
近
年

尊
い
い
の
ち

と
か

い

Ｆ
「

、〈

〉

〈

の
ち
を
大
切
に
〉
と
か
〈
い
の
ち
の

願
い
〉
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
よ
く

聞
き
ま
す
。
し
か
し

〈
い
の
ち
〉
と

、

は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り

し
な
い
ま
ま

イ
メ
ー
ジ
だ
け
で

い

、

〈

の
ち
〉
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
の
ち
と
は

何
な
の
で
し
ょ
う
か
」

「
私
た
ち
は
〈
私
の
い
の
ち
〉
と

Ｄ

〈

〉

い
う
言
葉
を
聞
け
ば
自
分
の

肉
体

の
こ
と
が
ま
ず
思
い
浮
か
び
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
私
の
い
の
ち
と
い
う
も

の
を
考
え
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き

ま
せ
ん
」

「
私
な
ど
も
〈
い
の
ち
〉
と
聞
い

Ｆて
思
う
の
は
ま
ず
は
身
体
の
い
の
ち

の
こ
と
で
す
ね
」

「
そ
れ
で
、
こ
の
肉
体
の
い
の
ち

Ｄと
い
う
と
こ
ろ
か
ら
〈
い
の
ち
と
は

何
か
〉
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

。

、

す

こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
こ
と
は

最
近
の
私
の
考
え
が
入
っ
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
な
り
に
聞
い
て
い
た
だ

け
ば
結
構
で
す
」

＊

「
ま
ず
一
番
わ
か
り
や
す
い
身
体

Ｆ

」

の
い
の
ち
を
考
え
て
み
る
の
で
す
ね

「
え
え
そ
う
で
す
。
身
体
は
目
と

Ｄか
鼻
と
か
、
胃
と
か
心
臓
と
か
頭
と

か
足
な
ど
の
機
能
や
器
官
が
お
互
い

。

に
か
か
わ
り
あ
っ
て
で
き
て
い
ま
す

そ
の
器
官
も
小
さ
な
細
胞
の
集
積
で

あ
り
、
そ
の
細
胞
も
さ
ら
に
細
か
く

分
析
し
て
い
け
ば
分
子
化
合
物
と
し

て
の
分
子
の
集
積
で
あ
り
ま
す
。
分

子
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
と
原
子
の

集
積
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
身

体
は
、
基
本
的
に
は
多
く
の
分
子
や

原
子
の
集
積
体
と
い
え
ま
す
」

「

、

Ｆ

生
命
体
は
細
胞
の
集
合
で
あ
り

細
胞
は
高
分
子
の
集
合
で
あ
り
、
分

子
は
原
子
の
集
合
で
す
ね
。
昔
、
学

校
で
習
い
ま
し
た
。
身
体
は
原
子
に

」

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね

「
そ
う
で
す
ね
。
ち
な
み
に
、
人

Ｄ間
に
お
け
る
原
子
の
数
量
は
お
よ
そ

十
の
二
十
五
乗
と
い
わ
れ
て
ま
す
。

そ
し
て
、
身
体
に
限
ら
ず
、
物
質
的

な
あ
る
ゆ
る
も
の
は
分
子
や
原
子
の

集
合
体
で
す
。
で
す
か
ら
、
山
も
木

も
太
陽
も
地
球
も
水
も
、
ま
た
人
工

的
な
建
造
物
も
み
な
原
子
の
集
合
体

だ
と
い
え
ま
す
」

「
生
命
体
ば
か
り
で
な
く
、
ほ
か

Ｆの
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
も
分
子
や
原
子

。

の
集
合
体
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
ね

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
宇
宙
空
間

に
は
分
子
や
原
子
の
集
ま
り
の
密
度

の
濃
い
と
こ
ろ
と
薄
い
と
こ
ろ
が
あ

る
そ
う
で
す
ね
」

「
こ
の
宇
宙
の
物
質
は
す
べ
て
原

Ｄ子
で
で
き
て
お
り
、
宇
宙
は
無
数
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
原
子
が
動
き
ま
わ

