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は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
鈴
木
三
重
吉
主
宰
の
新
児
童

文
芸
誌
「
赤
い
鳥
」
創
刊
号
（
大
７
・
７
）
に
発
表
さ
れ
た
短
編
で
、

芥
川
龍
之
介
が
初
め
て
取
り
組
ん
だ
〈
童
話
〉
で
あ
る
。
鈴
木
は
、

漱
石
門
下
の
先
輩
に
あ
た
り
、
芥
川
の
文
壇
デ
ヴ
ュ
ー
作
と
な
っ
た

「
芋
粥
」
の
発
表
（
大
５
・
９
）
も
、
掲
載
誌
「
新
小
説
」
の
編
集
顧

問
だ
っ
た
鈴
木
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か

ら
す
る
と
、
芥
川
が
「
赤
い
鳥
」
か
ら
の
依
頼
を
断
れ
る
は
ず
も
な

く
、
早
速
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
も
の
の
、
勝
手
の
異
な
る
〈
童
話
〉

と
あ
っ
て
、
意
外
に
難
渋
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
御
伽
噺
に
は
弱
り

ま
し
た
／
あ
れ
で
精
ぎ
り
一
杯
な
ん
で
す
／
但
自
信
は
更
に
あ
り
ま

せ
ん
」（
注
１
）と
い
っ
た
発
言
や
「
今
日
鈴
木
さ
ん
の
御
伽
噺
の
雑
誌
を

見
ま
し
た
／
ど
れ
を
よ
ん
で
も
私
の
よ
り
う
ま
い
や
う
な
気
が
し
ま

す
」（
注
２
）と
い
っ
た
弱
音
は
、
多
少
の
謙
遜
は
あ
る
に
し
て
も
、
初
め

て
〈
童
話
〉
を
手
が
け
た
苦
闘
ぶ
り
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

　
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
芥
川
の
〈
童
話
〉
と
み
ら
れ
る
八
編（
注
３
）の
中

で
も
「
杜
子
春
」
と
と
も
に
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る
作
品
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
知
名
度
の
高
さ
と
は
う
ら
は
ら
に
、「
蜘
蛛

の
糸
」
は
必
ず
し
も
好
評
ば
か
り
に
包
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
「
極
ま
り
切
っ
た
秩
序
あ
る
世
界
を
や
す
や
す
と
受

け
入
れ
て
、
そ
こ
に
何
等
の
懐
疑
も
苦
も
感
じ
て
ゐ
な
い
」「
ス
ト
ー

ヴ
で
温
め
ら
れ
た
温
室
的
書
斎
で
の
仮
寝
の
夢
に
す
ぎ
な
い
」
と

い
っ
た
正
宗
白
鳥
の
酷
評（
注
４
）を
は
じ
め
、「
人
間
の
利
己
心
を
、
お

ろ
か
な
む
な
し
い
も
の
と
し
て
は
描
い
て
は
い
る
が
、
人
間
の
本
質

と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
、
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
て
い
る
」（
注
５
）と

い
う
批
判
や
「
こ
の
作
品
は
、
芥
川
の
意
図
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、

勧
善
懲
悪
、
既
成
の
モ
ラ
ル
を
鼓
吹
す
る
も
の
で
し
か
な
い
」「
こ
の

作
品
は
（
中
略
）
名
作
ど
こ
ろ
か
、
文
学
と
い
う
よ
り
も
読
物
で
あ

る
」（
注
６
）と
い
っ
た
否
定
的
見
解
も
続
い
た
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
批
判
と
は
逆
の
好
意
的
な
見
解
も
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
、
鈴
木
は
芥
川
の
原
稿
を
一
読
す
る
な
り
「
芥
川
が

世
間
で
持
て
囃
さ
れ
る
の
は
当
た
り
前
だ
。
ま
る
で
外
の
奴
等
と
は

「
蜘
蛛
の
糸
」
管
見　
　

 

童
話
と
小
説
の
間 　
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モ
ノ
が
違
ふ
。（
中
略
）
こ
ん
な
傑
作
を
書
い
た
奴
は
一
人
も
い
な
い
」

と
い
う
感
想
を
も
ら
し（
注
７
）、
滑
川
道
夫
は
「
子
ど
も
だ
ま
し
で
な
い

『
児
童
文
学
』
を
社
会
的
に
認
め
さ
せ
た
点
で
、
こ
の
作
品
の
も
つ
意

義
は
大
き
い
」（
注
８
）と
述
べ
、
吉
田
精
一
も
「
日
本
の
創
作
童
話
と
し

て
は
、
最
高
の
地
位
を
要
求
で
き
る
作
品
」（
注
９
）と
評
価
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
蜘
蛛
の
糸
」
を
め
ぐ
る
評
価
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
わ
ず
か
七
枚
程
の
短
編
の
評
価
が
な
ぜ
こ
う

も
極
端
に
分
か
れ
る
の
か
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
蜘
蛛
の
糸
」

自
体
に
、
一
編
を
読
む
た
め
の
視
点
も
し
く
は
評
価
軸
に
〈
揺
れ
〉
を

生
じ
さ
せ
る
何
ら
か
の
要
因
が
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
蜘
蛛
の
糸
」
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た

〈
揺
れ
〉
の
内
実
を
ま
ず
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一　
〈
童
話
〉
と
い
う
機
制

　
「
蜘
蛛
の
糸
」
を
評
価
す
る
難
し
さ
の
ひ
と
つ
は
、
第
一
に
こ
の
作

品
が
〈
童
話
〉
で
あ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
由
来
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
〈
童
話
〉
で
あ
る
以
上
、
こ
の
作
品
が
〈
子

供
〉
を
読
者
対
象
と
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
だ
が
、
読
者
が
〈
子
供
〉

で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
指
示
性
は
テ
ク
ス
ト
の
読
み
に
一
定
の
機
制
を

設
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、〈
童
話
〉
の
読
者
で
あ
る
〈
子
供
〉
の
教
養
範
囲
を
考

慮
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
即
し
た
読
み（
注
10
）と
い
う
も
の
が
考
え
ら

