
『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

二

『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

水
仙
の
彼
方
に

レ
し
　
　
□

」
↓
　
　
　
ノ

秋
　
雄

〈
水
仙
の
作
り
花
〉
に
つ
い
て

　
『
た
け
く
ら
べ
』
は
結
末
に
信
如
と
美
登
利
の
次
の
よ
う
な
別
れ
を
語
っ
て

終
わ
る
。

　
龍
華
寺
が
我
が
宗
の
修
行
の
庭
に
立
出
る
風
説
を
も
美
登
利
は
絶
え
て
聞
か

　
ざ
り
き
、
有
し
意
地
を
は
其
ま
・
に
封
じ
込
め
て
、
此
慶
志
ば
ら
く
の
怪
し

　
き
現
象
に
我
身
を
わ
か
身
と
思
は
れ
ず
、
唯
何
事
も
恥
か
し
う
の
み
あ
る
に
、

　
或
る
霜
の
朝
水
仙
の
造
り
花
を
格
子
門
の
際
よ
り
さ
し
入
れ
置
き
し
者
の
有

　
け
り
、
誰
れ
の
慮
業
と
知
る
者
な
け
れ
ど
も
、
美
登
利
は
何
故
と
な
く
な
っ

　
か
し
き
思
ひ
に
て
違
ひ
棚
の
一
輪
ざ
し
に
い
れ
て
淋
し
く
清
き
姿
と
愛
て
け

　
る
が
、
聞
く
と
も
無
し
に
伝
へ
聞
く
其
明
け
の
日
は
信
如
か
何
が
し
の
学
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
に
袖
の
色
か
へ
ぬ
へ
き
当
日
成
し
と
ぞ
。

　
こ
の
場
面
の
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
を
格
子
門
の
外
か
ら
さ
し
入
れ
た
の
は
誰
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
か
と
い
う
点
に
っ
い
て
、
信
如
と
断
定
し
て
い
る
先
行
研
究
は
多
い
。
し
か

し
な
が
ら
「
た
け
く
ら
べ
」
の
結
び
の
本
文
か
ら
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
の
贈
り

主
を
限
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
一
葉
特
有
の
暖
味
表
現
で
語

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
い
将
来
、
遊
女
に
身
を
落
と
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
美

登
利
の
哀
れ
な
運
命
を
予
感
す
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
七
章
の
運
動
会
の
折
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

美
登
利
が
信
如
に
与
え
た
〈
紅
の
絹
は
ん
け
ち
〉
、
士
二
章
の
下
駄
の
前
鼻
緒

と
し
て
美
登
利
が
差
し
出
し
た
〈
紅
入
り
友
仙
の
雨
に
ぬ
れ
て
、
紅
葉
の
形
の

　
　
　
　
　

う
る
は
し
き
〉
端
切
れ
に
対
す
る
信
如
の
返
礼
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望

が
強
く
働
く
。
紅
と
白
の
対
照
の
鮮
や
か
さ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
苦
界
に
身
を

沈
め
る
美
登
利
が
子
供
の
時
間
を
き
っ
ぱ
り
と
思
い
切
れ
る
の
は
、
信
如
か
ら

の
手
向
け
以
外
に
は
な
い
し
、
そ
れ
が
美
登
利
へ
の
唯
一
の
救
い
に
な
る
と
い

う
思
い
入
れ
が
読
者
に
働
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
一
葉
の
計
算

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。



　
他
方
、
贈
り
主
を
誰
と
限
定
し
な
い
で
、
し
か
し
そ
こ
に
様
々
な
象
徴
を
み

よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
が
あ
る
の
で
少
し
く
詳
細
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
み
よ
う
と
思
う
。
戸
松
泉
は
「
共
同
討
議
　
樋
口
一
葉
の
作
品
を
読
む
」
に

お
い
て
、
〈
あ
れ
は
結
局
美
登
利
に
対
す
る
一
葉
の
手
向
け
の
花
だ
っ
た
ん
だ

ろ
う
と
思
う
〉
と
述
べ
て
い
る
。
関
礼
子
も
「
美
登
利
私
考
－
－
悪
場
所
の
少

＠
女
」
に
お
い
て
、
〈
『
た
け
く
ら
べ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
ま
ぎ
れ
よ
う
も
な
く

受
苦
の
表
情
を
帯
び
て
い
る
の
は
、
こ
の
ひ
と
り
の
少
女
の
葬
送
に
も
等
し
い

変
容
の
劇
に
、
同
じ
地
域
の
学
校
仲
問
で
も
あ
っ
た
少
年
た
ち
〉
が
深
く
関
与

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
〈
明
治
の
「
街
の
語
り
部
で
も
あ
っ
た
一
葉
が
、
物

語
の
終
章
「
水
仙
の
造
り
花
」
を
差
し
出
し
て
、
送
り
手
／
受
け
手
の
無
言
の

対
話
を
創
り
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
「
供
犠
の
現

場
」
と
し
て
の
物
語
か
ら
た
ち
登
る
受
苦
の
気
配
を
思
い
や
っ
て
の
こ
と
Ｖ
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
〈
供
犠
〉
と
し
て
の
美
登
利
に
対
す
る
一
葉
の
手
向
け

と
解
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
河
合
真
澄
は
「
『
た
け
く
ら
べ
』
小
考
」
に
お
い
て
、
〈
「
水
仙
」
「
清
き
姿
」

の
詞
句
は
、
『
廓
文
章
』
に
見
ら
れ
た
。
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
下
敷
に
し
た
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
の
う
っ
り
を
感
得
す
る
な
ら
ば
、
『
た
け
く
ら
べ
』

の
「
水
仙
の
造
り
花
」
は
、
遊
女
の
表
象
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
造
り
花
」

で
あ
る
の
も
、
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
女
と
な
り
つ
つ
あ

る
美
登
利
に
対
す
る
思
い
が
、
そ
し
て
、
そ
の
美
登
利
自
身
が
、
こ
の
水
仙
一

　
　
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

輸
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
Ｖ
と
し
て
い
る
。
渡
邊
桂
子
も
「
水
仙
へ
の
序
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

『
た
け
く
ら
べ
』
試
論
　
　
」
で
同
様
に
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
は
、
華
魁
の
華

と
な
っ
た
美
登
利
自
身
と
し
て
い
る
が
、
遊
女
と
し
て
自
分
の
気
持
ち
を
偽
り

続
け
る
生
活
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
り
様
を
く
作
り
花
Ｖ
と
解
し

て
い
る
。

　
三
宮
慎
助
は
「
『
作
り
花
』
考
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
』
に
関
す
る
冒
険
的
試

　
　
　

論
　
　
」
で
、
「
た
け
く
ら
べ
」
は
従
巷
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
拝
情
的
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
は
な
く
、
む
し
ろ
く
雑
駁
性
を
特
質
と
す
る
近
代
小
説
そ
の
も
の
Ｖ
で
あ
っ

て
、
こ
の
時
期
の
一
葉
は
〈
革
新
政
治
家
か
社
会
主
義
者
の
卵
と
い
い
た
い

姿
〉
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
、
〈
作
者
が
じ
っ
と
瞳
を
こ
ら
し
て
い