っ
て
い
る
。
た
だ
宇
宙
空
間
に
は
原

子
の
集
ま
り
の
濃
い
い
と
こ
ろ
と
薄

い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
」

「

」

Ｆ

で
は
原
子
と
は
何
で
し
ょ
う
か

「
物
質
を
構
成
す
る
基
本
的
な
単

Ｄ位
の
こ
と
で
す
。
原
子
も
さ
ら
に
原

子
核
（
陽
子
と
中
性
子
）
と
電
子
に

分
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
最
小
の
物
質

的
要
素
を
素
粒
子
と
い
い
ま
す
」

「
要
す
る
に
原
子
と
い
っ
て
も
素

Ｆ粒
子
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
物
質
を

構
成
す
る
基
本
的
な
最
小
の
単
位
で

あ
り
要
素
な
の
で
す
ね
」

＊

「
え
え
そ
う
な
の
で
す
。
そ
し
て

Ｄ大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
実
質
は
物
理

」

的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
で
す

「
原
子
と
い
う
も
の
を
お
さ
え
て

Ｆみ
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
で
す
ね
」

「
原
子
と
い
う
と
な
に
か
固
定
し

Ｄた
粒
を
連
想
し
ま
す
が
、
そ
う
で
は

な
く
て
、
常
に
動
き
つ
つ
あ
る
エ
ネ

」

ル
ギ
ー
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

「
そ
う
す
る
と
。
あ
ら
ゆ
る
物
質

Ｆは
原
子
の
集
合
体
で
あ
り

原
子

さ

、

（

ら
に
は
素
粒
子
）
の
実
質
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
す
か
ら
、
物
質
は
エ
ネ
ル
ギ

」

ー
が
形
を
と
っ
た
も
の
な
の
で
す
ね

「
そ
う
聞
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

Ｄ関
し
て
、
近
代
物
理
学
の
泰
斗
故
ヴ

ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は

現
『

代
物
理
学
の
思
想
』
の
中
で
こ
う
い

っ
て
い
ま
す
。

〈
あ
ら
ゆ
る
素
粒
子
が
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
世
界
の
本
原
的
実
体
と
定
義
さ
れ

る
。エ

ネ
ル
ギ
ー
は
事
実
、
そ
れ
か
ら

、

、

あ
ら
ゆ
る
素
粒
子

あ
ら
ゆ
る
原
子

し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
物
が
作
ら
れ

る
実
体
で
あ
る
。

、

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
動
く
も
の
で
あ
り

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
変

化
に
対
す
る
基
本
的
な
要
因
と
呼
ん

で
よ
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
物
質
に
も

熱
に
も
光
に
も
変
わ
り
う
る
〉

と
。
そ
う
す
る
と
、
原
子
や
、
原
子

の
さ
ら
に
も
と
の
素
粒
子
に
よ
っ
て

あ
ら
ゆ
る
物
が
で
き
、
し
か
も
素
粒

、

子
の
内
実
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
れ
ば

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

り
、
し
か
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
熱
に
も

光
に
も
変
わ
り
う
る
の
で
す
」

「
物
体
は
も
と
よ
り
、
熱
も
電
気

Ｆも
光
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
展
開
す
る
す

が
た
と
い
え
る
の
で
す
ね
」

「
そ
う
理
解
で
き
ま
す
。
そ
れ
に

Ｄ重
力
や
引
力
も
と
う
ぜ
ん
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
す
。
で
す
か
ら
宇
宙
空
間
は
、

原
子
が
一
面
に
飛
び
交
っ
て
い
る
場

で
あ
り
、
限
り
な
い
ほ
ど
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
働
い
て
い

る
と
こ
ろ
の
場
で
す
」

＊

「
さ
て
、
人
間
の
い
の
ち
と
は
何

Ｆか
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
人
の
い
の

ち
も
物
質
的
に
考
え
れ
ば
原
子
の
集

合
体
で
あ
り
、
も
う
一
つ
押
さ
え
れ

ば
物
理
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
っ
た

一
つ
の
形
と
い
え
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
ね
。
大
自
然
と

Ｄい
う
の
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
動
の
ほ

か
に
は
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
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い
の
ち
と
阿
弥
陀
仏



そ
れ
を
詩
的
に
表
現
し
て
〈
大
自
然

の
い
の
ち
か
ら
私
た
ち
は
生
ま
れ
、

大
自
然
の
い
の
ち
に
生
か
さ
れ
、
大〉

自
然
の
い
の
ち
の
活
動
の
中
に
帰
る

な
ど
と
語
ら
れ
る
の
で
す
ね
」

「
人
間
の
〈
い
の
ち
〉
は
物
理
的

Ｆな
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
つ
の
活
動
体
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