れ
る
。
一
方
、
そ
う
し
た
読
み
と
は
別
に
、
一
般
読
者
（
大
人
）
が
何

の
制
約
も
な
く
自
由
に
読
む
読
み
が
あ
り
、
双
方
の
間
に
小
さ
か
ら
ぬ

懸
隔
が
生
ず
る
こ
と
も
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
想
定

さ
れ
る
〈
子
供
〉
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
そ
の
イ

メ
ー
ジ
も
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
く
ち
に
〈
子
供
〉
と
い
っ
て

も
、
き
わ
め
て
漠
然
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
面
の
対
象
と
な
る

〈
子
供
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
う
少
し
具
体
的
に
絞
っ
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、「
蜘
蛛
の
糸
」
が
発
表
さ
れ
た
「
赤
い
鳥
」
が
読
者

対
象
と
す
る
〈
子
供
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
。
創
刊
号

以
来
、「
赤
い
鳥
」
巻
頭
に
は
し
ば
ら
く
次
の
よ
う
な
「
標
榜
語

（
モ
ッ
ト
ー
）」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

〇
現
在
世
間
に
流
行
し
て
ゐ
る
子
供
の
読
物
の
最
も
多
く
は
、
そ
の
俗

悪
な
表
紙
が
多
面
的
に
象
徴
し
て
ゐ
る
如
く
、
種
々
の
意
味
に
於

て
、
い
か
に
も
下
劣
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
も
の
が
子
供
の

真
純
を
侵
害
し
つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
思
考
す
る
だ
け
で

も
怖
ろ
し
い
。

〇
西
洋
人
と
違
つ
て
、
わ
れ

く
日
本
人
は
、
哀
れ
に
も
殆
未
だ
嘗

て
、
子
供
の
た
め
に
純
麗
な
読
物
を
授
け
る
、
真
の
芸
術
家
の
存
在

を
誇
り
得
た
例
が
な
い
。
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〇
「
赤
い
鳥
」
は
世
俗
的
な
下
卑
た
子
供
の
読
み
も
の
を
排
除
し
て
、

子
供
の
純
性
を
保
全
開
発
す
る
た
め
に
、
現
代
一
流
の
芸
術
家
の
真

摯
な
る
努
力
を
集
め
、
兼
て
、
若
き
子
供
の
た
め
の
創
作
家
の
出
現

を
迎
ふ
る
、
一
大
区
画
的
運
動
の
先
駆
で
あ
る
。

〇
「
赤
い
鳥
」
は
、
只
単
に
、
話
材
の
純
清
を
誇
ら
ん
と
す
る
の
み
な

ら
ず
、
全
誌
面
の
表
現
そ
の
も
の
に
於
て
、
子
供
の
文
章
の
手
本
を

授
け
ん
と
す
る
。（
以
下
略
）

こ
の
巻
頭
言
が
示
唆
す
る
読
者
と
し
て
の
「
子
供
」
は
、
第
一
に
「
俗

悪
」
で
も
「
下
劣
」
で
も
な
い
「
真
純
」
な
子
供
で
あ
り
、
ま
た
「
純

麗
な
読
物
を
授
け
る
」
べ
き
子
供
で
あ
り
、
か
つ
「
純
性
を
保
全
開
発

す
」
べ
き
子
供
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
童
話
は
「
純
清
」
な
「
話

材
」
で
あ
っ
て
、「
子
供
の
文
章
の
手
本
」
と
な
る
べ
き
作
品
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、「
赤
い
鳥
」
の
掲
載
作
品
は
、「
真
純
」

「
純
麗
」「
純
性
」「
純
清
」
な
「
子
供
」
た
ち
を
読
者
対
象
と
し
、
彼

ら
の
〈
純
〉
性
の
涵
養
を
目
的
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
〈
純
〉
性
の
強
調
は
、
明
治
期
の
家
族
主
義
的
国
家
観
を
基
盤
と

す
る
〈
御
伽
噺
〉
が
期
待
し
た
子
供
像
、
た
と
え
ば
「
義
勇
公
ニ
奉
シ

（
じ
）」「
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
（
べ
）」
き
「
忠
良
ノ
臣
民
」（
注
11
）
た
る

べ
き
天
皇
の
〈
赤
子
〉
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ

る（
注
12
）。
第
一
次
世
界
大
戦
（
大
３
）
以
後
、
明
治
的
国
家
主
義
は

弛
緩
し
、
西
欧
の
思
想
や
文
化
も
さ
ほ
ど
時
差
な
く
日
本
に
流
入
し
、

西
欧
的
イ
メ
ー
ジ
は
急
速
に
浸
透
・
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
う
し
た
時
代
背
景
を
考
え
る
と
、「
赤
い
鳥
」
が
想
定
す
る

〈
純
粋
無
垢
〉
な
子
供
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
〈
幼
子
〉
の
イ
メ
ー

ジ
、
特
に
〈
純
〉
性
を
強
調
す
る
ピ
ュ
ア
リ
タ
ニ
ズ
ムPuritanism

 

的
発
想
に
基
く
「
子
供
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
巻
頭
言
の
モ
ッ
ト
ー
に
す
べ
て
の
作
家

が
忠
実
だ
っ
た
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
芥
川
を
は
じ
め
、

寄
稿
し
た
作
家
の
多
く
は
「『
赤
い
鳥
』
の
運
動
に
賛
同
せ
る
作
家
」

と
し
て
巻
頭
言
末
尾
に
そ
の
名
前
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り（
注
13
）、
そ
う

し
た
作
家
た
ち
が
、
同
誌
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
〈
純
〉
な
「
子
供
」
の

育
成
を
意
識
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
か
な
う
〈
童
話
〉
を
ひ
と
ま
ず
め

ざ
し
た
可
能
性
は
高
い
。「
蜘
蛛
の
糸
」
も
例
外
で
は
な
く
、
基
本
的

に
は
そ
う
し
た
ピ
ュ
ア
リ
タ
ニ
カ
ル
な
〈
純
粋
無
垢
〉
な
子
供
を
念
頭

に
お
く
〈
童
話
〉
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
蜘
蛛
の
糸
」
の
第
一
義
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
あ
く
ま
で
も
子
供
の

〈
純
〉
性
を
「
保
全
開
発
す
る
」
た
め
の
〈
徳
目
〉
を
伝
え
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
主
題
が
、