る
の
は
、
美
登
利
が
遊
女
に
「
作
ら
れ
」
、
信
如
が
僧
侶
に
「
作
ら
れ
」
て
ゆ

く
現
実
で
あ
る
。
信
如
が
水
仙
の
造
花
を
贈
っ
た
美
登
利
は
、
現
在
は
な
お
清

純
可
憐
な
少
女
で
あ
っ
て
も
、
い
ま
に
遊
女
と
い
う
「
作
り
花
」
に
さ
れ
、

「
作
り
花
」
と
し
て
一
生
を
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
女
人
で
あ
る
Ｖ
と
い
う
よ
う
に
、

作
り
物
と
い
う
点
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
子
供
が
大
人
社
会
の
中
に
未
来
の
生

を
い
や
お
う
な
し
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
象
徴
と
し
て
解
釈
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
山
田
有
策
は
「
共
同
討
議
　
樋
口
一
葉
の
作
品
を
読
む
」
に
お
い
て
、
〈
作

り
花
で
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
不
変
と
い
う
か
、
し
お
れ
て
は
い

け
な
い
ん
で
、
造
花
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
図
が
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
っ

ま
り
そ
こ
で
あ
る
時
間
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
作
者
の
意
図
Ｖ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
，
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

読
み
取
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
山
根
賢
吉
は
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
た
け
く
ら
べ
』
を
め
ぐ
っ
て
」
で
、
〈
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

仙
の
切
り
花
〉
を
切
腹
の
場
の
供
花
と
み
る
板
坂
元
の
見
解
を
紹
介
し
、
〈
「
た

け
く
ら
べ
」
の
最
後
も
ま
た
切
腹
と
い
う
の
は
な
か
な
か
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
裏
付
け
が
で
き
て
お
り

ま
せ
ん
〉
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
一
葉
が
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

が
、
〈
水
仙
の
花
言
葉
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
別
離
」
〉
で
あ
り
、
〈
造
花
の
歴

史
は
古
く
古
代
ま
で
遡
り
、
仏
教
と
も
関
係
が
深
い
〉
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
み
て
き
た
通
り
、
ま
さ
に
各
人
各
様
の
意
味
を
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
に

見
い
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
た
け
く
ら
べ
」
の
主
題
に
か
か
わ
る
充
全
た

る
水
仙
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
い
が
た
い
。
畢
寛
、
塚
田
満

江
が
「
『
な
ぜ
水
仙
に
こ
だ
わ
る
の
か
』
　
　
三
度
、
一
葉
晩
年
の
小
説
に
寄

　
　
　
＠

せ
て
　
　
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
龍
華
寺
の
跡
と
り
息
子
信

（
の
ぶ
）
さ
ん
自
身
、
大
黒
家
の
寮
住
い
の
美
登
利
（
み
ど
り
）
へ
贈
り
届
け

た
、
と
い
う
確
証
は
な
い
か
ら
、
決
定
的
な
意
味
内
容
を
論
証
す
る
こ
と
は
不

可
能
〉
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
の
贈
り
主
は
誰
な
の
か
、

さ
ら
に
は
そ
の
象
徴
的
意
味
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
混
迷

を
き
わ
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
た
け
く
ら
べ
」
の
結
末
で
語
ら
れ
る
二
人
の
姿
に
つ
い
て
、
従

来
の
研
究
が
す
べ
て
二
人
の
永
遠
の
別
れ
、
さ
ら
に
は
運
命
的
な
隔
絶
を
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

取
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
早
く
、
関
良
一
の
〈
「
た
け
く
ら
べ
」
の
世
界
は
、

信
如
・
美
登
利
を
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
す
る
い
わ
ば
楕
円
形
で
あ
り
、
終
始
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

者
の
隔
絶
・
訣
別
・
背
離
の
物
語
〉
で
あ
る
と
す
る
見
解
か
ら
、
近
年
の
〈
少

年
と
少
女
が
、
聖
な
る
僧
の
墨
染
め
の
衣
と
賎
な
る
遊
女
の
緋
の
袖
に
衣
の
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
変
え
て
別
れ
る
結
尾
〉
と
す
る
西
川
祐
子
の
見
解
ま
で
終
始
一
貫
し
て
い
る
。

そ
こ
に
美
登
利
の
未
来
の
哀
れ
さ
、
ひ
い
て
は
人
生
の
悲
哀
を
読
み
取
っ
た
り
、

二
度
と
帰
ら
ぬ
子
供
の
世
界
の
終
焉
を
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
は
た
し

て
一
葉
は
こ
の
二
人
の
別
離
を
永
訣
と
し
て
「
た
け
く
ら
べ
」
の
世
界
を
閉
じ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
一
葉
が
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
の
贈
り
主
を
読
者
の
判
断
に
委
ね
る
こ

と
で
「
た
け
く
ら
べ
」
の
作
品
世
界
を
閉
じ
な
が
ら
、
そ
の
彼
方
に
も
う
一
っ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
籠
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
は
一
葉
が
「
た
け
く
ら
べ
」
を
書
き
終
え
て
以
来
、
現
在
ま
で
残
念

な
が
ら
読
み
解
か
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
の
贈

り
主
が
た
と
え
信
如
で
あ
る
と
限
定
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
確
実
に
信
如

と
美
登
利
の
心
を
つ
な
ぐ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
一
葉
の
仏
教
観

先
に
み
た
よ
う
に
信
如
と
美
登
利
の
断
絶
を
読
み
取
っ
た
関
良
一
は
、
し
か



し
な
が
ら
「
た
け
く
ら
べ
」
と
一
葉
の
仏
教
的
世
界
観
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
作
品
の
眼
目
は
、
や
は
り
信
如
は
僧
に
、
美
登
利
は
遊
女
に
な
ら
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
僧
は
世
外
の
人
で
あ
り
、
遊
女
も

　
人
外
の
存
在
で
あ
る
。
正
太
郎
が
や
が
て
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
利
貸

　
が
、
「
人
鬼
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
よ

　
い
。
「
た
け
く
ら
べ
」
は
、
一
葉
が
、
こ
の
人
の
世
を
、
宿
命
の
わ
だ
ち
の

　
ま
ま
に
心
進
ま
ぬ
か
た
に
流
転
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
観
じ

　
た
、
い
わ
ば
「
一
葉
曼
陀
羅
」
で
あ
り
、
一
葉
描
く
稜
土
即
浄
土
の
図
で
あ

　
り
、
た
と
え
伝
統
文
芸
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
に
も
せ
よ
、
他
の
誰
の
も
の
で

　
も
な
い
、
ま
さ
に
彼
女
自
身
の
不
幸
な
体
験
を
契
機
と
し
た
仏
教
的
観
照
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
ね
ざ
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。

関
良
一
は
「
た
け
く
ら
べ
」
の
な
か
に
、
〈
人
の
世
を
、
宿
命
の
わ
だ
ち
の
ま

ま
に
心
進
ま
ぬ
か
た
に
流
転
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
〉
と
観
ず
る
、

い
わ
ば
一
葉
の
仏
教
的
諦
観
、
宿
世
観
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
ま
た
「
よ
も
ぎ

