
の
法
要
を
行

う
。こ

れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
亡
き
人
の
為
、
つ
ま
り
先
祖
の
霊
魂
を
中
心
と
し
た
お
勤
め
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
教
理
的
な
意
味
が
あ
り
、

ま
た
習
俗
的
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
心
理
的
背
景
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
作
法
で
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
形
作
ら
れ
て
、
法
務
は
淡
々
と

遂
行
さ
れ
る
。
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ま
た
寺
に
は
霊
魂
に
関
わ
る
相
談
事
が
よ
く
入
る
。
先
祖
の
霊
、
水
子
の
霊
が
祟
っ
て
い
る
か
ら
除
霊
を
し
て
く
れ
、
と
の
依
頼
も
あ

り
、
髪
の
伸
び
る
人
形
や
奇
妙
な
も
の
が
写
っ
て
い
る
写
真
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
よ
く
あ
る
の
は

拝
み
や
さ
ん

な
る
も

の
に
相
談
に
行
っ
て

先
祖
が
祟
っ
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
幽
霊
を
見
た
話
や
臨
死

体
験
の
よ
う
な
話
を
持
っ
て
来
る
客
も
い
る
。
さ
ら
に
筆
者
の
自
坊
は
田
舎
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
霊
感
商
法
に
似
た
よ
う
な
話
は
い
く

ら
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
も
ち
こ
ま
れ
、
体
験
を
さ
せ
ら
れ
、

え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
寺
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で

は
霊
魂
一
つ
に
し
て
も
、
し
っ
か
り
し
た

え
方
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
と
て
も
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
場
で
は
こ
の
よ
う
な

悩
み
を
も
っ
て
い
る
。

他
方
、
人
々
に
は
い
わ
ゆ
る
霊
魂
の
存
在
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ふ
つ
う
の
大
学
生
で
も
、
ク
ラ
ス
の
半
分

以
上
が
輪
廻
転
生
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
調
査
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
教
学
の
講
座
で
勉
強
し
た
こ
と
は
現
場
で
は
あ
ま

り
役
に
立
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
か
実
際
の
現
場
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
人
々
は
恐
ら
く
イ
メ
ー

ジ
で
霊
魂
を
描
い
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
化
の
根
拠
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
と
教
学
と
の
整
合
性
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
教
学
の
用
語
、

会
通

と
か

会
釈

と
い
う
語
を
、
拡
大

し
た
意
味
で
こ
れ
に
当
て
た
い
と

え
て
い
る
。
要
す
る
に
辻
褄
を
合
せ
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。

次
節
で
、
こ
こ
に
主
題
と
す
る
霊
魂
の
存
在
を
、
当
面
、
ど
う

え
た
ら
よ
い
の
か
、
こ
れ
を
定
め
て
お
き
た
い
。
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三

カ
ン
ト
の
霊
魂
論

霊
魂
の
存
在
は
習
俗
や
習
慣
で
は
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ

、
と
言
っ
て
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
霊

魂
で
あ
る
。
臨
死
体
験
や
蘇
生
譚
、
生
ま
れ
変
わ
り
や
取
り
付
か
れ
な
ど
で
語
ら
れ
る
神
秘
体
験
や
超
常
体
験
は
、
誰
に
で
も
あ
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
霊
魂
の
存
在
を
語
り
、
霊
魂
の
存
在
を
前
提
に
し
た
儀
式
や
習
俗
が
行
わ
れ
る
。

霊
魂
は
客
観
的
に

あ
る

と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
対
象
認
識
に
つ
い
て
最
も
理
性
的
か
つ
厳
格
な

察
を
し
た
哲
学
者
と
い
え
る
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
を
も

っ
て
確
か
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

霊
魂
は
あ
る
と
す
れ
ば
、
感
性
で
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
超
感
性
的
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
霊
魂
を
見
た
と
か
肉
体
を
離

れ
た
体
験
が
あ
る
と
か
、
感
性
で
捉
え
ら
れ
た
よ
う
な
話
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
対
象
が
客
観
的
な
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
公

共
性
（
誰
で
も
が
で
き
る
体
験
で
あ
る
こ
と
）
や
再
現
性
（
認
識
し
よ
う
と
思
え
ば
一
定
の
条
件
下
で
い
つ
ど
こ
で
も
で
き
る
）
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
や
は
り
霊
魂
は
特
殊
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
主
著

純
粋
理
性
批
判

に
お
い
て
厳
密
な
認
識
論
を
展
開
し
た
後
、

直
接
、
認
識
で
き
ず
し
か
も
私
た
ち
に
と
っ
て
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
問
題
、
霊
魂
や
自
由
や
神
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
著
の
後
半
部
分

の

弁
証
論

と
い
う
と
こ
ろ
で
論
じ
た
。

霊
魂
と
か
神
の
よ
う
な
超
感
性
的
な
存
在
は
、
私
た
ち
の
ふ
つ
う
の
知
性
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
純
粋
理
性
の
対
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
対
象
を
、
カ
ン
ト
は
先
験
的
対
象
、
超
越
論
的
対
象
と
呼
ん
で
い
る
。
先
験
的
対
象
は

え
る

（
推
理
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
本
当
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
我
々
の
経
験
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
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か
ら
認
識
批
判
を
適
正
か
つ
厳
密
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
現
実
的
な
物
事
を
認
識
す
る
悟
性
の
働
き
、
つ
ま
り

知
る

と
い
う
こ
と
は
、
感
性
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
表
象
を
概
念
と

し
て
、
悟
性
の
規
則
に
従
っ
て
正
し
く
結
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
正
し
い
判
断
や
認
識
に
も
と
づ
い
た
新
し
い
知
識
が
得
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

え
る

と
い
う
働
き
で
あ
る
理
性
は
や
や
も
す
る
と
と
ん
で
も
な
い
架
空
の
も
の
を
で
っ
ち
上
げ
る
こ
と
が

あ
る
。
理
性
は
一
言
で
言
え
ば
推
理
の
能
力
だ
が
、
こ
の
推
理
の
う
ち
の
定
言
的
三
段
論
法
を
用
い
て
霊
魂
が
存
在
す
る
こ
と
を
次
の
よ