「
え
え
、
心
と
か
精
神
的
な
働
き

Ｄを
し
ば
ら
く
お
い
て
、
物
質
的
に
い

え
ば
、
そ
う
い
え
ま
し
ょ
う
」

＊

「
寿
命
（
い
の
ち
）
の
本
質
は
エ

Ｆネ
ル
ギ
ー
と
す
る
と
、
阿
弥
陀
仏
は

寿
命
無
量
す
な
わ
ち
無
量
の
い
の
ち

と
い
わ
れ
て
ま
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏

は
無
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
ね
」

「

。

Ｄ

そ
う
い
え
る
と
思
っ
て
い
ま
す

こ
の
よ
う
な
千
変
万
化
し
、
万
物
を

生
成
し
維
持
し
展
開
す
る
物
理
的
な

無
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
寿
命
無
量
の

阿
弥
陀
仏
の
働
き
と
は
別
の
も
の
で

は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
無
量
の

働
き
の
中
に
物
理
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

「
す
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
の

Ｆ中
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
動
で
あ
る

大
自
然
の
生
命
の
い
と
な
み
も
包
ま

れ
て
い
る
の
で
す
ね
」

「
そ
う
理
解
し
て
い
ま
す

『
涅
槃

Ｄ

。

経

（
寿
命
品
）
の
中
に

』た
と
え
ば
阿
耨
達
池
の
四
大
河
を

〈

あ

の

く

だ

つ

ち

出
す
が
ご
と
し
、
如
来
も
ま
た
爾
な

し
か

〉

り
。
一
切
の
命
を
出
し
た
も
う

と
あ
り
ま
す
。
阿
耨
達
池
は
イ
ン
ド

あ

の

く

だ

っ

ち

の
四
つ
の
大
河
が
そ
こ
か
ら
流
れ
出

る
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
奥
に
あ
る
伝
説
的

な
広
大
な
池
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
如

来
に
た
と
え
、
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
が

如
来
か
ら
出
て
い
る
と
、
説
か
れ
て

い
る
の
で
す
。
な
お
こ
う
い
う
こ
と

を
は
っ
き
り
と
語
っ
た
の
は
近
代
の

代
表
的
仏
教
者
で
あ
る
清
沢
満
之
先

生
で
、
先
生
の
言
葉
に

、

〈
宇
宙
万
有
の
千
変
万
化
は
皆
是
れ

一
大
不
可
思
議
の
妙
用
に
属
す

（
乃

。

至
）
一
色
の
映
ず
る
も
、
一
香
の
熏

ず
る
も
、
決
し
て
色
香
其
者
の
原
起

力
に
因
る
に
非
ず
。
皆
彼
の
一
大
不

よ

可
思
議
の
発
動
に
基
づ
く
も
の
な
ら

ず
ば
あ
ら
ず
〉

〈
無
能
の
私
を
し
て
私
た
ら
し
む
る

能
力
の
根
本
本
体
が
、
即
ち
如
来
で

あ
る

（
乃
至
）
如
来
は
私
に
対
す
る

。

〉

無
限
の
能
力
で
あ
る

と
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の
活
動
も
万
物

や
私
の
存
在
も
、
そ
れ
ら
を
成
立
せ

し
め
る
の
は
一
大
不
可
思
議
な
力
で

あ
り
、
そ
れ
を
阿
弥
陀
仏
の
働
き
と

し
て
み
て
お
ら
れ
ま
す
。
す
る
と
阿

弥
陀
仏
の
働
き
と
物
理
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
よ
る
大
自
然
の
活
動
は
一
つ

の
こ
と
に
な
り
ま
す
」

＊

「
寿
命
無
量
の
阿
弥
陀
仏
の
働
き

Ｆの
中
に
か
ぎ
り
な
い
物
質
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
含
ま
れ
る
と
言
っ
て
い
い

と
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
無
量
の
い

の
ち
と
、
私
た
ち
の
い
の
ち
と
は
ど

う
い
う
関
係
が
あ
る
の
で
す
か
」

「
私
た
ち
の
寿
命
（
い
の
ち
）
は

Ｄ生
き
て
い
る
身
体
的
な
い
の
ち
で
す

か
ら
、
私
た
ち
の
い
の
ち
は
限
定
さ

れ
た
い
の
ち
、
一
つ
の
形
を
取
っ
た

い
の
ち
で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
阿
弥

陀
仏
の
い
の
ち
は
は
か
り
な
き
い
の

、

。

ち

い
わ
ば
無
限
定
な
い
の
ち
で
す

限
り
あ
る
い
の
ち
は
限
り
な
い
無
限

定
な
い
の
ち
が
限
定
さ
れ
て
、
一
つ

の
形
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
ま
し
ょ

。

」

う

海
の
水
か
ら
泡
が
出
る
よ
う
に

「
私
た
ち
の
い
の
ち
は
阿
弥
陀
仏

Ｆの
い
の
ち
が
限
定
さ
れ
た
も
の
な
の

で
す
ね
」

＊

「
ど
う
限
定
す
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ

Ｄの
業
が
関
わ
り
ま
す
け
ど
、
私
も
そ

う
思
い
ま
す
。
た
だ
、
物
質
的
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
活
動
は
阿
弥
陀
仏
の
働