ふ
日
記
」
の
一
八
九
三
年
二
月
一
四
日
と
一
七
日
の
記
事
の
問
に
書
か
れ
た
文

章
く
落
花
枝
に
返
ら
ず
、
破
鏡
再
て
ら
さ
ず
。
四
大
破
れ
て
五
蕊
空
に
帰
す
。

魂
醜
天
地
に
消
散
し
て
冥
々
膝
々
た
り
。
今
汝
何
に
依
り
て
か
此
世
に
執
着
を

止
め
ん
や
。
一
心
の
迷
妄
に
引
か
れ
て
永
く
地
獄
に
墜
落
し
劉
焼
春
磨
の
く
る

し
み
を
受
け
ん
や
。
速
に
悪
念
を
去
て
成
仏
得
脱
を
と
げ
よ
。
即
ち
汝
を
法
通

　
　
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

妙
心
信
女
と
名
付
く
、
喝
〉
に
つ
い
て
、
一
葉
が
自
身
に
与
え
た
偶
お
よ
び
法

名
で
あ
る
と
し
、
あ
わ
せ
て
一
葉
の
兄
の
泉
太
郎
の
法
名
が
清
光
院
釈
瑞
正
居

士
、
父
の
則
義
の
法
名
が
則
乗
院
釈
義
道
居
士
、
一
葉
の
法
名
が
智
相
院
釈
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

葉
信
女
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
た
け
く
ら
べ
」
執
筆
時
の
一

葉
の
文
学
観
や
世
界
観
に
仏
教
の
影
響
が
き
わ
め
て
強
い
と
い
う
関
良
一
の
見

解
は
示
唆
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
関
良
一
は
「
た
け
く
ら
べ
」
に
関
わ
っ
て
こ

の
こ
と
を
論
じ
な
が
ら
、
残
念
な
こ
と
に
〈
仏
教
的
観
照
〉
と
か
〈
仏
教
的
リ

　
　
　
ゆ

ア
リ
ズ
ム
〉
と
い
う
よ
う
な
仏
教
一
般
の
人
生
観
の
次
元
で
解
釈
す
る
に
と
ど

ま
っ
た
。

　
私
は
一
葉
の
仏
教
が
、
法
名
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
他
な
ら
ぬ
浄
土
真
宗
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
、
「
た
け
く
ら
べ
」
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
龍
華
寺
の
宗
旨
は
〈
如
是
我
聞
、
仏
説
阿

弥
陀
経
、
声
は
松
か
ぜ
に
和
し
て
心
の
ち
り
も
吹
は
ら
は
る
べ
き
御
寺
さ
ま
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

庫
裏
よ
り
生
魚
あ
ぶ
る
姻
り
な
び
き
て
、
卵
塔
場
に
嬰
児
の
襯
裸
ほ
し
た
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ど
、
お
宗
旨
に
よ
り
て
構
ひ
な
き
事
な
れ
ど
も
〉
と
あ
り
、
明
ら
か
に
浄
土
真

宗
で
あ
る
。
一
葉
が
白
ら
の
宗
旨
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
寺
と
し
て
「
た
け
く
ら

べ
」
の
龍
華
寺
を
設
定
し
た
意
味
は
軽
く
は
な
い
と
思
う
。

三

河
田
光
夫
は

浄
土
真
宗
と
遊
女

　
　
　
　
　
　
　
め

「
親
鷲
と
被
差
別
民
↑
」

に
お
い
て
、
〈
親
鷲
の
思
想
と
表
現

　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
－
私
孜

の
最
高
の
輝
き
〉
は
『
歎
異
抄
』
の
、
〈
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は

ん
や
悪
人
を
や
〉
に
あ
る
と
し
、
善
行
の
出
来
ぬ
〈
悪
人
〉
で
あ
る
が
ゆ
え
に

他
力
を
頼
む
と
い
う
信
心
を
持
ち
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
く
悪

人
Ｖ
で
あ
る
こ
と
が
往
生
の
た
め
の
確
か
な
原
因
で
あ
る
と
い
う
悪
人
正
因
思

想
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
悪
人
〉
と
は
、
旧
仏
教
で
死
後
の

救
い
ま
で
も
な
い
と
さ
れ
、
救
わ
れ
ざ
る
者
と
し
て
差
別
さ
れ
て
き
た
五
逆
・

十
悪
・
誇
法
・
閲
提
・
屠
児
・
施
茶
羅
の
み
な
ら
ず
、
平
安
期
の
〈
未
分
化
の

狩
猟
民
・
屠
児
・
商
人
で
あ
り
、
或
い
は
、
彼
等
と
同
じ
生
活
の
場
に
い
た

ア
ウ
ト
ロ
ー

「
法
外
者
」
の
僧
「
悪
僧
１
１
濫
悪
僧
」
は
、
鎌
倉
時
代
に
「
濫
（
乱
）
僧
」
と

さ
れ
た
「
非
人
・
犬
神
人
・
癩
人
法
師
」
を
含
み
、
さ
ら
に
、
「
悪
人
」
と
さ

れ
た
体
制
外
の
武
士
と
っ
な
が
り
、
南
北
朝
時
代
の
「
悪
党
」
に
至
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

は
、
差
別
を
受
け
た
「
悪
人
」
の
系
譜
で
も
あ
る
〉
と
し
て
い
る
。

　
河
田
光
夫
の
見
解
に
よ
れ
ば
親
鷲
い
う
と
こ
ろ
の
〈
悪
人
〉
と
は
究
極
的
に

は
被
差
別
民
を
指
し
て
お
り
、
親
鴛
は
〈
愚
禿
〉
と
自
称
す
る
私
度
僧
と
し
て

被
差
別
民
と
と
も
に
生
き
る
中
で
、
教
義
を
深
め
た
と
い
う
。

覇
念
仏
に
夕
勘
定
そ
ろ
ば
ん
手
に
し
て
に
こ
く
と
遊
ば
さ
予
顔
つ
き

は
我
親
な
が
ら
浅
ま
し
く
し
て
、
何
故
そ
の
頭
は
丸
め
給
ひ
し
ぞ
と
恨
め
し

ゆ
く
Ｖ
思
っ
て
い
る
信
如
は
、
父
親
の
晩
酌
の
肴
と
し
て
、
鰻
の
蒲
焼
を
買
い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

や
ら
さ
れ
る
恥
し
さ
に
く
我
身
限
つ
て
腱
き
も
の
は
食
べ
ま
じ
Ｖ
と
堅
く
心
に

決
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
聖
〉
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
忘
れ
、
限
り
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

〈
俗
〉
に
ま
み
れ
た
父
母
に
恥
を
感
じ
て
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
信
如
が
、
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

鷲
を
宗
祖
と
す
る
浄
土
真
宗
の
〈
何
が
し
の
学
林
〉
に
入
る
の
で
あ
る
。
親
鴛

の
教
義
を
忘
れ
、
限
り
な
く
俗
化
し
て
い
く
父
を
反
面
教
師
と
し
て
、
信
如
は

親
鴛
の
教
義
と
出
会
い
、
新
た
な
形
で
〈
聖
〉
と
〈
俗
〉
の
関
わ
り
を
真
撃
に

学
び
考
え
て
い
く
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま

た
美
登
利
が
近
い
将
来
、
身
を
落
と
さ
ね
ば
な
ら
な
い
遊
女
と
い
う
存
在
も
、

親
鷺
の
い
う
〈
悪
人
〉
の
典
型
で
は
な
い
か
。
す
で
に
美
登
利
は
長
吉
に
、
あ

の
千
束
神
社
の
祭
の
夜
、
〈
何
を
女
郎
め
頬
桁
た
・
く
、
姉
の
跡
っ
ぎ
の
乞
食

＠
奴
〉
と
裏
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

　
関
礼
子
は
「
美
登
利
私
考
－
１
悪
場
所
の
少
女
　
　
」
に
お
い
て
、
廣
末
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
「
悪
場
所
論
お
ぽ
え
が
き
」
の
〈
本
来
、
持
続
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
、

持
続
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
恋
意
的
に
関
係
を
結
ぶ
こ
と
も
可
能
に
な
る