一
般
読
者
（
大
人
）
か
ら
み
て
い
か
に
「
極
ま
り
切
っ
た
秩
序
」
を

「
や
す
や
す
と
受
け
入
れ
」
る
「
温
室
的
」
な
観
念
で
あ
っ
て
も
、「
自

分
ば
か
り
が
地
獄
か
ら
ぬ
け
出
さ
う
と
す
る
」「
無
慈
悲
な
心
」
が

「
そ
の
心
相
当
な
罰
を
う
け
」
る
（
三
）
物
語
、
い
い
か
え
れ
ば
エ
ゴ
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イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
我
執
を
戒
め
る
物
語
だ
と
い
う
基
本
的
な
構
図
は
動

か
し
が
た
い
。
た
と
え
テ
ク
ス
ト
中
に
そ
う
し
た
構
図
に
は
収
ま
ら
な

い
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

　

く
り
か
え
せ
ば
、「
蜘
蛛
の
糸
」
が
子
供
を
読
者
対
象
と
す
る
〈
童

話
〉
と
み
な
す
か
ぎ
り
、
そ
の
主
題
は
、
子
供
の
〈
純
〉
性
を
涵
養
す

る
た
め
の
〈
徳
目
〉、
す
な
わ
ち
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
我
執
を
戒
め

る
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川
自
身
も
含
め
、
す
で
に
子
供
時
代
を

経
験
し
、
子
供
の
実
態
を
知
る
一
般
読
者
（
大
人
）
の
リ
ア
ル
な
眼
か

ら
す
れ
ば
、〈
純
粋
無
垢
〉
な
「
子
供
」
と
い
う
ピ
ュ
ア
リ
タ
ニ
カ
ル

な
イ
メ
ー
ジ
は
〈
幻
想
〉
も
し
く
は
〈
神
話
〉
で
し
か
な
い
だ
ろ
う

し
、
ま
し
て
や
テ
ー
マ
と
な
る
〈
徳
目
〉
を
受
容
す
る
た
め
に
文
学
を

読
む
わ
け
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、〈
童
話
〉
と
い

う
機
制
に
し
た
が
っ
て
基
本
的
構
図
ど
お
り
に
読
む
か
、
そ
う
し
た
機

制
に
と
ら
わ
れ
ず
に
一
文
学
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
か
に
よ
っ
て
、
そ

の
意
味
は
大
き
く
揺
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
出
自
が
〈
童
話
〉
で
あ

る
と
い
う
明
確
な
執
筆
事
情
を
ど
こ
ま
で
テ
ク
ス
ト
の
読
み
に
反
映
さ

せ
る
の
か
、
問
題
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
。

　

二　

文
体
と
文
脈
・
時
制

　
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
三
章
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
冒
頭
は
「
或
日
の
事
で

ご
ざ
い
ま
す
」
の
一
行
で
始
ま
る
。
こ
の
一
文
に
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
作
中
の
文
末
の
多
く
は
丁
寧
語
の
「
ご
ざ
い
ま
す
」
調
で
結
ば
れ

て
い
る
（「
ご
ざ
い
ま
す
」
の
ほ
か
に
「
ご
ざ
い
ま
せ
う
」「
ご
ざ
い
ま

せ
ん
」「
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
な
ど
も
含
む
）。
た
と
え
ば
「
一
」
章
の

各
文
末
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。〔
以
下
、
引
用
各
文
の
頭
に
あ
る

（　

）
内
の
数
字
や
記
号
は
、
便
宜
上
、
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
〕

（
１
）
或
日
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／（
２
）
い
ら
つ
し
や
い
ま
し

た
。
／（
３
）
朝
な
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
／（
４
）
御
覧
に
な
り

ま
し
た
。
／（
５
）
見
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／（
６
）
御
眼
に

止
ま
り
ま
し
た
。
／（
７
）
覚
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。
／（
８
）
見
え

ま
し
た
。
／（
９
）
助
け
て
や
つ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／

（
11
）
御
思
ひ
出
し
に
な
り
ま
し
た
。
／（
12
）
御
考
へ
に
な
り
ま

し
た
。
／（
13
）
糸
を
か
け
て
居
り
ま
す
。
／（
14
）
御
下
し
な
さ

い
ま
し
た
。

　

上
記
の
通
り
「
一
」
で
は
14
文
中
５
文
が
「
ご
ざ
い
ま
す
」
調
の
文

末
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
二
」
章
で
は
実
に
33
文
中
の
13

文
が
「
ご
ざ
い
ま
す
」
調
の
文
末
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
「
二
」
章

中
に
見
ら
れ
る
「
ご
ざ
い
ま
す
」
調
の
文
末
例
で
あ
る
。

　

犍
陀
多
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／
心
細
さ
と
云
つ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
／
嘆
息
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／
泣
声
を
出
す
力
さ
へ
な

く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
／
所
が
或
時
の
事
で
ご
ざ

い
ま
す
。
／
垂
れ
て
参
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
／
地
獄
か
ら
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ぬ
け
出
せ
る
の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
／
沈
め
ら
れ
る
事
も
あ

る
筈
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
／
慣
れ
切
つ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
／
の
ぼ
つ
て
来
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
／
大
変
で
ご
ざ

い
ま
す
。
／
そ
の
途
端
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／
短
く
垂
れ
て
ゐ
る
ば

か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
「
三
」
章
で
は
５
文
中
２
文
が
「
ご
ざ
い
ま
す
」
調
の
文

末
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
作
品
全
体
で
い
え
ば
「
ご
ざ
い
ま
す
」
調

の
文
末
は
、
全
文
末
の
ほ
ぼ
40
％
（
52
文
中
20
文
）
に
達
し
て
お
り
、

そ
の
ほ
か
に
も
、
文
の
途
中
で
「
大
泥
棒
で
ご
ざ
い
ま
す
が
」（「
一
」）

「
針
が
光
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
」
や
「
大
泥
棒
の
事
で
ご
ざ
い
ま

す
か
ら
」「
何
万
里
と
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
」「
仕
方
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か