う
に
導
き
出
す
。

主
語
と
し
て
よ
り
他
に

え
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
ま
た
主
語
と
し
て
よ
り
他
に
は
実
際
に
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
そ

れ
は
実
体
で
あ
る
。（
大
前
提
）
然
る
に

え
る
も
の
は
、

え
る
も
の
と
し
て
の
み

察
さ
れ
る
限
り
、
主
語
と
し
て
よ
り
他
に

は

え
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。（
小
前
提
）
故
に

え
る
も
の
は
ま
た
主
語
と
し
て
の
み
、
即
ち
実
体
と
し
て
の

み
実
際
に
存
在
す
る
。（
結
論
）
（
注：
傍
線
が
媒

１
概
念
）

こ
の

実
体
と
し
て
存
在
す
る

と
こ
ろ
の

え
る
も
の

が
霊
魂
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
推
理
に
お
い
て

媒
概
念
虚
偽
の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
大
前
提
の
媒
概
念
が
存
在
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
前
提
の
そ
れ
は
論
理
的
な

も
の
で
し
か
な
く
、
判
断
の
結
合
の
橋
渡
し
を
す
る
媒
概
念
が
多
義
的
と
な
っ
て
不
正
を
犯
し
て
誤
っ
た
結
論
を
創
出
し
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
誤
っ
た
結
論
を
確
信
し
た
者
は
、
こ
こ
か
ら
霊
魂
の
、
非
物
質
性
、
不
朽
性
、
人
格
性
、
精
神
性
、
不
滅
性
と
い
う
性
格

を
導
き
出
す
。
し
か
し
正
し
く
認
識
批
判
を
す
れ
ば
こ
れ
ら
は

先
験
的
仮
象

と
言
わ
れ
る
も
の
だ
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
そ
し
て
こ

の
仮
象
が
、
悟
性
の
働
き
を
不
当
に
拡
張
さ
せ
て
、
あ
り
得
な
い
も
の
ま
で
経
験
で
き
る
か
の
よ
う
に
私
た
ち
の
心
を
誘
惑
す
る
。

先
験
的
仮
象
は
、
批
判
の
あ
ら
ゆ
る
警
告
を
無
視
し
て
、
我
々
自
身
を
駆
り
立
て
て
範

の
経
験
的
使
用
を
全
く
超
越
せ
し
め
、
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純
粋
悟
性
を
拡
大
で
き
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
以
て
我
々
の
心
を
釣
ろ
う
と
す
る
も
の
で

２
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
我
々
の
理
性
、

え
る
働
き
に
お
い
て
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

我
々
が
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
自
身
主
観
的
原
則
に
基
づ
き
な
が
ら
こ
れ
を
客
観
的
で
あ
る
と
欺
く
と
こ
ろ
の
、
自
然
の

不
可
避
的
な
錯
覚
で
あ
る

３
…
…
。

だ
か
ら
こ
そ
認
識
批
判
を
行
っ
て
、
過
つ
こ
と
が
な
い
よ
う
、
常
に
用
心
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
迷
妄
に
陥
り
そ
う
な
時
は
、

そ
の
都
度
こ
れ
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
先
験
的
弁
証
論
の
仕
事
は
、
こ
の
仮
象
に
よ
っ
て
欺
か
れ
な
い
よ
う
防
止
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
文
で
確
認
で
き
る
。

先
験
的
弁
証
論
は
、
超
越
的
判
断
が
仮
象
で
あ
る
所
以
を
暴
露
し
、
同
時
に
こ
の
仮
象
に
よ
っ
て
欺
か
れ
な
い
よ
う
防
止
す
る
こ

と
を
も
っ
て
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
は
人
間
の
理
性
に
固
着
し
て
い
て
追
い
払
う
に
も
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
我
々

が
そ
の
迷
妄
を
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
後
に
も
、
な
お
人
間
の
理
性
を
欺
瞞
し
て
、
た
え
ず
瞬
間
的
な
迷
い
に
理
性
を
陥
ら
し
め
る
こ

と
を
止
め
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
都
度
こ
れ
を
取
り
除
く
要
の
あ
る
も
の
で

４
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
霊
魂
に
否
定
的
な
論
調
で
あ
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
は
同
時
に
積
極
的
な
意
義
付
け
も
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
悟
性
の
働

き
、
即
ち
感
性
的
対
象
を

知
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
私
た
ち
は
狭
い
経
験
の
範
囲
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
私
た
ち
は
も

っ
と
大
ら
か
に
し
か
も
深
く

え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
験
を
超
越
す
る

理
念

（
先
験
的
対
象
）
が
そ
の
役
割
を
担
う
。
カ
ン
ト

は
理
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

え
て
い
る
。

悟
性
概
念
か
ら
生
じ
、
経
験
の
可
能
性
を
超
越
す
る
概
念
が

理
念

あ
る
い
は

理
性
概
念

で

５
あ
る
。

私
は
理
念
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
感
官
に
お
い
て
は
こ
れ
に
合
致
す
る
対
象
の
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
必
然
的
な
理
性
概
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念
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
我
々
の
今

究
し
た
純
粋
理
性
概
念
は

先
験
的
理
念

で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
ほ
し
い
ま
ま
に
捏
造
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
理
性
そ
の
も
の
の
本
性
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
…
…
そ
れ
は
結
局
は
超
越
的
で
あ
っ
て
あ
ら

ゆ
る
経
験
の
限
界
を
踏
み
越
え
る
。
…
…
そ
れ
（
理
念
）
は
い
つ
ま
で
も
一
切
の
解
決
か
ら
見
放
さ
れ
た
一
個
の
謎
に
と
ど

６
ま
る

こ
の
よ
う
に
、
理
念
は
、
経
験
を
踏
み
越
え
る
点
で
は
超
越
的
で
謎
め
い
て
お
り
、
い
か
に
も
危
う
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

れ
は
決
し
て
恣
意
的
に
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
理
性
の
本
性
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
精
神
を
拡
大
さ
せ
る
優
れ
た
能
力
な

の
で
あ
る
。

こ
の
認
識
に
お
い
て
、
一
層
よ
く
か
つ
一
層
遠
く
ま
で
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
自
然
概
念
か
ら
実
践
的
概
念
へ