よ
う
な
場
が
、
悪
場
所
で
あ
っ
た
。
聖
な
る
も
の
の
も
っ
一
回
性
が
、
そ
こ
で

は
否
定
さ
れ
、
し
か
も
日
常
的
な
俗
に
転
落
し
き
る
こ
と
な
く
、
い
っ
も
対
岸

の
そ
こ
に
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
聖
は
悪
の
影
を
宿
す
〉
と
い
う
文
章
を
引
い
て
、

〈
日
常
性
に
対
立
し
な
が
ら
し
か
も
持
続
し
て
い
る
時
空
間
と
し
て
の
遊
び
の

場
は
、
聖
で
も
俗
で
も
な
い
特
質
、
す
な
わ
ち
「
悪
」
と
し
か
名
付
け
よ
う
の

な
い
性
質
に
よ
っ
て
共
同
体
や
日
常
性
か
ら
厳
重
に
隔
離
さ
れ
る
。
起
源
を
遡

れ
ば
、
か
っ
て
は
「
遊
女
」
と
は
文
字
通
り
「
遊
行
す
る
女
」
と
し
て
非
定
住
、



半
定
住
の
時
空
を
生
き
る
閥
達
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
大
江
匡
房
『
遊
女

記
』
な
ど
か
ら
窺
え
る
。
遊
女
が
「
遊
行
」
を
止
め
、
そ
の
身
体
が
一
定
の
区

域
に
囲
い
込
ま
れ
、
管
理
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
と
き
、
「
悪
場
所
」
は
誕
生

す
る
。
吉
原
と
は
周
縁
を
「
お
歯
黒
溝
」
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
出
入
口
を

「
大
門
」
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
特
殊
の
界
域
だ
Ｖ
と
述
べ
て
い
る
。
関
礼
子

の
引
い
た
廣
末
保
の
く
悪
場
所
一
〈
俗
Ｖ
一
聖
〉
の
図
式
、
さ
ら
に
〈
俗
〉
に
対

す
る
非
日
常
と
し
て
の
く
悪
場
所
Ｖ
と
一
聖
Ｖ
の
共
通
性
と
い
う
指
摘
は
す
こ

ぶ
る
示
唆
的
で
あ
る
。

　
関
礼
子
が
い
う
よ
う
に
く
悪
場
所
Ｖ
の
吉
原
が
、
日
常
的
な
〈
俗
〉
か
ら
区

切
ら
れ
た
く
特
殊
の
界
域
Ｖ
で
あ
る
な
ら
、
信
如
の
踏
み
込
ん
で
い
く
僧
院
も

〈
聖
〉
と
い
う
点
で
は
〈
俗
〉
か
ら
区
切
ら
れ
た
〈
特
殊
の
界
域
〉
に
他
な
ら

な
い
。
そ
し
て
そ
の
信
如
の
赴
く
く
聖
Ｖ
域
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
親
鷲
の
唱

導
し
た
悪
人
正
因
説
に
よ
っ
て
、
美
登
利
が
身
を
沈
め
ね
ば
な
ら
な
い
〈
悪
場

所
〉
に
生
き
る
人
々
こ
そ
救
済
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
義
と
し
て
本

来
的
に
学
ぶ
場
で
あ
る
。
「
た
け
く
ら
べ
」
の
結
末
に
信
如
と
美
登
利
の
永
訣

を
読
み
と
る
従
来
の
見
解
は
、
〈
聖
〉
と
〈
賎
〉
あ
る
い
は
〈
聖
〉
と
〈
悪
〉

と
い
う
二
項
対
立
に
注
目
す
る
ば
か
り
、
い
き
お
い
廣
末
保
の
よ
う
な
〈
聖
は

悪
の
影
を
宿
す
〉
と
い
う
複
眼
的
な
視
点
を
持
ち
え
て
い
な
い
点
で
限
界
が
あ

る
。　

「
た
け
く
ら
べ
」
八
章
で
、
下
谷
の
万
年
町
や
山
伏
町
一
帯
か
ら
吉
原
に
繰

　
　
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

り
込
む
遊
芸
人
の
中
の
〈
容
貌
よ
き
女
太
夫
〉
を
呼
び
と
め
、
明
烏
の
一
節
を

歌
わ
せ
た
美
登
利
に
つ
い
て
前
田
愛
は
、
〈
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
美
登
利
の
寛

潤
さ
を
物
語
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
で
は
美
登
利

の
体
内
に
ひ
そ
む
流
民
の
血
を
証
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
下
谷
の
万

年
町
と
山
伏
町
は
芝
の
新
網
町
や
四
ツ
谷
鮫
ケ
橋
と
な
ら
ぶ
明
治
の
東
京
で
は

典
型
的
な
貧
民
街
の
ひ
と
っ
で
あ
っ
て
、
『
た
け
く
ら
べ
』
の
お
ど
け
者
三
五

郎
は
、
仁
和
賀
の
台
引
き
を
手
伝
っ
た
こ
と
か
ら
万
年
町
の
仇
名
で
い
や
し
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
偏
見
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
美
登
利
は
、
遊
芸
人

た
ち
と
同
様
に
大
音
寺
前
を
通
過
し
て
吉
原
の
世
界
に
入
っ
て
行
く
よ
そ
も
の

で
あ
っ
た
。
美
登
利
の
思
い
つ
き
に
「
驚
い
て
呆
れ
て
己
ら
は
嫌
だ
な
」
と
い

う
反
応
を
見
せ
る
正
太
は
、
あ
る
い
は
遊
芸
人
た
ち
に
通
ず
る
何
か
を
美
登
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

か
ら
感
じ
と
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
〉
と
し
て
、
美
登
利
に
貧
民
街
の
遊

芸
人
に
通
じ
る
何
か
を
嗅
ぎ
と
っ
て
い
る
が
、
畑
眼
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
雛
鳥
　
下
」
（
そ
の
六
）
で
は
く
父
さ
ん
は
酒
の
上
わ
る
く
、
酔
へ
ば
あ
ば

れ
て
か
け
事
に
身
を
持
く
ず
し
、
昔
し
は
紀
州
の
藩
士
と
て
腰
に
両
刀
、
お
国

元
で
は
威
張
の
家
成
し
を
、
次
第
に
衰
び
し
て
身
の
た
つ
瀬
な
く
、
露
分
川
の

流
れ
に
姉
さ
ん
を
沈
め
し
訳
は
其
方
も
知
る
べ
し
Ｖ
と
美
登
利
に
言
い
き
か
す

母
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
美
登
利
一
家
の
出
自
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
が
、
「
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

け
く
ら
べ
」
で
は
三
章
に
く
大
黒
家
の
美
登
利
と
て
生
国
は
紀
州
Ｖ
と
す
る
の

み
で
、
〈
姉
な
る
人
が
身
売
り
の
当
時
、
鑑
定
に
来
た
り
し
楼
の
主
が
誘
ひ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

ま
か
せ
、
此
地
に
活
計
も
と
む
と
て
、
親
子
三
人
が
旅
衣
、
た
ち
出
し
は
此
課
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

そ
れ
よ
り
奥
は
何
な
れ
や
〉
と
し
て
、
長
女
の
身
売
り
の
時
に
楼
の
主
人
の
誘

い
に
応
じ
て
一
家
連
れ
立
っ
て
上
京
す
る
ほ
ど
困
窮
し
た
生
活
状
態
で
あ
っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
程
度
で
、
出
自
を
暖
味
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
美
登
利
の
出