ら
」（「
二
」）
な
ど
と
い
っ
た
用
例
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
文
末
の
丁
寧
語
は
、
ひ
と
ま
ず
「
御

釈
迦
様
」
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
世
界
の
宗
教
性
に
対
す
る
語
り
手
の

畏
敬
の
念
と
聞
き
手
（
テ
ク
ス
ト
内
読
者
）
に
対
す
る
語
り
手
の
敬
意

を
表
す
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
現
実
の
読
者
対
象
で
あ
る

「
子
供
」
た
ち
に
対
す
る
書
き
手
（
作
者
）
の
丁
寧
な
配
慮
を
反
映
す

る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
戸
松
泉（
注
14
）
は
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

恭
し
い
釈
迦
へ
の
敬
語
表
現
に
よ
る
語
り
口
の
背
後
に
は
、
ア

イ
ロ
ニ
カ
ル
な
語
り
手
の
視
線
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

語
り
手
は
釈
迦
を
信
頼
し
て
い
な
い
。
釈
迦
の
行
為
の
内
実
は
と

も
か
く
、
こ
こ
に
は
超
越
的
・
絶
対
的
な
も
の
の
力
を
信
じ
て
い

な
い
語
り
手
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
こ
の
敬
語
表
現
は
語
り
手
の
釈
迦
に
対
す
る
「
信
頼
」
や

敬
意
を
裏
う
ち
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
語
り
手
は
物
語
世
界
に
実
際
に
登
場
す
る
人
間
で
は
な
い
し
、

〈
事
〉
の
顛
末
に
も
何
ら
関
知
し
て
お
ら
ず
、
釈
迦
と
の
直
接
的
な
関

係
や
利
害
が
あ
る
人
物
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
り
手
を

〈
実
体
的
存
在
〉
と
み
な
し
、「
語
り
口
の
背
後
」
に
そ
の
主
体
的
な
感

情
（
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
視
線
）
を
み
る
の
は
適
当
と
思
え
な
い
。
こ
の

語
り
手
は
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
内
に
お
け
る
形
式
的
な
語
り
手
で
あ

り
、
物
語
中
の
〈
事
〉
や
〈
人
物
〉
に
対
す
る
個
人
的
評
価
な
ど
下
す

こ
と
の
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
立
場
で
語
る
存
在
だ
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
の
「
語
り
口
」
に
表
れ
た
丁
寧
な
文
末
も
、
字
義
通
り
の
〈
敬

意
〉
を
示
す
表
現
と
解
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

上
記
の
文
末
表
現
を
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば

「
一
」
章
の
（
１
）（
３
）（
５
）
は
、
日
時
や
状
況
な
ど
客
観
的
事
実

の
記
述
で
あ
り
、
敬
意
を
表
す
べ
き
明
確
な
意
識
対
象
を
も
た
な
い
説

明
で
あ
る
の
で
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
世
界
全
体
に
対
す
る
語
り
手
お
よ

び
作
者
の
丁
寧
な
気
持
ち
を
表
す
文
末
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、（
７
）

や
（
９
）
は
、「
犍
陀
多
」
の
行
動
を
語
る
部
分
だ
が
、
大
泥
棒
に
対
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し
て
敬
意
を
払
う
い
わ
れ
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
の
丁
寧
語
も
「
犍
陀

多
」
個
人
と
い
う
よ
り
彼
の
活
動
す
る
物
語
世
界
全
般
、
す
な
わ
ち

「
御
釈
迦
様
」
も
併
存
す
る
仏
教
説
話
的
世
界
に
対
す
る
語
り
手
お
よ

び
作
者
の
敬
意
を
表
す
も
の
と
見
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
丁
寧

な
文
末
は
、
た
と
え
る
な
ら
聴
衆
の
前
で
仏
教
説
話
を
物
語
る
〈
講

話
〉
の
口
調
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
年
少
の
「
子
供
」
た
ち
に
向
け
て
噛

ん
で
含
め
る
よ
う
な
や
さ
し
い
配
慮
も
加
わ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
丁
寧
語
に
よ
る
文
末
は
、

原
典
の
仏
教
説
話
的
空
気
を
尊
重
し
つ
つ
、
同
時
に
年
少
の
読
者
対
象

に
も
配
慮
し
た
〈
童
話
〉
ら
し
さ
を
め
ざ
す
〈
文
体
〉
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
〈
文
体
〉
と
は
反
対
に
、「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は

〈
童
話
〉
に
は
あ
ま
り
多
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
〈
文
脈
〉
上
の
特
徴

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

（
Ａ
）〔
蓮
の
花
の
好
い
匂
い
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
〕
極
楽
は
丁
度
朝

な
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。（
一
）（
下
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

（
Ｂ
）
と
申
し
ま
す
の
は
、
或
時
こ
の
男
が
（
中
略
）
そ
の
蜘
蛛
を
殺

さ
ず
に
助
け
て
や
つ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
一
）

（
Ｃ
）
こ
こ
〔
地
獄
〕
へ
落
ち
て
来
る
程
の
人
間
は
（
中
略
）
泣
声
を

出
す
力
さ
へ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。（
二
）

（
Ｄ
）
か
う
思
ひ
ま
し
た
か
ら
犍
陀
多
は
、
早
速
そ
の
蜘
蛛
の
糸
を
し

つ
か
り
つ
か
み
な
が
ら
（
二
）

（
Ｅ
）
元
よ
り
大
泥
棒
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
（
中
略
）
慣
れ
切
つ

て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
二
）

（
Ｆ
）
何
万
里
と
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
（
中
略
）
容
易
に
上
へ
は
出
ら
れ

ま
せ
ん
。（
二
）

（
Ｇ
）
仕
方
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
先
一
休
み
休
む
つ
も
り
で
（
中

略
）
目
の
下
を
見
下
ろ
し
ま
し
た
。（
二
）

（
Ｈ
）
で
す
か
ら
犍
陀
多
も
た
ま
り
ま
せ
ん
。

（
Ｉ
）
御
釈
迦
様
の
御
目
か
ら
見
る
と
、
浅
間
し
く
思
召
さ
れ
た
の
で

ご
ざ
い
ま
せ
う
。（
三
）

（
Ｊ
）
極
楽
も
も
う
午
に
近
く
な
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。（
三
）