の
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
、
か
く
て
道
徳
的
理
念
そ
の
も
の
に
、
理
性
の
思
弁
的
認
識
と
の
統
一
と
関
連
を
与
え
う
る
こ
と
に
つ
い

て
は
こ
こ
に
ふ
れ

７
な
い
。

つ
ま
り
理
念
は
、
悟
性
に
対
し
て
も
、
認
識
の
道
筋
を
与
え
、
よ
り
遠
く
ま
で
認
識
の
世
界
を
広
め
て
く
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
践

的
概
念
へ
の
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
て
道
徳
的
領
域
に
立
ち
至
ら
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
霊
魂
を
理
念
と
し
て
受
け
止
め
、
か
つ
理
性
的
に
冷
静
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
教

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
検
討
は
理
知
的
な
こ
と
で
済
む
こ
と
だ
ろ
う
か
。
情
念
を
絡
め
た
霊
魂
の
存
在
確
証
も
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

四

意
味
論
的
霊
魂
論

霊
魂
論
の
問
題
の
一
番
の
関
心
事
は
、
己
の
死
ん
だ
後
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
死
後
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
か
ら
、
愛
し
い
家
族
や
大
切
な

霊
魂
観
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人
と
の
死
別
と
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
死
は
、
死
の
宣
告
で
も
さ
れ
な
け
れ
ば
、
あ
ま
り
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
は
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
分
の
死
は
想
像
上
で
し
か
把
握
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
古
哲
の
エ
ピ
ク

ロ
ス
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

生
き
て
い
る
も
の
の
と
こ
ろ
に
は
、
死
は
現
に
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
他
方
、
死
ん
だ
も
の
は
も
は
や

存
し

８
な
い

、
だ
か
ら
怖
れ
る
に
足
り
な
い
、
と
い
う
の
は
、
論
理
的
に
も
現
実
的
に
も
真
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
た
ち
に

と
っ
て

死

は
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
現
実
の
死
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
身
近
な
縁
者
の
死
を
通
し
て

実
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
で
の
霊
魂
論
は
、
断
（
断
絶
）
と
常
（
連
続
）
の
問
題
、
つ
ま
り
生
き
て
い
る
人
が
あ
る
時
を
境
と
し
て
存
在
し
な
く
な
る
、

し
か
し
一
切
が
無
に
帰
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
容
易
に
納
得
が
い
か
な
い
し
、
ど
こ
か
に
ま
だ
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
、
と

い
う
よ
う
な
状
況
の
な
か
に
把
握
さ
れ
る
霊
魂
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
霊
魂
が

え
ら
れ
る
の
を

意
味
論

的

と
す
る
。
分
析
哲
学
な
ど
が
使
う
意
味
論
と
は
違
っ
て
、
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

存
在
の
意
味

と
使
う
よ
う
な

意
味

で

あ
る
。
そ
れ
は
、
ガ
タ
ッ
、
と
音
が
す
る
と
誰
か
が
来
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
ガ
タ
ッ
、
と
い
う
音
よ
り
も

尋
ね

て
き
た

と
い
う
意
味
の
方
を
重
視
す
る
見
方
で
あ
る
。
縄
を
見
て
ヘ
ビ
と
見
間
違
え
る
場
合
、
ヘ
ビ
と
い
う
意
味
の
方
が
先
行
す
る
。

縄
は
別
に
縄
で
な
く
て
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
幽
霊
を
見
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
死
後
存
続
の
あ
り
方
を
捉

え
て
み
た
い
。

死
後
イ
メ
ー
ジ
を
構
想
す
る
理
由
は
、
三
つ
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
自
業
自
得
の
報
い
が
な
い
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
思
い
。

第
二
に
、
一
期
と
い
う
有
限
の
時
間
を
超
え
て
、
後
生
善
処
を
願
う
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
亡
く
な
っ
た
縁
あ
る
人
へ
の
思
い
が
伝
わ

っ
て
ほ
し
い
と
願
う
こ
と
。
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第
一
に
、
長
い
人
生
に
お
い
て
は
、
多
く
の
悔
い
が
残
る
も
の
、
ま
た
多
く
の
罪
も
重
ね
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
罰
の

予
感
も
あ
る
。
ま
た
他
人
に
つ
い
て
も
、
図
々
し
い
悪
人
に
は
報
い
や
バ
チ
が
あ
っ
て
当
然
だ
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
ま
た
故
人
が
果

た
し
得
な
か
っ
た
悔
し
さ
や
口
惜
し
さ
を
思
え
ば
、
う
か
ば
れ
な
い
と
い
う
思
い
を
も
つ
。
そ
れ
ら
は
、

死
ん
だ
ら
す
べ
て
終
り

と

い
う
こ
と
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
悔
い
や
憤
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
死
後
設
定
の
第
一
の
理
由
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
霊
魂
の
慰
め
や
滅
罪
と
い

う
葬
式
の
作
法
が
意
義
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
正
し
い
生
き
方
を
す
れ
ば
必
ず
後
生
に
お
い
て
報
わ
れ
る
、
ま
た
、
故
人
に
は
報
わ
れ
て
ほ
し
い
、
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

功
徳
を
積
む
こ
と
が
こ
の
世
で
間
に
合
わ
な
か
っ
た
人
に
は
、
追
っ
掛
け
、
引
導
作
法
に
よ
っ
て
要
句
を
与
え
、
戒
を
授
け
て
、
後
生
善

処
を
確
か
に
す
る
こ
と
を
目
論
む
。
予
修
、
逆
修
の
類
は
こ
の
範

に
入
る
。

第
三
に
、
縁
者
が
亡
く
な
っ
て
も
遺
族
に
と
っ
て
心
の
整
理
は
な
か
な
か
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
今
ご
ろ
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、

と
か
、
辛
く
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
か
、
い
ろ
い
ろ

え
る
。
同
時
に
、
こ
ん
な
に
思
い
を
か
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
何
と
か
し
て

伝
え
た
い
、
届
け
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。
三
十
五
日
や
四
十
九
日
、
一
周
忌
な
ど
の
数
あ
る
法
事
は
そ
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
人
々
が
法
要
を
行
お
う
と
す
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
業
報
と
滅
罪
へ
の
関
心
、
後
生
善
処
へ
の
関
心
、
あ
の
世
と
の
連
続
性
へ
の
関
心
が
、
い
わ
ば
霊
魂
を
設
定
す
る
根
拠