自
を
〈
紀
州
の
藩
士
〉
か
ら
、
〈
生
国
は
紀
州
〉
と
い
う
よ
う
に
非
限
定
に
し

た
こ
と
で
、
「
た
け
く
ら
べ
」
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
先
の
前
田
愛
の
読
み
を

許
容
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
田
愛
が
言
葉
少
な
に
暗
示
し
た
美
登

利
の
〈
遊
芸
人
た
ち
に
通
ず
る
何
か
〉
と
は
、
あ
え
て
い
え
ば
被
差
別
民
と
し

て
の
出
自
と
い
う
読
み
で
あ
ろ
う
。
生
国
を
紀
州
と
す
る
の
み
の
限
定
で
あ
れ

ば
、
美
登
利
は
中
上
健
次
の
描
く
〈
路
地
〉
的
世
界
に
っ
な
が
っ
て
い
る
と
い

う
想
像
も
許
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
当
然
、
「
た
け
く
ら
べ
」
八
章
の
貧
民

街
の
遊
芸
人
も
、
中
上
健
次
の
描
く
〈
路
地
〉
の
住
人
も
被
差
別
民
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
で
共
通
し
て
い
て
、
親
鴛
の
い
う
〈
悪
人
〉
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
江
戸
期
の
三
大
遊
廓
と
さ
れ
た
江
戸
の
吉
原
、
京
都
の
島
原
、

大
阪
の
新
町
は
い
ず
れ
も
近
隣
に
本
願
寺
の
大
寺
院
の
あ
る
場
所
に
位
置
し
て

い
る
。
三
遊
廓
と
も
江
戸
時
代
か
ら
一
九
五
八
年
の
売
春
防
止
法
施
行
に
よ
る

公
娼
制
度
廃
止
ま
で
は
公
許
の
遊
里
で
あ
っ
た
。
吉
原
は
江
戸
幕
府
が
一
六
一

七
年
市
中
に
散
在
し
て
い
た
遊
女
屋
を
集
め
て
葺
屋
町
の
東
隣
二
町
四
方
の
地

（
現
在
の
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
付
近
）
に
遊
廓
を
作
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ

と
に
始
ま
る
が
、
一
六
五
六
年
幕
府
は
業
者
に
対
し
て
一
万
両
余
の
移
転
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

支
給
し
、
郊
外
地
へ
の
移
転
を
命
じ
た
た
め
、
一
六
五
七
年
八
月
浅
草
千
束
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

（
現
在
の
台
東
区
千
束
）
に
移
転
、
新
吉
原
と
呼
称
さ
れ
、
全
盛
を
き
わ
め
た
。

そ
の
新
吉
原
の
南
方
（
現
在
の
西
浅
草
一
の
五
）
の
地
に
浄
土
真
宗
大
谷
派
の

関
東
の
大
道
場
、
東
京
本
願
寺
が
あ
る
。
一
五
九
一
年
本
願
寺
二
一
世
教
如
が

徳
川
家
康
か
ら
神
田
に
土
地
を
与
え
ら
れ
、
江
戸
御
坊
光
瑞
寺
と
称
し
た
が
、

一
六
五
七
年
の
明
暦
の
大
火
で
焼
火
、
一
六
六
〇
年
に
現
在
地
に
寺
領
を
寄
進

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

さ
れ
堂
宇
を
再
建
し
た
。
つ
ま
り
吉
原
が
浅
草
に
移
転
し
て
三
年
後
に
東
京
本

願
寺
が
現
在
地
に
移
転
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
島
原
は
一
六
四
〇
年
、
六
条
三
筋
町
に
あ
っ
た
遊
里
が
京
都
所
司
代
板
倉
重

宗
の
命
で
当
時
田
野
で
あ
っ
た
朱
雀
野
に
移
転
し
て
成
立
。
以
後
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
京
都
で
唯
一
の
公
許
の
遊
廓
と
な
っ
た
。
京
都
市
下
京
区
島
原
西
新

屋
敷
が
現
在
の
地
名
で
、
Ｊ
Ｒ
山
陰
本
線
丹
波
口
駅
の
東
に
位
置
し
、
上
之
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

・
下
之
町
・
大
夫
町
・
揚
屋
町
な
ど
か
ら
な
る
地
域
で
あ
る
。
そ
の
東
隣
（
現

在
の
下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
ル
本
願
寺
門
前
町
）
に
は
浄
土
宗
本
願
寺
派
の

本
山
で
あ
る
西
本
願
寺
が
あ
る
。
親
鴛
没
し
て
十
年
後
の
二
一
七
二
年
に
末
娘

の
覚
信
尼
が
東
山
大
谷
の
親
鴛
の
墓
近
く
に
御
影
堂
と
称
し
て
一
宇
を
建
立
し

た
の
が
起
り
で
あ
る
が
、
一
五
九
一
年
に
豊
臣
秀
吉
か
ら
現
在
地
に
寺
領
を
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

進
さ
れ
、
寺
基
を
定
め
た
。
島
原
は
西
本
願
寺
移
転
の
約
五
十
年
後
に
現
在
地

に
移
転
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
新
町
は
一
六
二
四
年
か
ら
四
三
年
の
寛
永
年
間
に
市
中
に
散
在
し
て
い
た
遊



所
が
こ
の
地
に
集
め
ら
れ
て
、
市
中
唯
一
の
公
許
の
遊
廓
と
な
っ
た
。
四
ツ
橋

北
西
部
付
近
の
も
と
の
西
横
堀
川
、
長
堀
川
と
立
売
堀
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

東
部
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
北
東
に
、
い
わ
ゆ
る
南
御
堂
、
北
御
堂
が
あ
る
。

南
御
堂
は
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
難
波
別
院
で
、
一
五
九
六
年
に
本
願
寺
＝
一
世

教
如
が
大
谷
本
願
寺
を
建
立
し
た
の
に
始
ま
る
。
一
五
九
八
年
町
制
改
革
の
た

め
現
在
地
（
東
区
北
久
太
郎
四
の
六
八
）
に
移
転
し
た
。
北
御
堂
は
古
く
は
大

阪
御
坊
と
称
し
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
律
村
別
院
を
指
す
。
本
願
寺
が
一
五

九
一
年
に
京
都
堀
川
に
移
っ
た
際
、
大
阪
の
門
徒
が
楼
岸
に
一
宇
を
建
立
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

五
九
七
年
本
願
寺
二
二
世
准
如
が
現
在
地
（
東
区
本
町
四
の
二
七
一
に
移
し
た
。

別
院
移
転
の
三
、
四
十
年
後
に
新
町
遊
廓
が
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
見
て
き
た
通
り
、
両
者
の
移
転
に
関
し
て
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
当
時

の
権
力
者
の
政
治
・
行
政
上
の
思
惑
が
強
く
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

本
願
寺
と
門
徒
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
本
願
寺
と
遊
廓
の
地
理
上
の
近
接
性
は

単
な
る
偶
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
松
尾
純
孝
「
鎌
倉
仏
教
と
女
性
」
に
よ
れ
ば
、
法
然
は
比
叡
山
や
高
野
山
が

女
人
禁
制
を
う
た
っ
て
五
障
三
従
の
女
性
の
往
生
を
顧
み
な
い
の
を
日
本
で
初

め
て
批
判
し
、
女
性
が
男
子
に
変
成
し
て
往
生
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
中
国
浄