　

上
掲
の
引
用
文
は
芥
川
自
身
が
執
筆
し
た
原
文
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、

入
稿
時
に
「
ま
づ
い
所
は
遠
慮
な
く
筆
削
し
て
貰
ふ
」
と
い
う
芥
川
の

申
し
出（
注
15
）
を
う
け
、
鈴
木
が
「
筆
削
」
を
加
え
た
後
の
本
文
で
は

な
い
。（
Ａ
）
は
、
鈴
木
が
筆
削
し
た
よ
う
に
単
に
「
朝
で
ご
ざ
い
ま

し
た
」
と
あ
れ
ば
よ
い
と
こ
ろ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
前
文
の
状
況
を
根
拠

（
理
由
）
に
「
朝
な
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
と
推
量
し
て
い
る
。（
Ｂ
）

は
、
前
文
で
犍
陀
多
と
い
う
男
が
釈
迦
の
「
御
目
に
止
ま
」
っ
た
の
は

な
ぜ
か
と
い
う
理
由
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。（
Ｃ
）
は
、
前
文
で
地

獄
の
罪
人
た
ち
が
「
嘆
息
」
ば
か
り
し
て
い
る
理
由
を
あ
と
か
ら
付
加

し
た
一
節
で
あ
る
。（
Ｄ
）
は
、
地
獄
か
ら
脱
出
で
き
そ
う
だ
と
思
っ
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た
と
い
う
理
由
が
前
文
に
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
犍
陀
多
の
行
動

を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。（
Ｅ
）
は
、
前
文
（
Ｄ
）
に
お
け
る
蜘
蛛
の

糸
を
「
た
ぐ
り
の
ぼ
る
」
犍
陀
多
の
行
為
が
当
然
で
あ
る
理
由
を
述
べ

た
一
節
で
あ
る
。（
Ｆ
）
は
「
容
易
に
上
へ
は
出
ら
れ
」
な
い
、
そ
の

な
く
も
が
な
の
理
由
を
敢
え
て
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。（
Ｇ
）
は
、
前

文
の
犍
陀
多
が
「
く
た
び
れ
」
た
と
い
う
理
由
を
う
け
て
そ
の
後
の
動

作
を
説
明
し
て
い
る
一
節
で
あ
る
。（
Ｈ
）
は
、「
容
易
に
上
へ
は
出
ら

れ
」
な
い
こ
と
の
理
由
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。（
Ｉ
）
は
、
釈
迦
の

「
悲
し
さ
う
な
御
顔
」
に
つ
い
て
、
前
文
で
犍
陀
多
の
「
無
慈
悲
な
心
」

が
「
そ
の
心
相
当
な
罰
を
う
け
て
、
元
の
地
獄
へ
落
ち
」
た
と
い
う
理

由
を
説
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
「
思
召
し
」
を
理
由
と
し

て
付
け
加
え
た
一
節
で
あ
る
。（
Ｊ
）
は
、
こ
れ
も
鈴
木
の
添
削
し
た

よ
う
に
「
お
午
に
近
く
な
り
ま
し
た
」
と
あ
れ
ば
よ
い
と
こ
ろ
を
、
わ

ざ
わ
ざ
物
語
の
時
間
的
経
過
を
推
量
し
て
「
午
に
近
く
な
つ
た
の
で
ご

ざ
い
ま
せ
う
」
と
述
べ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
上
掲
の
用
例
は
お
お
む
ね
「
〜
だ
か
ら
〜
で
ご
ざ
い
ま

す
」
も
し
く
は
「
〜
な
の
で
〜
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
と
い
う
内
容
で
あ

り
、
あ
る
事
象
や
行
動
に
対
す
る
理
由
（
原
因
）
を
〈
説
明
〉
し
よ
う

と
す
る
文
脈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
か
く
か
く
の
「
理
由
」（
原

因
）
が
あ
る
か
ら
し
か
じ
か
の
「
状
況
」（
結
果
）
が
生
じ
る
と
い
う

因
果
論
的
な
合
理
性
な
い
し
論
理
的
整
合
性
を
重
視
す
る
近
代
的
な
知

的
言
説
に
基
づ
く
文
脈
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
〈
文
脈
〉
の
問
題
と
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の
は
文
末
の

〈
時
制
〉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
浅
野
洋（
注
16
）
は
、
鈴
木
の
加
え
た

「『
筆
削
』
の
要
点
」
が
「
表
記
の
平
易
化
・
改
行
の
多
用
・
セ
ン
テ
ン

ス
の
短
文
化
・
時
制
の
改
変
の
四
点
に
尽
き
る
」
と
し
た
上
で
、
前
者

三
項
は
「
作
者
の
目
線
を
『
子
供
』
の
水
位
に
合
わ
せ
る
た
め
の
『
筆

削
』」
だ
が
、「『
時
制
の
改
変
』
は
い
さ
さ
か
事
情
が
異
な
る
」
と
し

て
、
Ｈ
．
ヴ
ァ
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
『
時
制
論
』
を
参
照
し
て
「
現
在
・
現
在

完
了
・
未
来
な
ど
の
時
制
群
を
『
説
明
の
時
制
』、
過
去
・
過
去
完

了
・
条
件
法
な
ど
の
時
制
群
を
『
語
り
の
時
制
』
と
し
、
そ
う
し
た

『
時
制
』
が
テ
ク
ス
ト
の
本
質
を
規
定
す
る
語
り
手
（
書
き
手
）
の

『
発
話
態
度
』
と
結
び
つ
く
」
点
に
注
目
し
、「
現
在
形
を
軸
と
す
る
芥

川
の
原
文
が
『
説
明
の
時
制
』
の
優
勢
な
文
体
（
そ
れ
は
「
理
屈
」
を

許
容
す
る
）
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
ヴ
ァ
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
や
浅
野
氏
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
前
者
の

「
説
明
の
時
制
」
に
は
「
現
在
」
形
（
ご
ざ
い
ま
す
）
と
と
も
に
「
推

量
」
形
（
ご
ざ
い
ま
せ
う
）
な
ど
も
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。