と
な
っ
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。

五

死
後
イ
メ
ー
ジ

滅
罪
寺
院
の
一
番
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
勤
め
は
葬
儀
と
法
事
で
あ
る
。
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
け
れ
ば
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一
つ
一
つ
の
法
務
に
心
が
こ
も
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
来
、
仏
教
に
は
中
有
あ
る
い
は
中
陰
の
説
が
あ
り
、

四
有

と
い
う
四
つ
の
存

在
様
態
で
説
明
さ

９
れ
る
。
普
通
、
四
十
九
日
間
が
中
陰
と
さ
れ
る
が
、
中
陰
の
存
在
は
仏
教
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
世
尊
自
ら
中
陰
に

入
り
、
八
十
億
の
中
陰
の
衆
生
の
前
で
お
説
教
す
る
と
い
う

中
陰
経

と
い
う
お
経
も
あ
る
く
ら
い
で

10
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
は
こ
の
中
陰
の
期
間
が
あ
ま
り
定
か
で
は
な
い
。
世
親
の

倶
舎
論

を
見
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

尊
者
世
友
言
は
く
、

此
の
極
多
は
七
日
な
り
。
若
し
生
縁
未
だ
合
は
ざ
れ
ば
、
便
ち
数
ば
死
し
数
ば
生
ず

と
。
有
余
師
言
は

く
、

極
は
七
七
日
な
り

と
。
…
…
定
限
無
し
。
生
縁
未
だ
合
は
ざ
れ
ば
、
中
有
は
恒
に

11
存
す

。

七
日
説
、
七
七
日
説
が
あ
る
と
い
う
が
、
決
定
的
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
本
邦
編
纂
の
葬
式
法
事
指
南
の
書
、

無
縁
慈
悲
集

に
は
、
善
業
功
徳
の
積
み
方
に
よ
っ
て
生
処
の
定
ま
り
方
は
、
七
日
、
十
五
日
、
四
十
九
日
と
多
種
あ
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
す
る
と
、

人
死
し
て
後
、
上
根
の
人
に
有
り
て
は
七
日
の
内
に
生
所
定
ま
る
。
中
根
の
人
は
十
五
日
に
生
処
を
定
む
、
下
根
の
人
は
四
十
九

日
の
内
に
生
処
を
定
る

12
な
り
。

七
日
を
区
切
る
事
例
は

梵
網
経

で
も
説
明
で
き
る
。

常
に
七
日
を
以
て
仏
前
に
懺
悔
す
べ
し
、
好
相
を
見
る
こ
と
を
得
な
ば
便
ち
受
戒
を
え
ん
。
若
し
好
相
を
得
ず
ん
ば
、
應
に
二
七
、

三
七
、
乃
至
一
年
に
も
要
ず
好
相
を
得

13
べ
し
。

つ
ま
り
、
葬
式
は
戒
を
授
け
て
往
生
や
成
仏
を
願
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
文
言
に
意
味
が
出
て
く
る
。
好
相
を
得
る
こ
と
を
も
っ

て
、
象
徴
的
に
戒
の
成
就
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
七
日
目
毎
に
区
切
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
生
前
に
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
葬
式
に
お
い
て
急
ぎ
戒
を
授
け
、
そ
の
後
の
精
進
の
進
行
の
程
度
を
み
る
、

と
い
う
ふ
う
に

あ
の
世

と
の
連
続
性
に
お
い
て
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
ま
ず
、
中
陰
の
期
間
さ
え
あ
ま
り
明
確
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
一
般
に
あ
の
世
に
到
達
す
る
四
十
九
日
間
は
、
精
進
を

し
て
往
生
の
旅
を
続
け
る
、
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仕
方
で
、
山
登
り
に
擬
え
て
、
逝
く
人
の
ご
苦
労
を
思
い
遣
る
こ
と
も
で

き
る
。
こ
れ
に
は

十
王
経

や
そ
れ
に
関
わ
る
十
三
仏
思
想
が
背
景
を
な
し
て
い
る
。

十
王
経

に
は
十
王
の
審
判
を
始
め
さ
ま
ざ

ま
な
お
話
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
今
は
省
略
す
る
と
し
て
、
次
に
、
冥
途
を
旅
す
る
亡
者
の
姿
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
か
、
確
か
め
て
お
き
た
い
。

先
の

倶
舎
論

か
ら
の
引
用
だ
が
、
中
有
の
形
は
そ
の
人
の
生
前
の
姿
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

所
起
の
中
有
の
形
状
は
如
何
。
頌
に
曰
く
、
此
は
一
業
の
引
く
が
故
に
、
當
の
本
有
の
形
の

14
如
し
。

ま
た
次
の
よ
う
に
、
感
覚
器
官
も
生
前
と
同
様
に
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
死
出
の
旅
路
も
十
王
の
刑
罰
も
よ
く
よ
く
身
に
し
み

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
女
の
区
別
も
あ
る
と
い
う
。

欲
の
中
有
（
欲
界
の
本
有
に
往
く
べ
き
中
有
）
の
量
は
、
小
児
の
年
五
六
歳
の
如
し
と
雖
も
、
而
も
根
は
明
利

15
な
り
。

一
切
の
中
有
は
皆
五
根
を

16
具
す
。

必
ず
中
有
の
非
男
非
女
無
し
。
中
有
の
身
は
、
果
な
ら
ず
根
を
具
す
る
を
以
て
の

17
故
に
。

人
間
は
欲
界
の
衆
生
だ
か
ら
、
衣
は
剝
ぎ
取
ら
れ
、
裸
同
然
。
地
獄
図
な
ど
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
亡
者
の
姿
で
あ
る
。

色
界
の
中
有
は
量
円
満
す
る
こ
と
本
有
の
如
く
、
衣
と
倶
に
生
ず
。

愧
の
増
せ
る
が
故
に
。
菩
薩
の
中
有
も
亦
衣
と
倶
な
り
。

…
…
所
余
の
欲
界
の
中
有
は
衣
無
し
。
皆
増
長
の
無

愧
に
由
る
が

18
故
に
。

ま
た
、
冥
途
を
歩
い
て
い
く
の
だ
か
ら
食
べ
物
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