き
の
一
つ
の
〈
側
面
〉
で
あ
り
、
仏

と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
主
た
る
働
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

「
阿
弥
陀
仏
の
仏
と
し
て
の
主
た

Ｆる
働
き
と
は
な
ん
で
す
か
」

「
一
切
衆
生
の
救
済
で
す
」

Ｄ
「
衆
生
救
済
の
働
き
は
阿
弥
陀
仏

Ｆの
ど
う
い
う
は
た
ら
き
で
す
か
」

「
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
光
明
無
量

Ｄの
徳
で
す
。
光
明
と
は
大
悲
の
智
慧

で
す
。
で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
徳
は

無
碍
光
と
か
智
慧
光
と
か
い
う
よ
う

に
光
明
で
表
現
さ
れ
ま
す
」

「
そ
う
い
え
ば
経
典
に
は
寿
命
無

Ｆ量
の
こ
と
は
あ
ま
り
説
か
れ
ず
、
光

明
の
働
き
が
も
っ
ぱ
ら
説
か
れ
て
い

る
の
は
、
衆
生
救
済
の
内
容
に
直
接

関
わ
る
の
は
光
明
無
量
の
徳
だ
か
ら

で
す
ね
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
寿
命
無
量
の

Ｄ徳
は
衆
生
救
済
の
光
明
の
徳
を
ど
こ

ま
で
も
保
持
し
、
維
持
し
続
け
て
い

る
働
き
で
す
」

先
月
号
で
は
維
持
す
る
側
を

能

Ｆ
「

〈

持

と
い
い

維
持
さ
れ
る
側
を

所

〉

、

〈

持
〉
と
い
う
お
話
で
し
た
。
そ
う
す

る
と
寿
命
の
徳
は
衆
生
救
済
の
徳
を

保
ち
維
持
す
る
力
な
の
で
す
ね
」

「
え
え
い
の
ち
で
あ
る
寿
命
は
エ

Ｄネ
ル
ギ
ー
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は

無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
い
っ

て
い
い
側
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
阿
弥
陀
仏
に
お
け
る
衆
生
救
済

の
徳
を
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
維
持
し
保

持
し
つ
つ
け
る
能
力
（
能
持
）
は
、

阿
弥
陀
仏
の
無
量
の
寿
命
の
働
き
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
寿
命
を
土
台

に
し
て
阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
十
方
の

衆
生
を
救
済
し
た
も
う
の
で
す
。
衆

生
の
救
済
が
阿
弥
陀
仏
の
根
本
の
願

い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

＊

「
寿
命
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
こ

Ｆと
は
物
理
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
い
つ
ま

で
も
な
く
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
消
費
さ
れ
て
減
っ
て
い

か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」

「
物
質
的
な
領
域
で
の
根
本
法
則

Ｄに
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
。

〈
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
態
は
転
換
す
る

が
、
そ
れ
を
生
成
さ
せ
る
こ
と
も
消

滅
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ

〉

を
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
と
い
う

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
電
気

ス
ト
ー
ブ
を
つ
け
る
と
、
電
気
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
光
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
変
わ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
体
は
増
え
も
減
り

も
し
な
い
、
た
だ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形

態
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
す
。
ま
た
、

固
形
と
し
て
の
物
質
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
あ
る
ご
飯
を
食
べ
る
と
糖
分
に
変

わ
り
、
糖
分
は
手
足
を
動
か
す
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
体
温
な
ど
の
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
態
は
変
わ
っ
て