　
「
説
明
の
時
制
」
で
あ
る
「
現
在
」
形
や
「
推
量
」
形
の
文
末
は
、

時
と
し
て
理
不
尽
な
飛
躍
を
も
い
と
わ
ぬ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
要
素
の
濃

厚
な
〈
童
話
〉
の
「
語
り
の
時
制
」
す
な
わ
ち
「
過
去
」
形
の
世
界
と
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は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
文
脈
に
は
、

〈
童
話
〉
の
世
界
と
は
背
反
す
る
知
的
論
理
（
説
明
）
が
し
ば
し
ば
浸

潤
し
て
お
り
、〈
童
話
〉
作
家
と
し
て
の
「
語
り
」
に
徹
し
き
れ
な

か
っ
た
〈
も
う
一
人
〉
の
芥
川
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
丁
寧
な
文
末
が
示
す
特
徴
的

な
〈
文
体
〉
に
は
〈
童
話
〉
世
界
を
志
向
す
る
力
学
が
は
た
ら
く
一

方
、〈
文
脈
〉
や
〈
時
制
〉
に
は
そ
れ
と
背
反
す
る
合
理
的
な
説
明
を

重
ん
ず
る
近
代
的
知
性
が
浸
潤
し
て
い
る
。「
蜘
蛛
の
糸
」
を
読
む
難

し
さ
は
、
テ
ク
ス
ト
自
体
が
そ
の
文
体
と
文
脈
・
時
制
と
の
間
に
お
い

て
異
質
な
二
つ
の
力
学
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
点
に
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

三　

物
語
の
起
動
と
そ
の
前
提

　

エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
我
執
が
「
罰
を
う
け
る
」
と
い
う
「
蜘
蛛
の

糸
」
の
物
語
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
典
型
的
な
因
果
応
報
譚
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
因
果
応
報
譚
は
そ
の
前
提
と
な
る
挿
話
を
ふ
ま
え
た
二

重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
犍
陀
多
が
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
我
執
の
報

い
と
し
て
再
び
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
物
語
は
、
彼
が
蜘
蛛
を
助
け
た

こ
と
で
地
獄
か
ら
救
わ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
（
蜘
蛛
の
糸
）
を
与
え
ら
れ

た
、
と
い
う
善
行
に
よ
る
因
果
応
報
を
前
提
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

物
語
の
発
端
と
な
る
こ
の
前
提
が
な
け
れ
ば
本
筋
の
因
果
応
報
譚
も
成

立
し
な
い
わ
け
で
、
そ
の
前
提
に
注
目
し
た
場
合
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に

は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
点
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
犍
陀
多
は
「
人
を
殺
し
た
り
家
に
火
を
つ
け
た
り
、
い

ろ
い
ろ
悪
事
を
働
い
た
大
泥
坊
」（
一
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
た
つ
た

一
つ
」
の
さ
さ
い
な
「
善
い
事
」
す
な
わ
ち
「
蜘
蛛
」
を
「
殺
さ
ず
に

助
け
て
や
つ
た
」
こ
と
を
「
御
釈
迦
様
」
が
「
思
ひ
出
」
す
こ
と
か
ら

物
語
は
起
動
す
る
。
し
か
し
、
人
殺
し
や
放
火
を
犯
し
た
「
大
泥
坊
」

の
罪
科
の
重
さ
と
蜘
蛛
一
匹
を
た
ま
た
ま
助
け
た
と
い
う
小
さ
な
善
行

と
は
、
善
悪
の
軽
重
を
考
え
る
な
ら
、
両
者
は
到
底
釣
り
合
う
も
の
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
さ
な
善
行

で
も
大
罪
人
を
地
獄
か
ら
救
う
契
機
に
な
る
と
認
め
る
た
め
に
は
、
す

な
わ
ち
釈
迦
の
行
為
を
正
当
だ
と
是
認
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
合
理
性

を
裏
づ
け
る
相
応
の
条
件
が
不
可
欠
と
な
る
。

　

第
一
の
条
件
は
、
釈
迦
が
な
ぜ
大
罪
と
釣
り
合
わ
ぬ
小
さ
な
善
行
を

あ
え
て
犍
陀
を
地
獄
か
ら
救
う
契
機
と
し
た
の
か
、
そ
の
合
理
的
な
理

由
が
テ
ク
ス
ト
中
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
条
件

は
、
罪
科
の
軽
重
を
計
量
・
比
較
す
る
相
対
的
な
論
理
を
否
定
も
し
く

は
超
越
す
る
論
理
、
た
と
え
ば
釈
迦
が
示
す
「
慈
悲
」
の
〈
絶
対
性
〉

や
〈
超
越
性
〉
を
認
定
す
る
言
質
が
テ
ク
ス
ト
中
に
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
こ
の
二
つ
の
条
件
の
い
ず
れ
か
が
満
た
さ
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
、
犍
陀
多
を
地
獄
か
ら
救
お
う
と
し
た
釈
迦
の
行
為
は
、
き
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わ
め
て
非
合
理
な
い
し
理
不
尽
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

「
蜘
蛛
の
糸
」
の
第
一
義
的
な
読
者
で
あ
る
〈
純
〉
な
「
子
供
」
た
ち

に
と
っ
て
す
ら
容
認
し
が
た
い
行
為
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
条

件
を
満
た
す
こ
と
も
な
く
、
罪
科
の
軽
重
も
無
視
し
て
釈
迦
が
犍
陀
多

を
救
お
う
と
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
や

恣
意
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
釈
迦
の
「
恣
意
的

な
行
動
」
を
指
摘
す
る
下
野
孝
文
の
指
摘（
注
17
）
も
あ
り
、
ま
た
、
犍

陀
多
の
行
為
が
「
自
己
の
何
か
を
犠
牲
に
し
て
善
行
を
施
し
た
、
と
言

え
る
積
極
的
な
行
為
で
な
か
っ
た
」
と
す
る
石
割
透（
注
18
）の
次
の
よ

う
な
言
及
も
あ
る
。

　

こ
の
場
合
に
何
故
〈
御
釈
迦
様
〉
が
、〈
犍
陀
多
〉
だ
け
に
注

目
し
、
救
お
う
と
し
た
の
か
と
い
う
明
確
な
根
拠
、
必
然
性
の
提

示
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
他
人
の
救
済
を
も
己
の
恣
意
に
委
ね