土
教
を
大
成
し
た
善
導
の
釈
を
掲
げ
な
が
ら
主
張
し
た
こ
と
、
法
然
を
師
と
仰

ぐ
親
鷲
も
ま
た
変
成
男
子
説
に
よ
っ
て
女
人
往
生
を
唱
え
た
こ
と
、
そ
の
た
め

専
修
念
仏
弘
伝
の
実
質
的
な
一
翼
を
女
性
層
が
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

　
本
願
寺
に
関
し
て
い
え
ば
、
本
願
寺
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
第
八
世
連
如
は

山
科
・
石
山
に
本
願
寺
を
建
立
し
、
現
在
の
本
願
寺
教
団
の
基
礎
を
築
い
た
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
あ
る
。
連
如
の
母
は
被
差
別
部
落
の
出
身
と
す
る
説
も
あ
る
。
連
如
は
「
御

文
」
と
称
す
る
手
紙
で
広
範
囲
の
信
者
を
伝
道
教
化
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、

「
御
文
」
に
お
け
る
女
人
往
生
の
占
め
る
ウ
エ
イ
ト
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

　
夫
女
人
ノ
身
ハ
五
障
三
従
ト
テ
オ
ト
コ
ニ
マ
サ
リ
テ
カ
・
ル
フ
カ
キ
ツ
ミ
ノ

　
ア
ル
ナ
リ
、
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
一
切
ノ
女
人
ヲ
バ
十
方
ニ
マ
シ
マ
ス
諸
仏
モ
ワ
ガ

　
チ
カ
ラ
ニ
テ
ハ
女
人
ヲ
バ
ホ
ト
ケ
ニ
ナ
シ
タ
マ
フ
コ
ト
サ
ラ
ニ
ナ
シ
、
シ
カ

　
ル
ニ
阿
弥
陀
如
来
コ
ソ
女
人
ヲ
バ
ワ
レ
ヒ
ト
リ
タ
ス
ケ
ン
ト
イ
フ
大
願
ヲ
ヲ

　
コ
シ
テ
ス
ク
ヒ
タ
マ
フ
ナ
リ
、
コ
ノ
ホ
ト
ケ
ヲ
タ
ノ
マ
ズ
ハ
女
人
ノ
身
ノ
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
ト
ケ
ニ
ナ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ

連
如
は
阿
弥
陀
如
来
の
第
十
八
の
願
を
も
と
に
、
〈
五
濁
悪
世
ノ
衆
生
ト
イ
フ

ハ
一
切
我
等
女
人
悪
人
ノ
範
一
と
し
て
・
一
悪
人
一
と
同
列
に
一
女
人
一
を
置

き
、
女
人
成
仏
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
願
寺
と
遊
廓
の
地
理
上
の
近
接

性
が
、
意
味
上
の
近
接
性
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
在
で

も
連
如
の
「
御
文
」
は
浄
土
真
宗
の
法
事
や
門
徒
の
日
々
の
勤
行
の
際
、
僧
侶

や
門
徒
の
主
立
っ
た
者
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
、
朗
唱
さ
れ
て
い
る
。
一
葉
も
こ

の
よ
う
な
「
御
文
」
を
通
し
て
、
浄
土
真
宗
の
女
人
成
仏
の
教
え
に
接
し
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
遊
女
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
美
登
利
は
、
〈
悪
人
〉
で

あ
る
と
と
も
に
〈
女
人
〉
と
い
う
二
重
の
点
で
、
ま
さ
に
浄
土
真
宗
の
救
済
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
，
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

対
象
と
な
る
象
徴
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
必
要
が
あ
る
。

四
　
「
た
け
く
ら
べ
」

に
お
け
る
救
い

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
一
葉
は
〈
水
仙
の
作
り
花
〉
の
彼
方
に
、
信
如

と
美
登
利
の
永
遠
の
別
れ
を
置
い
た
の
で
は
な
く
、
再
び
避
遁
す
る
場
を
見
据

え
て
い
た
と
い
え
る
。
現
実
的
な
意
味
で
二
人
が
再
会
す
る
こ
と
で
な
く
と
も
、

信
如
的
な
〈
聖
〉
が
美
登
利
的
な
〈
悪
〉
を
救
済
す
る
と
い
う
、
精
神
的
避
遁

の
場
を
夢
見
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
筆
の
走
り
を
恐
れ
ず
に
い
う
な
ら
、

〈
水
仙
の
作
り
花
〉
は
、
〈
別
離
〉
と
い
う
花
言
葉
を
持
つ
水
仙
が
作
り
花
の
よ

う
に
仮
り
そ
め
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
現
実
社
会
で
の
別
離
を
仮
り
そ
め
の
別

離
と
観
ず
る
こ
と
の
象
徴
と
読
み
と
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
言
葉
を
か

え
て
い
え
ば
信
如
な
る
も
の
が
信
仰
の
世
界
で
美
登
利
な
る
も
の
を
救
お
う
と

す
る
、
未
来
に
お
け
る
再
会
を
は
ら
ん
だ
仮
り
そ
め
の
別
離
の
意
味
と
解
釈
し

た
い
。
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藤
井
貞
和
は
「
共
同
討
議
　
樋
口
一
葉
の
作
品
を
読
む
」
に
お
い
て
、
〈
「
た

け
く
ら
べ
」
の
中
に
は
神
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
石
之
助
の
よ
う
な
神
は
す
で

に
い
な
い
〉
と
す
こ
ぶ
る
断
定
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
か
。
今
、

「
大
っ
ご
も
り
」
が
書
か
れ
、
の
ち
に
「
た
け
く
ら
べ
」
と
な
る
べ
き
草
稿
群

に
着
手
さ
れ
た
一
八
九
四
年
十
二
月
か
ら
、
「
に
ご
り
え
」
（
一
八
九
五
年
七

月
）
、
「
十
三
夜
」
（
一
八
九
五
年
九
月
）
と
重
な
り
っ
っ
、
「
た
け
く
ら
べ
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

一
八
九
六
年
一
月
に
書
き
終
え
ら
れ
た
と
考
え
る
と
、
こ
の
四
作
品
の
問
に
は

次
の
よ
う
な
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
大
っ
ご
も
り
」
の
結
び
は
、
〈
石
之
助
は
お
峰
が
守
り
本
尊
な
る
べ
し
、
後

　
　
　
　
　
ゆ

の
事
し
り
た
や
〉
で
あ
る
。
お
峰
の
窮
状
を
救
っ
た
の
は
石
之
助
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
現
実
対
処
的
救
済
で
あ
っ
て
、
お
峰
を
根
本
的
に
救

済
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
お
峰
の
盗
み
と
い
う
行
為
の
罪
は
ぬ
ぐ
え
な
い

し
、
い
わ
ば
鼠
小
僧
的
救
済
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
「
大
っ
ご
も
り
」
を
書
き
終

え
た
後
、
一
葉
は
自
覚
し
た
の
で
は
な
い
か
。
救
い
の
な
い
世
界
の
提
示
で
終

わ
る
「
に
ご
り
え
」
「
十
三
夜
」
が
次
に
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理

由
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
「
に
ご
り
え
」
の
お
力
は
よ
う
や
く
、
か
つ
て
の
馴
染
客
で
、
お
力
に
入
れ

あ
げ
た
結
果
、
身
上
を
潰
し
た
源
七
の
こ
と
を
精
神
的
に
吹
っ
切
り
、
新
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

馴
染
の
結
城
朝
之
助
と
〈
何
う
で
も
泊
ら
す
る
〉
仲
に
な
っ
た
矢
先
、
源
七
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