倶
舎
論

の
次
の
引
用
に
よ
る
と

細
の
食

つ
ま
り
お
香
が

亡
者
の
食
べ
物
だ
と
言
う
。
忌
中
に
お
線
香
は
絶
や
せ
な
い
道
理
で
あ
る
。
亡
者
の
こ
と
を
食
香
と
い
う
と
き
も
あ
る
。

霊
魂
観
へ
の
視
座
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辺
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欲
界
の
中
有
の
身
は
、
段
食
に
資
け
ら
る
る
や
不
や
。
段
食
に
資
け
ら
る
と
雖
も
、
然
も
細
に
し
て
麁
に
非
ず
。
其
細
と
は
何
ん
。

謂
く
、
唯
香
気
な
り
。
斯
に
由
る
が
故
に
、
健
達
縛
の
名
を
得

19
た
り
。

冥
途
の
旅
路
は
人
間
ば
か
り
で
な
く
、
有
象
無
象
の
生
き
物
が
道
中
を
共
に
し
て
い
る
。
亡
者
に
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
光
景
に
映
る

か
。

此
中
有
の
身
は
、
同
類
の
み
相
見
る
も
、
若
し
極
浄
天
眼
を
修
得
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
亦
能
く
見
る
こ
と
を
得
。
…
…
有
余
師
は

説
か
く
、

天
の
中
有
の
眼
は
、
具
足
し
て
能
く
五
趣
の
中
有
を
見
、
人
、
鬼
、
傍
生
、
地
獄
の
中
有
は
、
四
と
三
と
二
と
一
と
を

見
る
。
謂
く
、
自
と
下
に
し
て
上
を
除
く

20と
。

こ
の
引
用
か
ら
す
る
と
、
天
人
は
天
眼
を
持
っ
て
い
る
か
ら
す
べ
て
が
見
え
る
が
、
人
間
の
場
合
は
そ
の
肉
眼
で
は
人
間
以
下
の
も
の

し
か
見
え
な
い
。
そ
の
他
の
生
類
は
各
々
そ
れ
以
下
の
者
を
見
る
と
い
う
。
道
中
、
餓
鬼
や
畜
生
や
地
獄
の
生
者
が
見
え
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
も
空
恐
ろ
し
い
。
い
っ
た
い
亡
者
に
は
、
人
間
以
外
の
生
類
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
次
の
引
用
。
こ
の
説

明
に
よ
る
と
、
餓
鬼
、
畜
生
は
そ
の
姿
が
人
間
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
と
言
う
。
地
獄
の
生
類
も
勿
論
人
間
の
姿
で
あ
り
、
し
か
も
逆
立

ち
し
て
旅
し
て
い
る
。

人
、
鬼
、
傍
生
の
中
有
は
、
行
相
還
人
等
の
如
し
。
地
獄
の
中
有
は
、
頭
を
下
に
足
を
上
に
し
て
、
其
中
に
顚
墜
す
。
故
に
伽
他

に
説
か
く
、
地
獄
に
顚
墜
す
る
と
き
は
、
足
を
上
に
し
て
、
其
中
に
頭
を
下
に
帰
す
。
諸
仙
と
寂
を
楽
む
と
苦
行
を
修
す
る
と
を
毀

謗
す
る
に

21
由
る
。

六
道
そ
れ
ぞ
れ
の
亡
者
は
ど
の
よ
う
に
転
生
し
て
い
く
の
か
。
そ
の
有
り
様
を

倶
舎
論

の
次
の
各
説
明
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

有
が
説
か
く
、

転
じ
て
相
似
の
類
の
生
を
受
く
。

22
…
…
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今
次
に
當
に
説
く
べ
し
、
若
し
湿
生
の
者
な
ら
ば
、
香
に
染
す
る
が
故
に
生
ず
。
謂
く
、
遠
く
生
処
の
香
気
を
嗅
知
し
て
、
便
ち

愛
染
を
生
じ
、
彼
に
往
い
て
生
を
受
く
る
な
り
。
業
の
所
應
に
随
ひ
て
香
に
浄
穢

23
有
り
。

若
し
化
生
の
者
な
ら
ば
、
処
に
染
す
る
が
故
に
生
ず
。
謂
く
、
遠
く
當
の
生
処
た
る
べ
き
所
を
観
知
し
て
、
便
ち
愛
染
を
生
じ
、

彼
に
往
い
て
生
を
受
く
る
な
り
。
業
の
所
應
に
随
ひ
て
、
処
に
浄
穢

24
有
り
。

こ
れ
ら
の
説
明
に
よ
る
と
四
生
（
胎
・
卵
・
湿
・
化
）
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
も
の
へ
生
ま
れ
変
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
、
よ
く
言
わ

れ
る
、
地
獄
に
落
ち
る
、
と
か
餓
鬼
道
に
落
ち
る
、
と
い
う
こ
と
は
大
変
稀
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
同
類
が
同
類
に

転
生
す
る
と
い
う

倶
舎
論

の
方
が
現
実
に
叶
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

倶
舎
論

に
よ
れ
ば
、
次
の
引
用
の
よ
う
に
中
有
を

求
生

と
も
名
づ
け
て
い
る
。

復
求
生
と
説
く
は
、
何
に
目
く
る
所
と
為
ん
や
。
此
は
中
有
に
目
く
。
…
…
常
に
喜
び
て
當
に
生
ず
べ
き
処
を
尋
察
す
る
が

25
故
に
。

先
旧
の
諸
師
は
是
の
如
き
説
を
作
さ
く
、

先
に
彼
を
感
ず
べ
き
業
を
造
り
し
時
の
己
身
の
伴
類
を
見
る
に
由
り
て
、
馳
せ
往
い

て
彼
に
赴
く

26と
。

つ
ま
り
自
ら
後
生
の
生
処
を
捜
し
求
め
る
も
の
だ
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
感
ず
る
業
と
同
じ
よ
う
な
輩
を
嗅
ぎ
付
け
て
、

そ
れ
に
付
い
て
行
っ
て
し
ま
い
、
同
類
の
世
界
に
転
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
人
間
が
人
間
以
外
に
転
生
す
る
と
い
う
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
は

倶
舎
論

で
、
不
十
分
な
が
ら
形
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
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六