も
総
量
は
減
り
も
増
え
も
し
な
い
。

不
増
不
減
で
、
消
滅
せ
ず
い
つ
ま
で

も
保
存
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
は
、
物
質
的

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
の
不
滅
を
い

、

。

う

極
め
て
重
要
な
根
本
法
則
で
す

で
す
か
ら
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
寿

命
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
側

」

面
か
ら
証
明
し
て
い
る
と
思
い
ま
す

「
今
ま
で
の
お
話
で
は
、
物
質
的

Ｆな
働
き
も
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
の
中
に

お
さ
ま
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
」

＊

「
え
え
、
で
す
か
ら
も
っ
ぱ
ら
物

Ｄ質
的
な
領
域
を
観
察
し
、
そ
こ
に
法

則
性
を
見
出
し
、
さ
ら
に
は
物
質
を

応
用
し
て
い
く
と
い
う
自
然
科
学
の

対
象
領
域
は
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
の

」

領
域
の
中
に
入
る
と
い
え
ま
し
ょ
う

「
自
然
科
学
は
阿
弥
陀
仏
の
寿
命

Ｆの
物
質
的
物
理
的
側
面
の
領
域
に
も

っ
ぱ
ら
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の

Ｄ光
明
無
量
の
働
き
で
あ
る
衆
生
救
済

に
直
接
関
わ
る
の
が
宗
教
の
領
域
で

あ
り
、
自
然
科
学
が
関
わ
る
の
は
も

っ
ぱ
ら
阿
弥
陀
仏
に
お
け
る
寿
命
の

物
質
的
領
域
で
す
。
で
す
か
ら
、
宗

教
と
自
然
科
学
と
は
矛
盾
し
な
い
の

で
す
。
た
だ
関
わ
る
領
域
に
違
い
が

あ
る
の
で
す

（
了
）

」



ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い
う
こ
と
を
ば
さ

た
な
く
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も
、
よ
し
あ
し
と

い
う
こ
と
を
の
み
も
う
し
あ
え
り
。
聖
人
の
お

お
せ
に
は

「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存

、

知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
如
来
の
御
こ

こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お

し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ

ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し

り
と
お
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る

に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅

無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ

て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と

な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ

し
ま
す
」
と
こ
そ
お
お
せ
は
そ
う
ら
い
し
か
。

（

歎
異
抄
』
後
序
よ
り
）

『

◎
現
代
語
訳

本
当
に
わ
た
し
ど
も
は
、
如
来
の
ご
恩
が
ど

れ
ほ
ど
尊
い
か
を
問
う
こ
と
も
な
く
、
い
つ
も

お
互
い
に
善
い
と
か
悪
い
と
か
、
そ
れ
ば
か
り

を
い
い
あ
っ
て
お
り
ま
す

親
鸞
聖
人
は

｢

何

。

、

が
善
で
あ
り
何
が
悪
で
あ
る
の
か
、
そ
の
ど
ち

ら
も
わ
た
し
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
如
来
が
そ
の
お
こ
こ
ろ
で
善
と
お
思
い
に

な
る
ほ
ど
に
善
を
知
り
尽
く
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
善
を
知
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
如
来
が
悪
と
お
思
い
に
な
る
ほ
ど
に
悪
を
知

り
尽
く
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
悪
を
知
っ
た
と
い

え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し

ど
も
は
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
そ
な
え
た
凡
夫
で
あ

り
、
こ
の
世
は
燃
え
さ
か
る
家
の
よ
う
に
た
ち

ま
ち
に
移
り
変
る
世
界
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
は

む
な
し
く
い
つ
わ
り
で
、
真
実
と
い
え
る
も
の

は
何
一
つ
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
た
だ
念

仏
だ
け
が
真
実
な
の
で
あ
る｣

と
仰
せ
に
な
り

ま
し
た
。

＊

こ
こ
に
「
ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い
う
こ

と
を
ば
さ
た
な
く
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も
、
よ

し
あ
し
と
い
う
こ
と
を
の
み
も
う
し
あ
え
り
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
意
味
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
人
間
生
活
の
日
々
の
中
で
、
い
つ

も
何
を
思
い
、
何
を
語
り
、
何
に
思
い
煩
っ
て

い
る
か
と
い
う
と
、
人
生
生
活
上
の
さ
ま
ざ
ま

な
「
良
し
悪
し
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
人
と
話
を
す
る
と
き
な
ど
、
身

体
上
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
話
題
に
な
り
ま
す
。

身
体
の
ど
こ
が
悪
い
と
か
、
最
近
良
く
な
っ
た

と
か
、
ど
こ
の
医
者
は
い
い
と
か
悪
い
と
か
、

健
康
に
は
こ
れ
を
飲
む
の
が
い
い
と
か
、
こ
れ

を
食
べ
る
の
は
良
く
な
い
と
か
、
体
の
心
配
で

「

」

。

の

よ
し
あ
し

が
際
限
も
な
く
語
ら
れ
ま
す

し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
の
話
は
一
つ
も

話
の
中
に
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。

「

」

あ
る
い
は
経
済
的
な
こ
と
へ
の

良
し
悪
し

も
常
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
商
売
が
う
ま

く
い
っ
て
い
る
か
ら
い
い
と
か
、
う
ま
く
い
か

な
い
か
ら
悪
い
と
か
、
物
価
が
高
く
て
や
っ
て

い
け
ぬ
と
か
、
今
は
出
費
が
減
っ
て
良
く
な
っ

た
と
か
、
老
後
の
蓄
え
が
乏
し
い
の
で
困
る
と

か
、
そ
れ
は
有
る
か
ら
い
い
と
か
、
生
計
上
の

「
良
し
悪
し
」
に
大
変
思
い
煩
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
如
来
の
ご
苦
労
に
思
い
を
い
た
す

こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
い
は
人
間
関
係
に
お
い
て
、
あ
の
人
は

親
切
だ
か
ら
い
い
と
か
、
あ
の
人
は
冷
た
い
の

で
い
や
だ
と
か
、
彼
は
礼
儀
を
知
っ
て
る
か
ら

い
い
と
か
、
知
ら
な
い
か
ら
悪
い
と
か
、
気
が

利
く
か
ら
良
い
と
か
、
気
が
利
か
な
い
か
ら
駄

目
だ
と
か
、
人
間
関
係
の
こ
と
で
ど
れ
ほ
ど
心

を
配
り
、
煩
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

人
間
同
士
の
ふ
る
ま
い
の
良
し
悪
し
ば
か
り

が
沙
汰
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
は
無
視
さ
れ

て
い
ま
す
。

さ
ら
に
政
治
と
か
社
会
的
正
義
に
関
し
て
も

同
じ
で
す
。
政
治
や
社
会
の
あ
り
方
に
関
わ
る

の
は
一
人
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の

組
織
（
共
同
体
）
で
す
が
、
国
内
外
の
平
和
や

社
会
的
な
正
義
と
腐
敗
を
問
題
に
す
る
場
合

も
、
人
間
や
人
間
の
共
同
体
の
行
為
が
正
し
い

か
間
違
っ
て
い
る
か
の
「
良
し
悪
し
」
だ
け
を

問
題
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
人
間
自
体
が
大

、

、

変
汚
れ
た
存
在
で
あ
り

罪
深
い
存
在
で
あ
り

し
か
も
そ
の
罪
濁
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
壁
に
い
つ
も
人
間
社
会
は
ぶ
つ
か
っ

て
い
ま
す
。

人
間
と
こ
の
世
を
浄
化
し
、
あ
る
べ
き
状
態

に
あ
ら
し
め
よ
う
と
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
阿

弥
陀
仏
の
本
願
力
が
人
間
と
世
界
を
浄
化
す
る

原
動
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
社
会
の
平
和

や
安
定
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
如
来
の
御

恩
を
「
さ
た
せ
ず
し
て

、
人
間
や
人
間
の
共

」

同
体
の
あ
り
か
た
の
良
し
悪
し
だ
け
を
問
題
に

し
て
い
る
の
が
私
た
ち
で
す
。

そ
の
阿
弥
陀
仏
の
お
力
に
依
る
こ
と
な
し
に

世
界
や
社
会
の
平
和
と
安
定
を
計
ろ
う
と
す
る

と
、
あ
と
は
お
互
い
の
利
害
損
得
上
で
の
妥
協

に
お
け
る
一
致
点
で
話
を
つ
け
て
い
く
し
か
あ

り
ま
せ
ん

「
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
お
互
い
損

。

だ
か
ら
や
め
て
お
こ
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
何

と
か
け
ん
か
を
せ
ず
に
い
る
と
い
う
、
そ
う
い

う
解
決
策
が
現
実
に
は
も
っ
と
も
多
く
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
利
害
が
一
致
し
な
い
場

合
、
そ
の
不
一
致
が
大
き
く
な
る
と
争
い
が
起

こ
る
と
い
う
危
険
性
は
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い

ま
す
。

（
な
お
一
言
す
る
と
、
で
は
、
神
な
ど
の
絶

対
者
を
第
一
に
立
て
て
い
け
ば
世
の
平
和
と
安

定
は
実
現
し
て
い
く
の
か
と
い
う
と

「
絶
対

、

者
的
な
も
の
の
良
し
悪
し
」
に
お
い
て
争
い
を

さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
の
が
現
実
で
す
。
そ
の

こ
と
で
一
神
教
的
原
理
が
現
代
の
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
）