る
、
勝
手
気
儘
な
〈
御
釈
迦
様
〉、
そ
う
し
た
〈
御
釈
迦
様
〉
に

対
す
る
強
い
不
信
感
を
早
く
も
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
読
者
は
抱
か
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
多
く
の
読
者
が
抱
き
そ
う
な
疑
問 　

 

釈
迦
の
救
済
は

単
な
る
恣
意
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題 　

 

を
考
え
る
に
は
、
そ
も
そ

も
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
の
か
を
問
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
二
つ
の
条
件
が
な
ぜ
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は

欠
落
し
て
い
る
の
か
、
と
。
現
に
、
釈
迦
の
行
為
に
つ
い
て
は
、「
蜘

蛛
の
糸
」
の
原
典
と
さ
れ
る
『
因
果
の
小
車
』（
注
19
）
の
方
が
、
仏
教

的
論
理
と
は
い
え
一
定
の
合
理
性
を
示
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。

　
『
因
果
の
小
車
』
に
は
、
ま
ず
「
御
仏
よ
願
く
は
憐
を
た
れ
さ
せ
給

へ
（
中
略
）
わ
れ
誠
に
罪
を
犯
し
た
れ
ど
も
正
道
を
踏
ま
ん
と
の
心
な

き
に
あ
ら
ず
（
中
略
）
願
は
く
ば
吾
を
憐
み
救
い
給
へ
」
と
い
う
犍
陀

多
の
「
さ
け
び
」
が
あ
り
、
そ
う
し
た
犍
陀
多
か
ら
の
切
実
な
〈
願

い
〉
に
対
し
て
釈
迦
が
応
じ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
釈
迦
は

「
一
小
善
と
雖
も
其
裡
に
は
新
し
き
善
の
種
子
あ
る
が
故
に
、
生
々
と

し
て
長
じ
て
已
ま
ず
」
と
述
べ
、
ど
の
よ
う
な
「
小
善
」
で
あ
ろ
う
と

も
そ
の
中
に
は
必
ず
「
新
し
き
善
」
へ
の
契
機
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ

の
「
種
子
」
は
や
が
て
大
き
く
育
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
小
善
も

大
罪
人
を
救
済
す
る
契
機
に
な
り
得
る
、
と
い
う
仏
道
に
則
っ
た
説
諭

を
開
陳
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
釈
迦
は
「
地
獄
の
中
に
悩
め
る
カ
ン
陀

多
の
熱
望
を
聞
き
」
入
れ
、「
犍
陀
多
よ
汝
は
嘗
て
仁
愛
の
行
を
な
し

た
る
こ
と
な
き
か
」
と
尋
ね
か
け
、
犍
陀
多
が
「
黙
然
」
と
し
て
い
る

と
、「
如
来
は
知
り
給
は
ざ
る
所
な
し
」
と
し
て
犍
陀
多
が
忘
れ
て
い

た
蜘
蛛
の
一
件
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、『
因
果
の
小
車
』
で

は
先
に
述
べ
た
第
一
の
条
件
、
釈
迦
が
な
ぜ
小
さ
な
善
行
に
も
か
か
わ

ら
ず
大
罪
人
を
地
獄
か
ら
救
お
う
と
し
た
か
の
理
由
が
、
仏
道
的
な
合

理
性
と
は
い
え
、
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
蜘
蛛
の
糸
」
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で
は
、
原
典
に
記
さ
れ
て
い
た
そ
う
し
た
説
明
が
削
除
さ
れ
た
。

　

芥
川
は
な
ぜ
原
典
の
合
理
的
な
説
明
を
削
除
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
推

測
す
る
に
、
第
一
に
は
〈
童
話
〉
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
な
る
べ
く

シ
ン
プ
ル
な
〈
お
話
〉
を
心
掛
け
た
こ
と
、
次
に
は
西
欧
的
な
〈
子

供
〉
の
〈
純
〉
性
を
涵
養
す
る
〈
近
代
〉
的
な
童
話
を
め
ざ
す
以
上
、

「
信
心
」
の
「
正
道
」
を
説
く
旧
弊
な
仏
教
的
論
理
に
よ
る
宗
教
色
や

説
教
臭
を
で
き
る
だ
け
払
拭
し
た
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
意
向
が
は
た

ら
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
芥
川
は
先
に
見
た
『
因
果
の
小
車
』
に
お
け
る
釈

迦
と
犍
陀
多
の
〈
発
話
〉
や
〈
対
話
〉
な
ど
も
削
除
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
救
済
を
熱
望
す
る
犍
陀
多
の
願
い
や
釈
迦
の
応
答
や
問
い
か
け

な
ど
、
直
接
話
法
に
よ
る
具
体
的
な
こ
と
ば
が
お
お
む
ね
割
愛
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
登
場
人
物
同
士
に
よ
る
他
者
へ
の
濃
密
な
〈
は
た
ら

き
か
け
〉
が
消
滅
し
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
釈
迦
と
犍
陀
多
は
互
い
に

〈
ふ
れ
あ
い
〉
の
乏
し
い
消
極
的
な
人
物
に
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
点
に
関
連
し
て
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
（
対
話
）」
の
欠
如
に
注
目

し
た
下
沢
勝
井
の
指
摘（
注
20
）
や
「
二
人
の
関
係
の
不
成
立
」
を
指
摘

す
る
海
老
井
英
次
の
言
及（
注
21
）
な
ど
も
あ
る
が
、
佐
藤
泰
正（
注
22
）
は

先
の
引
用
を
含
む
『
因
果
の
小
車
』
の
一
節
を
引
き
つ
つ
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
犍
陀
多
の
苦
悩
、
救
い
へ
の
渇
望
と
こ
れ
に
応
え
る

仏
陀
の
慈
悲
と
の 　

 

熱
く
か
か
わ
ら
ん
と
す
る
姿
を
描
い
て
、

簡
潔
な
筆
致
の
裡
に
も
脈
動
す
る
深
い
力
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
明
ら