極
楽
往
生
と
観
心
釈

自
宗
の
こ
と
と
な
っ
て
恐
縮
だ
が
、
天
台
宗
の
多
く
の
寺
院
で
は
、
死
後
、
極
楽
往
生
し
先
祖
の
世
界
に
到
達
す
る
、
と
い
う
形
を
と

っ
て
法
務
を
遂
行
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
重
大
な
問
題
が
起
る
。
阿
弥
陀
信
心
者
の
念
仏
行
者
に
は
、
今
述
べ
た
中
陰
と
い
う
期
間
に
、

倶
舎
論

や

十
王
経

の
説
く
よ
う
な
要
素
が
ま
っ
た
く
入
る
余
地
が
な
い
。
先
ほ
ど
の

無
縁
慈
悲
集

か
ら
引
用
し
よ
う
。

念
仏
往
生
の
人
は
金
台
に
乗
じ
て
佛
刹
に
到
る
。
故
に
経
に
曰
く
、

弾
指
の
頃
、
彼
國
に
往
生
す
る
が
如
し

と
。
念
仏
の
行

人
は
臨
終
の
時
節
、
佛
の
来
迎
に
預
る
。
息
截
断
の
端
的
極
楽
無
為
の
宝
処
に

27
入
る
。

念
仏
の
行
人
は
臨
終
の
時
、
仏
の
来
迎
に
与
る
。
し
か
も
弾
指
の
間
（
指
を
ぱ
ち
ん
と
鳴
ら
す
く
ら
い
の
瞬
間
）
に
極
楽
往
生
す
る
の
だ

か
ら
、
冥
途
の
旅
路
は
経
験
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
十
王
も
十
三
仏
も
そ
の
出
番
は
全
く
な
く
な
る
。
初
七
日
も
三
十
五
日
も
四

十
九
日
の
法
要
も
そ
の
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
困
る
の
で
、
寺
の
法
務
の
手
引
き
集
の
よ
う
な
書

福
田
殖
種
纂
要

の
結

論
、
つ
ま
り
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
次
の
よ
う
な
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

今
経
旨
を
尋
ぬ
る
に
極
善
極
悪
に
は
中
有
無
し
。
既
に
中
有
の
身
を
受
く
る
は
即
ち
中
下
品
の
善
悪
の
業
な
り
。
故
に
論
に
云
く
、

余
業
転
ず
べ
し
、
と
。
世
の
七
日
七
日
の

福
の
如
き
は
是
れ
中
有
の
身
、
死
生
の
際
だ
に
善
を
以
て
追
ひ
助
け
、
中
有
の
種
子
を

し
て
転
じ
て
悪
趣
に
生
ぜ
ざ
ら
し
む
が
故
に
、
之
に
由
て
此
日
の
福
、
闕
怠
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
問
ふ
、
此
の
中
陰
の
勤
め
凡
聖
に

通
づ
る
や
。
答
ふ
、
通
ず
べ
し
。
問
ふ
、
文
に
、
極
善
極
悪
無
中
有
と
云
ふ
。
爾
ば
唯
凡
人
の
み
に
用
ふ
べ
し
。
答
ふ
、
此
の
勤
め

冥
途
の
善
と
成
す
が
故
に
、
善
悪
の
人
に
依
る
べ
か
ら
ず
。
上
に
如
来
よ
り
、
下
、
凡
庶
に
至
る
ま
で
為
に
之
を
修
す
べ
き

28
な
り
。

つ
ま
り
、
極
善
極
悪
に
は
中
有
は
な
い
。
中
有
の
身
を
受
け
る
の
は
中
下
品
の
善
悪
の
業
だ
、
と
言
い
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
往
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生
の
た
め
の
積
善
と
な
る
の
だ
か
ら
、
聖
人
も
凡
人
も
み
な
供
養
を
し
た
方
が
良
い
、
と
い
う
よ
う
な
、
そ
れ
こ
そ
い
い
加
減
な
結
論
で

あ
る
。

さ
て
最
後
に
、
阿
弥
陀
仏
国
土
に
い
る
衆
生
は
私
た
ち
の
先
祖
と
言
え
る
の
か
、
ま
た
、
あ
の
世
に
逝
っ
た
先
祖
は
私
た
ち
と
い
か
な

る
関
わ
り
が
あ
り
得
る
の
か
、
と
い
う
、
さ
ら
に
一
段
と
難
し
い
問
題
に
直
面
す
る
。
ま
ず
、
阿
弥
陀
経
の
有
名
な
倶
会
一
処
の
く
だ
り

だ
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

舎
利
弗
、
衆
生
の
聞
か
ん
者
は
、
応
当
に
発
願
し
て
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
願
ふ
べ
し
。
所
以
は
何
ん
、
是
の
如
き
の
諸
の
上

善
の
人
と
倶
に
一
処
に
会
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
な
り
。
…
…
こ
の
故
に
舎
利
弗
、
諸
の
前
男
子
、
善
女
人
に
し
て
若
し
信
ず
る
こ
と

有
ら
ん
も
の
は
、
應
當
に
発
願
し
て
彼
の
国
土
に
生
ず

29
べ
し
。

私
た
ち
が
阿
弥
陀
仏
国
土
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
願
え
ば
、
と
も
に
一
処
に
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
弥
陀
仏
の
方
も
次
の
よ
う
に
、

迎
え
に
来
て
く
れ
る
。

其
の
人
命
終
の
時
に
臨
ん
で
阿
弥
陀
佛
、
諸
の
聖
衆
と
と
も
に
其
の
前
に
現
在
し
た

30
ま
ふ
。

そ
し
て
極
楽
に
い
る
衆
生
の
生
活
ぶ
り
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
結
構
忙
し
い
の
で
あ
る
。

そ
の
土
の
衆
生
、
常
に
清
旦
を
以
て
、
各
衣

を
以
て
衆
の
妙
華
を
盛
り
、
他
方
十
万
億
の
佛
を
供
養
し
た
て
ま
つ
り
、
即
ち
食

時
を
以
て
本
国
に
還
り
到
っ
て
飲
食
経

31
行
す
。

阿
弥
陀
経
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逝
っ
て
し
ま
っ
た
人
が
本
当
に
、
先
祖
と
い
う
在
り