＊

最
後
に
宗
教
的
な
救
い
を
自
ら
の
上
に
成
就

し
よ
う
と
、
聞
法
求
道
に
励
ん
で
い
る
場
合
に

も
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
姿
や
心
の
内
容
や
行

い
の
良
し
悪
し
ば
か
り
に
執
わ
れ
、
そ
れ
ば
か

り
に
目
が
い
っ
て
し
ま
う

「
心
が
明
る
い
か

。

暗
い
か

「
自
覚
が
で
き
た
か
で
き
な
い
か
」

」

「
教
え
が
自
分
に
分
か
る
か
分
か
ら
な
い
か
」

「
有
り
難
い
か
有
り
難
く
な
い
か

「
自
分
の

」

悪
が
知
れ
た
か
知
れ
な
い
か
」
な
ど
、
自
分
の

側
の
「
よ
し
あ
し
」
ば
か
り
に
目
が
い
っ
て
、

阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
に
心
が
依
ら
な
い
の
で
す
。

阿
弥
陀
仏
が
本
願
を
成
就
し
、
弥
陀
の
功
徳

を
万
人
に
回
向
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
が
人
の
人
生
そ
の
も
の
の
幸
不
幸
を

決
定
す
る
真
実
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
世
界
の
安

定
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
頂

く
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
れ
ば
、
如
来
の
本
願

力
の
ご
恩
に
こ
そ
、
ま
ず
心
を
寄
せ
る
べ
き
で

あ
り
ま
し
ょ
う

（
了
）

。

後
序
第
八
講

歎
異
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【
初
め
て
の
イ
ン
ド
６
】

カ
ル
カ
ッ
タ
の
ラ
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
本
部

の
あ
る
河
岸
か
ら
ボ
ー
ト
に
乗
り
、
着
い
た
と
こ
ろ
は
ド

ッ
キ
ネ
ッ
シ
ョ
ル
寺
院
だ
っ
た
。
主
神
は
カ
ー
リ
ー
と
い

う
黒
い
女
神
で
、
首
に
ド
ク
ロ
の
首
飾
り
を
し
て
、
見
る

者
を
畏
怖
せ
し
め
る
。
お
香
の
強
烈
な
に
お
い
と
灯
明
の

油
が
粘
り
付
い
た
建
物
の
内
部
に
カ
ー
リ
ー
は
祀
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
寺
に
近
代
イ
ン
ド
の
聖
者
と
し
て
著
名
な
ラ

ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
（
１
８
３
６
～
１
８
８
６
）
が
寺
僧
と

。

、

し
て
住
ん
で
い
た

彼
の
居
た
部
屋
に
入
る
と
中
は
狭
く

彼
の
ベ
ッ
ド
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
。
室
内
に
は
数
人

の
参
拝
者
が
彼
を
偲
ん
で
静
か
に
座
っ
て
ラ
ー
マ
ク
リ
シ

ュ
ナ
を
憶
念
し
て
い
る
。
か
つ
て
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
は

こ
こ
で
、
訪
れ
た
人
た
ち
に
深
い
宗
教
経
験
を
語
っ
た
。

そ
れ
が
評
判
に
な
り
多
く
の
若
き
イ
ン
テ
リ
が
彼
の
元
に

や
っ
て
き
た
。
優
れ
た
弟
子
の
一
人
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ナ
ン

ダ
は
後
に
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
創
設
し
、

イ
ン
ド
国
内
は
も
と
よ
り
世
界
各
地
に
支
部
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
に
は
サ
ラ
ダ
デ
ビ
ー
と
い

う
妻
が
い
た
が
、
普
通
の
意
味
で
の
夫
婦
と
い
う
関
係
で

は
無
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
師
の
亡
き
後
は
ホ
ー
リ

ー
・
マ
ザ
ー
（
聖
な
る
母
）
と
い
わ
れ
て
敬
わ
れ
た
。
そ

こ
を
出
て
か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
市
内
に
あ
る
博
物
館
を
見

学
。
こ
こ
に
は
多
く
の
仏
教
遺
物
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

仏
陀
の
物
語
の
見
事
な
レ
リ
ー
フ
は
印
象
的
だ
っ
た
。
現

代
の
イ
ン
ド
で
は
仏
教
は
影
が
は
な
は
だ
薄
い
が
、
過
去

の
イ
ン
ド
文
化
史
に
お
い
て
、
仏
教
は
最
も
普
遍
的
な
深

い
真
理
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
芸

術
的
に
も
最
も
優
れ
た
も
の
を
産
み
出
し
た
こ
と
は
、
こ

の
博
物
館
を
見
る
だ
け
で
も
は
っ
き
り
と
分
か
る
。
カ
ル

、

、

カ
ッ
タ
を
離
れ

汽
車
で
ビ
ハ
ー
ル
州
の
ガ
ヤ
駅
に
降
り

そ
こ
か
ら
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
ミ
ニ
バ
ス
に
の
っ
て
仏
跡
を

回
っ
た
。
ま
ず
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
参
詣
。
途
中
に
、
仏
陀
が