よ
っ
て
湯
屋
の
帰
り
〈
後
袈
裟
〉
に
〈
逃
げ
る
処
を
遣
ら
れ
た
〉
の
で
あ
る
。

〈
恨
み
は
長
し
人
魂
か
何
か
し
ら
ず
筋
を
引
く
光
り
物
の
お
寺
の
山
と
い
ふ
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

高
き
処
よ
り
、
折
ふ
し
飛
べ
る
を
見
し
者
あ
り
と
伝
へ
ぬ
〉
と
い
う
よ
う
に
、

無
念
の
死
を
遂
げ
た
お
力
の
救
い
の
な
い
あ
り
よ
う
を
描
い
て
終
わ
る
。

　
「
十
三
夜
」
の
お
関
は
、
奏
任
官
の
原
田
勇
に
望
ま
れ
て
結
婚
し
た
も
の
の
、

子
供
が
生
ま
れ
て
か
ら
の
夫
の
豹
変
に
耐
え
か
ね
て
、
子
供
を
残
し
て
実
家
に

帰
る
が
、
両
親
に
説
得
さ
れ
て
く
離
縁
を
と
い
ふ
た
も
我
ま
・
で
御
座
り
ま
し



ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
〉
、
〈
ほ
ん
に
私
さ
へ
死
ん
だ
気
に
な
ら
ば
三
方
四
方
波
風
た
・
ず
〉
と
思
い

直
し
て
、
帰
途
に
偶
然
、
幼
馴
染
の
高
坂
録
之
助
の
引
く
偉
に
乗
る
こ
と
に
な

る
。
か
っ
て
録
之
助
と
お
関
と
は
将
来
を
約
束
し
た
仲
で
あ
っ
た
が
、
お
関
が

原
田
に
乞
わ
れ
て
縁
づ
い
た
た
め
、
録
之
助
は
に
わ
か
に
放
蕩
の
限
り
を
尽
く

し
、
妻
子
を
持
っ
て
も
放
蕩
を
や
め
ず
、
挙
句
に
車
夫
に
身
を
落
と
し
た
の
で

あ
っ
た
。
二
人
は
偶
然
に
再
会
し
た
も
の
の
、
お
関
は
〈
久
し
振
り
で
お
目
に

か
・
つ
て
何
か
申
た
い
事
は
沢
山
あ
る
や
う
な
れ
ど
口
へ
出
ま
せ
ぬ
は
察
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

下
さ
れ
、
で
は
私
は
御
別
れ
に
致
し
ま
す
〉
と
言
い
、
一
方
の
録
之
助
も
く
お

別
れ
申
す
が
惜
し
い
と
言
っ
て
も
是
れ
が
夢
な
ら
ば
仕
方
の
な
い
事
、
さ
、
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

出
な
さ
れ
、
私
も
帰
り
ま
す
Ｖ
と
言
っ
て
別
れ
る
。
〈
村
田
の
二
階
も
原
田
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

奥
も
、
憂
き
は
お
互
ひ
の
世
に
お
も
ふ
事
多
し
Ｖ
と
い
う
よ
う
に
救
い
の
な
い

世
界
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
た
け
く
ら
べ
」
に
お
い
て
一
葉
が
く
水
仙
の
作
り
花
ｖ
の
彼
方
に
幻
視
し

た
精
神
的
救
済
は
、
「
大
つ
ご
も
り
」
の
現
世
利
益
的
救
済
を
基
礎
に
、
「
に
ご

り
え
」
「
十
三
夜
」
の
非
救
済
的
現
実
世
界
の
直
視
を
経
て
、
い
わ
ば
昇
華
作

用
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
本
間
久
雄
が
『
日
本
文
学
全
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

巻
二
　
明
治
文
学
史
下
巻
』
の
樋
口
一
葉
の
項
で
明
ら
か
に
し
た
残
簡
く
我

れ
は
人
の
世
に
痛
苦
と
失
望
と
を
な
く
さ
ん
た
め
に
う
ま
れ
来
つ
る
詩
の
か
み

の
子
な
り
。
を
こ
れ
る
も
の
を
お
さ
へ
な
や
め
る
も
の
を
す
く
ふ
へ
き
は
我
が

つ
と
め
な
り
Ｖ
に
は
、
一
葉
特
有
の
国
士
的
な
気
負
い
は
あ
る
も
の
の
、
近
代

　
　
　
　
　
『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

小
説
家
た
ら
ん
と
す
る
よ
り
む
し
ろ
、
救
済
と
し
て
の
文
学
を
一
葉
が
目
指
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
一
八
九
三
年
八
月
一
〇
日
の
日
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
塵
之
中
」
に
〈
あ
は
れ
く
れ
竹
の
一
ふ
し
ぬ
け
出
て
し
が
な
〉
と
い
う
立
身

出
世
の
思
い
を
抱
き
、
一
八
九
四
年
三
月
の
「
塵
中
に
っ
記
」
に
く
わ
か
こ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ろ
さ
し
は
国
家
の
大
本
Ｖ
と
い
う
よ
う
に
国
士
的
な
生
き
方
を
望
み
な
が
ら
、

「
た
け
く
ら
べ
」
脱
稿
時
の
一
八
九
六
年
二
月
二
〇
日
の
日
記
「
ミ
つ
の
上
」

で
は
く
わ
れ
は
女
成
け
る
も
の
を
、
何
事
の
お
も
ひ
あ
り
と
て
そ
は
な
す
へ
き

　
　
ゆ

事
か
は
Ｖ
と
、
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
の
社
会
的
制
約
を
痛
感
し
、
深
い
嘆
き
の

中
に
屈
折
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
葉
が
、
そ
の
諦
め
の
中
に
や
は
り
そ

う
は
い
っ
て
も
幻
視
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
自
己
救
済
の
方
途
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

注
０
　
『
文
学
界
三
七
号
』
（
一
八
九
六
年
一
月
）
。

　
　
た
と
え
は
村
松
定
孝
『
作
品
と
作
家
研
究
　
　
評
伝
樋
口
一
葉
』
（
実
業
之
日
本

　
社
　
一
九
六
七
年
＝
一
月
）
一
四
八
頁
・
塚
田
満
江
『
誤
解
と
偏
見
　
　
樋
口
一
葉

　
の
文
学
』
（
中
央
公
論
事
業
出
版
　
一
九
六
七
年
九
月
）
：
ハ
五
頁
・
関
良
一
『
樋

　
口
一
葉
　
考
証
と
試
論
』
（
有
精
堂
　
一
九
七
四
年
九
月
一
二
五
一
頁
・
山
根
賢
吉

　
『
樋
口
一
葉
の
文
学
』
（
桜
楓
杜
　
一
九
七
六
年
九
月
）
一
〇
八
頁
・
前
田
愛
『
樋
口

　
一
葉
の
世
界
』
（
平
凡
社
　
一
九
七
八
年
二
百
）
二
九
〇
頁
・
三
宮
慎
助
「
『
作
り

　
花
』
考
ｌ
ｌ
『
た
け
く
ら
べ
』
に
関
す
る
冒
険
的
試
論
　
　
」
（
『
高
知
女
子
大
学
紀

　
要
　
第
二
七
巻
』
一
九
七
九
年
三
月
）
・
藤
井
公
明
『
樋
口
一
葉
研
究
』
（
桜
楓
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　＠　＠¢＠　＠＠＠＠＠＠＠＠