方
で
、
私
た
ち
現
世
の
人
と
縁
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
は
ま
だ
明
確
と
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
観
心
を
逞
し
く
し
て
、
こ
こ
か
ら
私
た
ち
が
求
め
る
も
の
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

往
生
要
集

を
著
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し
た
あ
の
浄
土
教
の
専
門
家
、
恵
心
僧
都
源
信
の
観
心
に
助
け
を
求
め
た
い
。
源
信
は
、
教
相
門
を
重
視
す
る
檀
那
流
に
対
し
て
、
観
心

を
旨
と
し
た
教
学
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
そ
の
方
法
が
観
心
釈
で
あ
る
。

又
彼
の
土
の
衆
生
は
語
黙
作
作
の
威
儀
進
止
、
①
無
障
無
礙
に
し
て
縦
任
自
在
な
り
。
或
は
七
宝
の
山
の
間
に
住
し
て
寂
然
宴
黙

し
、
或
は
衆
宝
の
樹
下
に
在
り
て
読
誦
解
説
し
、
或
は
飛
梯
を
渡
り
て
伎

を
作
し
、
或
は
虚
空
に
騰
り
て
神
変
を
現
じ
、
或
は
蓮

台
の
上
に
坐
し
て
互
に
宿
命
の
事
を
説
き
、
或
は
②
新
生
の
人
を
慰
問
す
。
自
行
を
先
に
せ
ず
し
て
、
専
ら
化
他
に
在
り
。
或
る
時

は
観
音
勢
至
に
伴
ひ
て
、
語
る
所
は
十
方
諸
佛
の
利
生
の
方
便
に
あ
り
。
或
る
時
は
普
賢
文
殊
に
従
ひ
て
、
議
る
所
は
三
有
の
衆
生

の
抜
苦
の
因
縁
に
あ
り
。
③
議
し
已
ん
ぬ
れ
ば
縁
を
追
ふ
て
去
り
、
語
り
已
ん
ぬ
れ
ば
楽
に
随
っ
て
往
く
。
④
世
世
の
父
母
の
六
道

に
沈
め
る
や
、
意
に
任
せ
て
引
導
し
、
生
生
の
知
識
の
四
生
に
在
る
や
、
思
ひ
に
随
っ
て
教

32
誡
す
。

要
を
取
っ
て
説
明
す
る
と
、
①
彼
の
土
の
衆
生
は
自
由
自
在
、
好
き
な
と
こ
ろ
に
い
つ
で
も
行
け
る
。
②
民
間
の
言
い
伝
え
で
は
百
か

日
に
は
先
祖
に
会
え
る
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
。
③

縁
あ
る
も
の

に
子
孫
も
含
む
と

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
④
親
で
も
知
人
で
も
思
い
通
り
に
縁
者
を
助
け
に
行
く
こ
と
さ
え
で
き
る
。

源
信
の

真
如
観

で
は
、
神
通
力
を
駆
使
し
て
、
娑
婆
の
故
郷
に
帰
っ
て
、
有
縁
に
ご
利
益
を
授
け
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
あ
る
。

極
楽
に
生
じ
て
三
十
二
相
を
具
し
て
、
神
通
自
在
に
し
て
十
方
世
界
に
遊
び
、
佛
を
供
養
し
衆
生
を
教
化
し
、
娑
婆
の
古
郷
に
返

り
て
、
最
初
に
有
縁
無
縁
を
利
益
せ
ん
こ
と
極
め
て
近
き

33
な
り
。

ま
た
、
先
祖
に
関
わ
る
記
述
で
は
、
次
の
よ
う
な

往
生
要
集

の
文
言
も
あ
る
。

も
し
極
楽
に
生
る
れ
ば
、
智
慧
高
く
明
ら
か
に
し
て
神
通
洞
く
達
し
、
世
々
生
々
の
恩
所
・
知
識
、
心
の
随
に
引
接
す
。
天
眼
を

以
て
生
処
を
見
、
天
耳
を
以
て
言
音
を
聞
き
、
宿
命
智
を
以
て
そ
の
恩
を
憶
ひ
、
他
心
智
を
以
て
そ
の
心
を
了
り
、
神
境
通
を
以
て
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随
逐
・
変
現
し
、
方
便
力
を
以
て
教
戒
・
示
導
す
。
平
等
経
に
云
ふ
が
如
し
。
か
の
土
の
衆
生
は
、
皆
自
ら
そ
の
前
世
に
従
来
せ
し

所
の
生
を
知
り
、
及
び
八
方
・
上
下
、
去
来
・
現
在
の
事
を
知
り
、
か
の
諸
天
・
人
民
、

飛
・

動
の
類
の
、
心
意
に
念
ふ
所
、

口
に
言
は
ん
と
欲
す
る
所
を

34
知
る
。

天
眼
を
以
て
生
処
を
見
る
、
あ
る
い
は
、
自
ら
そ
の
前
世
に
従
来
せ
し
所
の
生
を
知
る
、
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も
な
く
先
祖
の
こ
と
で
は

な
い
か
。

ま
た
次
の
文
で
も
そ
れ
を
確
認
で
き
る
。

ま
た
華
厳
経
の
普
賢
の
願
に
云
く
、
…
…
我
既
に
か
の
国
（
承
前
し
て
阿
弥
陀
国
）
に
往
生
し
已
れ
ば
現
前
に
こ
の
大
願
を
成
就

し
一
切
円
満
し
て
尽
く
余
す
こ
と
な
く
一
切
衆
生
界
を
利
楽
せ
ん
、
と
。
無
縁
す
ら
な
お
し
か
り
。
い
わ
ん
や
結
縁

35
を
や
。

で
は
な
ぜ
極
楽
を
選
択
す
る
の
か
。
宗
旨
や
宗
教
に
よ
っ
て
逝
く
べ
き
世
界
も
全
く
違
っ
て
い
る
。
極
楽
選
択
は
あ
る
意
味
、
執
着
と

は
な
ら
な
い
か
。
源
信
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
往
生
は
仮
諦
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

凡
そ
諸
法
の
道
理
は
三
諦
に
過
ぎ
ず
、
空
・
中
に
入
り
て
は
娑
婆
の
妄
執
を
蕩
か
し
、
仮
諦
に
出
で
て
は
西
方
の
佛
土
を
欣
ひ
、