さ
と
り
を
開
か
れ
る
前
に
修
行
さ
れ
た
前
正
覚
山
が
田
園

の
向
こ
う
に
見
え
る
。
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
は
さ
す
が
に
仏
教
第

一
の
聖
地
だ
け
あ
っ
て
、
落
ち
着
い
た
空
間
の
中
に
マ
ハ

ー
ボ
デ
ィ
寺
院
の
大
塔
が
紺
碧
の
空
に
そ
び
え
る
。
後
ろ

に
仏
陀
が
そ
の
座
の
上
で
さ
と
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
金

剛
座
が
あ
り
、
そ
の
下
で
正
覚
を
成
就
さ
れ
た
と
い
う
菩

提
樹
の
子
孫
が
今
も
植
わ
っ
て
い
る
。
多
く
の
チ
ベ
ッ
ト

人
仏
教
徒
が
五
体
投
地
の
礼
拝
を
熱
心
に
行
っ
て
い
た
。

大
塔
の
周
り
の
欄
楯
は
二
〇
〇
〇
年
近
く
も
前
の
も
の
が

残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
見
わ
た
す
環
境
は
清
ら
か
で
仏

陀
へ
の
敬
虔
感
情
が
お
の
ず
か
ら
沸
き
、
し
ば
し
感
慨
に

ふ
け
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
（
一
九
七
０
年
）
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

は
ほ
と
ん
ど
観
光
化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
近

年
は
観
光
化
が
す
す
み
宗
教
的
趣
き
が
減
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
は
大
塔
の
前
に
菩
提
樹
の
葉
や
珠
数

な
ど
を
売
る
小
さ
く
粗
末
な
店
が
三
件
ほ
ど
あ
る
だ
け

で
、
ホ
テ
ル
と
い
う
ほ
ど
の
ホ
テ
ル
も
な
か
っ
た
。
名
残

は
尽
き
な
い
が
私
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
離
れ
、
ラ
ジ
ギ

ー
ル
に
入
り
、
王
宮
跡
に
行
く
。
頻
婆
娑
羅
王
が
幽
閉
さ

れ
た
牢
獄
跡
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
少
し
南
に

竹
林
精
舎
跡
が
あ
り
、
こ
こ
は
仏
弟
子
た
ち
の
修
行
の
場

で
あ
り
寝
起
き
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
霊
鷲
山
に
向

か
う
。
途
中
に
釈
尊
当
時
の
名
医
と
い
わ
れ
た
耆
婆
の
薬

草
園
跡
が
あ
る
。
今
も
こ
こ
ら
は
薬
草
が
と
れ
る
と
の
こ

と
。
頻
婆
娑
羅
王
が
釈
尊
の
ご
説
法
を
聞
く
た
め
に
造
ら

れ
た
と
い
う
「
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
ロ
ー
ド
」
と
い
う
小
道
を

登
る
。
途
中
に
小
さ
な
洞
窟
が
あ
り
目
連
や
舎
利
弗
が
こ

の
中
で
修
行
を
し
た
と
い
う
。
や
が
て
小
高
く
隆
起
し
た

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
が
霊
鷲
山
で
釈
尊
説
法
の
座
だ

。

、

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

仏
陀
の
息
吹
が
じ
か
に
感
じ
ら
れ

感
動
が
胸
に
ふ
つ
ふ
つ
と
沸
い
て
く
る
。
い
っ
た
ん
下
に

お
り
て
向
か
い
の
山
の
中
腹
に
あ
る
七
葉
窟
に
行
く
。
こ

こ
は
釈
尊
入
滅
後
、
阿
難
が
仏
陀
の
説
法
を
誦
出
し
た
仏

典
の
第
一
結
集
の
場
所
と
い
わ
れ
て
い
る
。
夕
方
、
ふ
も

と
の
日
本
山
妙
法
寺
に
行
き
、
宿
泊
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に

な
っ
た
。
日
本
山
妙
法
寺
は
、
ガ
ン
ジ
ー
と
交
わ
っ
て
非

暴
力
の
信
念
に
よ
る
平
和
運
動
家
で
あ
っ
た
藤
井
日
達
上

人
が
建
て
た
寺
で
、
イ
ン
ド
は
も
と
よ
り
諸
国
に
い
く
つ

も
建
立
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
妙
法
寺
で
夕
事
の
勤
行

に
参
加

二
時
間
ほ
ど
う
ち
わ
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら

な

。

「

む
み
ょ
う
ほ
う
れ
ん
げ
ー
き
ょ
う
」
を
唱
え
る
。
二
時
間

ほ
ど
し
て
や
っ
と

勤
行
が
終
わ
り
、
夕
食
と
な
っ
た
。