『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

一
九
八
一
年
七
月
）
八
八
頁
。

　
『
文
学
界
二
七
号
』
（
一
八
九
五
年
三
月
）
。

　
『
文
学
界
三
六
号
』
（
一
八
九
五
年
二
一
月
）
。

　
『
国
文
学
』
（
一
九
八
四
年
一
〇
月
）
。

　
『
日
本
文
学
』
（
一
九
八
七
年
六
月
）
。

　
『
愛
媛
国
文
研
究
』
（
一
九
八
六
年
二
一
月
）
。

　
「
昭
和
学
院
国
語
国
文
二
一
号
』
（
一
九
八
八
年
三
月
）
。

　
前
掲
論
文
。

　
に
同
じ
。

　
『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
一
九
八
八
年
二
月
）
。

　
「
ア
メ
リ
カ
便
り
（
そ
の
三
）
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
六
四
年
四
月
）
。

　
『
立
命
館
文
学
』
（
一
九
八
八
年
一
〇
月
）
。

　
前
掲
書
二
七
九
頁
。

　
「
性
別
の
あ
る
テ
ク
ス
　
　
　
一
葉
と
読
者
　
　
」
（
『
文
学
』
一
九
八
八
年
七
月
）
。

二
人
の
別
れ
を
永
訣
と
解
す
る
も
の
は
管
見
す
る
か
ぎ
り
次
の
通
り
で
あ
る
。
蒲
生

芳
郎
「
『
た
け
く
ら
べ
』
小
論
」
（
宮
城
県
高
等
学
校
国
語
科
教
育
研
究
会
『
研
究
集

録
二
号
」
一
九
六
一
年
三
月
）
・
塚
田
満
江
前
掲
書
・
青
木
一
男
『
た
け
く
ら
べ
研

究
－
一
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
七
二
年
一
一
月
）
・
岡
保
生
『
薄
倖
の
才
媛
樋

口
一
葉
』
（
新
典
社
　
一
九
八
二
年
一
一
月
）
・
渡
迎
桂
子
前
掲
論
文
・
関
礼
子
前

掲
論
文
。

　
前
掲
書
二
三
二
頁
。

　
塚
田
満
江
も
前
掲
書
一
九
〇
頁
で
〈
樋
口
家
の
檀
寺
は
浄
土
真
宗
の
万
福
寺
で
あ

り
、
宗
旨
の
縁
で
父
も
一
葉
も
東
京
築
地
本
願
寺
に
葬
ら
れ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。

和
泉
恒
三
郎
も
「
一
葉
に
お
け
る
伝
統
思
想
の
摂
取
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
文
学
』
一

九
五
八
年
七
月
）
で
、
〈
晩
年
の
一
葉
か
ら
徒
然
草
の
講
義
を
う
け
た
穴
沢
清
次
郎

氏
は
「
よ
く
会
話
に
仏
教
の
言
葉
が
口
を
突
い
て
出
」
た
と
い
い
、
「
若
い
女
に
し

二
二

　
て
は
」
大
乗
仏
教
を
深
く
極
め
て
い
た
ら
し
い
と
回
想
し
て
い
る
〉

　
掲
げ
て
い
る
。

＠
　
前
掲
書
二
三
二
頁
。

＠
　
，
文
学
界
三
二
号
』
（
一
八
九
五
年
八
月
）
。

ゆ
　
『
文
学
』
（
一
九
八
五
年
七
月
）
。

＠
　
「
親
篶
と
被
差
別
民
０
」
（
『
文
学
』
一
九
八
五
年
一
〇
月
）
。

ゆ
ゆ
＠
に
同
じ
。

と
い
う
事
実
を

ゆ
¢
に
同
じ
。

ゆ
　
『
文
学
界
二
六
号
」
（
一
八
九
五
年
二
月
）
。

ゆ
　
『
遊
行
・
悪
場
所
』
（
未
来
社
　
一
九
七
五
年
五
月
）
一
二
五
～
二
一
六
頁
。

ゆ
　
に
同
じ
。

ゆ
　
前
掲
書
二
七
七
～
二
七
八
頁
。

ゆ
ゆ
　
「
文
学
界
二
五
号
』
（
一
八
九
五
年
一
月
）
。

＠
　
芸
能
と
被
差
別
民
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
中
世
の
民
衆
と
芸
能
』
（
阿
咋
社
　
一

　
九
八
六
年
六
月
）
を
参
照
し
た
。

ゆ
　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
二
　
東
京
』
（
角
川
書
店
　
一
九
七
八
年
一
〇
月
）
七

　
四
五
頁
。

ゆ
　
『
郷
土
資
料
事
典
二
；
（
人
文
社
　
一
九
七
七
年
六
月
）
八
一
頁
。

ゆ
　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
六
　
京
都
府
上
巻
』
（
角
川
書
店
　
一
九
八
二
年
七

　
月
）
四
二
四
頁
。

ゆ
　
，
郷
土
資
料
事
典
二
六
－
（
人
文
社
　
一
九
七
七
年
七
月
）
二
九
頁
。

ゆ
　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
七
　
大
阪
府
』
（
角
川
書
店
　
一
九
八
三
年
一
〇
月
）

　
六
四
三
～
六
四
四
頁
。

ゆ
　
，
郷
土
資
料
事
典
二
九
』
（
人
文
社
　
一
九
七
七
年
七
月
）
四
四
頁
。

ゆ
　
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
一
〇
巻
二
号
－
（
一
九
六
二
年
三
月
）
。

ゆ
　
岡
本
弥
「
蓮
如
上
人
の
生
母
と
吾
徒
と
真
宗
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
明
治
の
光
第



　
六
巻
』
大
和
同
志
会
　
一
九
一
七
年
九
月
）
。

ゆ
＠
　
『
在
家
勤
行
集
　
全
』
（
石
田
光
英
堂
　
一
九
三
七
年
八
月
）
の
本
文
に
拠
っ

　
た
。

ゆ
　
に
同
じ
。

＠
　
『
文
学
界
二
四
号
』
一
一
八
九
四
年
二
亘
）
。

ゆ
＠
ゆ
＠
　
『
文
芸
倶
楽
部
第
一
巻
第
九
編
』
（
一
八
九
五
年
九
月
）
。

＠
＠
ゆ
＠
ゆ
　
『
文
芸
倶
楽
部
第
一
巻
第
：
一
編
臨
時
増
刊
「
閨
秀
小
説
」
号
』
（
一

　
八
九
五
年
二
一
月
）
。

ゆ
　
東
京
堂
（
一
九
三
七
年
一
〇
月
）
四
二
六
頁
。

ゆ
　
日
記
本
文
は
塩
田
良
平
・
和
田
芳
意
・
樋
口
悦
編
纂
『
樋
口
一
葉
全
集
第
三
巻

　
（
上
）
』
（
筑
摩
書
房
　
一
九
七
六
年
二
一
月
）
に
拠
っ
た
。
以
下
同
じ
。
三
一
五
頁
。

＠
全
集
三
巻
（
上
）
三
七
九
頁
。
日
付
が
な
く
本
全
集
で
は
三
月
二
五
日
（
？
）
と

　
し
て
収
録
し
て
い
る
。

ゆ
全
集
三
巻
（
上
一
四
七
一
頁
。

付
記
　
浄
土
真
宗
と
女
人
成
仏
の
関
係
に
関
す
る
参
考
文
献
は
円
広
寺
住
職
深
井
恵
純

　
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

『
た
け
く
ら
べ
』
私
孜

二
三
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