自
他
の
依
正
に
遍
じ
、
凡
聖
の
因
果
に
亘
っ
て
、
常
に
三
諦
の
観
を
作
し
て
凡
夫
の
迷
情
を
破
す
べ
き

36
な
り
。

前
に
空
に
入
り
て
は
娑
婆
の
執
を
離
れ
、
仮
に
出
で
て
は
極
楽
の
土
を
欣
ふ
べ
し
と
勧
め
し
は
、
乍
ら
く
極
楽
は
空
観
の
境
に
非

ざ
る
に
似
た
り
。
然
り
と
雖
も
既
に
亡

三
千
と
云
ふ
、
何
ぞ
忽
ち
に
弥
陀
の
依
正
に
滞
せ

37
ん
や
。

即
ち
、
往
生
を
願
う
の
は
仮
諦
で
あ
り
、
拘
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
あ
る
。
そ
の
点
で
確
か
に
、
空
観
は
重
要
で
あ
る
。

凡
そ
衆
罪
を
懺
悔
す
る
の
要
は
、
理
性
の
空
を
観
ず
る
に
如
く
は
莫
し
。
…
…
（
中
略
）
…
…
穢
土
の
執
を
遣
り
て
浄
国
の
生
を

受
け
ん
こ
と
は
、
偏
に
空
観
の
力
に
依
る
べ
き

38
な
り
。
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む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
、
往
生
の
力
は
空
観
に
よ
る
。
さ
ら
に
加
え
る
に
、
一
心
三
観
、
一
境
三
諦
、
一
念
三
千
の
道
理
を
用
い
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

仮
諦
の
三
千
と
理
体
と
本
隔
て
無
け
れ
ば
、
心
を
摂
め
て
思
惟
す
る
に
妄
想
漸
く
蕩
け
、
父
母
所
生
の
身
に
十
界
の
依
正
を
現
ず
。

是
を
以
て
四
土
は
本
是
れ
一
に
し
て
、
三
身
は
法
界
に
遍
ぜ
り
。
我
が
身
即
ち
弥
陀
、
弥
陀
即
ち
我
が
身
な
れ
ば
、
娑
婆
即
ち
極
楽
、

極
楽
即
ち
娑
婆

39
な
り
。

こ
の
よ
う
に
観
心
を
用
い
れ
ば
、
諸
法
は
宛
然
と
し
て
互
具
互
融
し
て
、
四
土
は
一
つ
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
理
を
背
景
に
具
え
て

お
け
ば
、
後
生
は
ど
こ
の
仏
国
土
で
も
構
わ
な
い
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
に
行
く
べ
き
か
、
そ
れ
は
各
々
が
自
ら
決
め
れ
ば
よ
い

こ
と
、
と
い
う
こ
と
も
念
仏
行
者
源
信
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

注１

カ
ン
ト

純
粋
理
性
批
判

B
410f.

翻
訳
は
高
峯
一
愚
訳
（

世
界
の
大
思
想

10
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
四
〇
年
八
月
刊
）
に
概
ね
従

う
。（

）
と
傍
線
は
筆
者
の
挿
入
。
以
下
、
同
様
。

２

同
書B

352

３

同
書B

354

４

同
書B
354f.

５

同
書B

377

６

同
書B

384

７

同
書B

386

８

出
隆
他
訳

エ
ピ
ク
ロ
ス

岩
波
文
庫
、
昭
和
三
四
年
四
月
刊
、
六
八
頁
。

９

四
有
と
は
、
本
有

死
有

中
有

生
有
、
の
輪
廻
す
る
生
存
の
四
形
態
。
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10

中
陰
経

二
巻
は

大
正
新
修
大
蔵
経

第
一
二
巻
（
寶
積
経
下
・
涅
槃
部
全
）
一
〇
五
八
頁
所
収
。

11

倶
舎
論
第
一

國
譯
大
蔵
経
二
九
五
頁
。

12

無
縁
慈
悲
集

寛
政
三
年
一
二
月
撰
の
復
刻
版
。
天
台
宗
布
教
師
連
盟
、
関
信
越
協
議
会
刊
。
三
九

四
〇
頁
。

13

梵
網
経

。
引
用
は

天
台
宗
聖
典

（
昭
和
六
一
年
復
刻
）
に
よ
る
。
四
一
節
四
八
八
頁
。

14

倶
舎
論
第
一

巻
第
九
國
譯
大
蔵
経
二
九
〇
頁
。

15

同
書
二
九
一
頁
。（

）
は
筆
者
の
挿
入
。

16

同
書
二
九
三
頁
。
下
線
は
筆
者
の
挿
入
。
以
下
同
様
。

17

同
書
二
九
七
頁
。

18

同
書
二
九
二
頁
。

19

同
書
二
九
四
頁
。

20

同
書
二
三
九
頁
。

21

同
書
二
九
八
頁
。

22

同
書
二
九
六
頁
。

23

同
書
二
九
七
頁
。

24

同
書
二
九
八
頁
。

25

同
書
三
五
一
頁
。

26

同
書
二
九
八
頁
。

27

無
縁
慈
悲
集

四
〇
頁
。

28

福
田
殖
種
纂
要

巻
之
十
そ
の
二
、

葬
後
中
陰
等
之
事

の
段
。
茨
城
教
区
布
教
師
会
、
昭
和
六
〇
年
刊
行
。

29

佛
説
阿
弥
陀
経

天
台
宗
聖
典
、
六
〇
三
頁
。

30

同
書
六
〇
三
頁
。

31

同
書
六
〇
二
頁
。

32

源
信

観
心
略
要
集

、
天
台
宗
聖
典
、
六
一
三
頁
。
①
〜
④
は
筆
者
の
挿
入
。
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33

源
信

真
如
観

天
台
宗
聖
典
、
六
六
〇
頁
。

34

源
信

往
生
要
集

。
日
本
思
想
体
系
６
、
岩
波
書
店
、
六
五
頁
。

35

同
書
六
五
頁
。（

）
は
筆
者
の
挿
入
。

36

源
信

観
心
略
要
集

、
天
台
宗
聖
典
、
六
一
六
頁
。

37

同
書
六
一
九
頁
。

38

同
書
六
三
三
頁
。

39

同
書
六
一
八
頁
。
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