か
に
芥
川
が
切
り
捨
て
た
も
の
は
、
こ
の
両
者
の
淳
熱
相
関
の
相

で
あ
り
、
こ
の
熱
い
文
体
の
脈
動
を
も
葬
り
去
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
こ
に
新
し
く
生
ま
れ
た
「
蜘
蛛
の
糸
」
一
篇
は
、（
中
略
）

一
種
異
様
な
ひ
や
や
か
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

つ
ま
り
、『
因
果
の
小
車
』
で
は
犍
陀
多
の
救
済
さ
れ
た
い
と
い
う

〈
熱
望
〉
か
ら
物
語
が
起
動
し
た
の
に
対
し
、「
蜘
蛛
の
糸
」
で
は
釈
迦

が
地
獄
の
様
子
を
た
ま
た
ま
「
御
眼
に
止
」
め
た
と
い
う
偶
然
性
・
恣

意
性
が
起
動
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
釈
迦
の
一
見
不
合
理

な
行
為
を
正
当
化
す
る
第
一
の
条
件
、
す
な
わ
ち
「
一
小
善
と
雖
も
其

裡
に
は
新
し
き
善
の
種
子
あ
る
」
と
い
う
説
諭
も
削
除
さ
れ
、
罪
の
軽

重
に
対
す
る
疑
問
も
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、『
因

果
の
小
車
』
で
は
釈
迦
が
犍
陀
多
に
「
仁
愛
の
行
」
を
尋
ね
、
彼
が
沈

黙
し
て
い
る
と
、
語
り
手
が
釈
迦
は
「
知
り
給
は
ざ
る
所
な
し
」
と
述

べ
、
そ
の
〈
超
越
性
〉
も
し
く
は
〈
絶
対
性
〉
を
明
示
し
て
い
る
が
、

「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は
そ
う
し
た
明
確
な
言
質
は
な
く
、
第
二
の
条
件
も

欠
落
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、「
蜘
蛛
の
糸
」
で
は
読
者
が
釈
迦
の
行
為
を
是
認
で
き

る
二
つ
の
条
件
が
い
ず
れ
も
消
滅
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
読
者
は
、
ほ

ん
ら
い
全
能
者
で
あ
る
べ
き
釈
迦
の
行
為
に
小
さ
か
ら
ぬ
不
審
を
抱
い
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た
ま
ま
物
語
を
読
み
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
蜘
蛛
の
糸
」
は
そ
も
そ
も
物
語
を
起
動
さ
せ
る
出
発
点
に
お
い
て
、

不
可
解
と
も
い
う
べ
き
空
所
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
蜘
蛛
の

糸
」
を
読
み
と
く
難
し
さ
の
一
因
は
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

四　

因
果
応
報
譚
の
呪
縛

　

い
さ
さ
か
不
思
議
に
思
え
る
の
は
、
芥
川
ほ
ど
の
作
家
的
力
量
を

も
っ
て
す
れ
ば
、『
因
果
の
小
車
』
に
お
け
る
釈
迦
や
犍
陀
多
の
発
話

や
対
話
を
巧
み
に
活
用
し
、
二
人
の
個
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
も
可
能

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芥
川
は
釈
迦
を
沈
黙
さ

せ
、
犍
陀
多
の
積
極
的
な
意
志
を
剥
奪
し
た
。
物
語
の
基
本
的
な
枠
組

み
を
別
と
す
れ
ば
、
原
典
の
物
語
内
容
か
ら
わ
ず
か
に
残
っ
た
の
は
、

犍
陀
多
が
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
我
執
を
露
呈
す
る
こ
と
ば
と
そ
の
説

明
的
な
〈
徳
目
〉
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
原
典
の
後
半
に
は
以
下

の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
、
芥
川
は
主
と
し
て
そ
の
一
部
（
下
線
部
）
を

抽
出
し
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
転
用
し
て
い
る
。

　

此
く
細
き
糸
も
て
無
数
の
人
々
扶
け
上
げ
得
べ
き
か
と
、
一
念

疑
の
心
動
き
た
れ
ば
恐
怖
の
思
ひ
禁
ず
る
能
は
ず
「
去
れ
へ
此
糸

わ
が
も
の
な
り
」
と
覚
え
ず
絶
叫
し
た
り
し
か
ば
、
糸
は
立
刻
に

断
絶
し
て
其
身
は
ま
た
旧
の
奈
落
の
底
に
ぞ
落
ち
た
り
け
る

　
（
中
略
）
一
た
び
我
執
の
念
に
惹
か
れ
て
「
是
は
吾
が
も
の
な

り
、
正
道
の
福
徳
を
し
て
唯
わ
れ
の
み
の
所
有
な
ら
し
め
よ
」
と

思
ふ
こ
と
あ
ら
ん
に
は
、
一
縷
の
糸
は
忽
ち
に
断
滅
し
て
汝
は
旧

の
我
執
の
窟
宅
に
陥
ら
ん
、
そ
は
我
執
の
念
は
亡
び
に
し
て
真
理

は
生
命
な
れ
ば
な
り
、
そ
も
何
を
か
称
て
地
獄
と
い
ふ
、
地
獄
と

は
我
執
の
一
名
に
し
て
、
涅
槃
は
正
道
の
生
涯
に
外
な
ら
ず

　

上
掲
の
下
線
部
を
う
け
て
、
芥
川
は
「
三
」
章
に
お
け
る
「
こ
ら
罪

人
ど
も
。
こ
の
蜘
蛛
の
糸
は
己
の
も
の
だ
ぞ
。
お
前
た
ち
は
一
体
誰
に

尋
い
て
、
の
ぼ
つ
て
来
た
。
下
り
ろ
。
下
り
ろ
。」
と
い
う
犍
陀
多
の

こ
と
ば
と
「
犍
陀
多
の
無
慈
悲
な
心
」（
利
己
的
な
我
執
）
が
「
相
当

な
罰
を
う
け
」
た
こ
と
を
描
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
見
方
に

よ
っ
て
は
、「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
原
典
の
単
な
る
祖
述
で
し
か
な
い
作

と
も
見
ら
れ
か
ね
ぬ
危
う
さ
を
も
っ
て
い
る
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
一
つ
に
は
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
〈
童
話
〉
ゆ
え
の
物
語
の
単
純
化
を
心
が
け
た
こ
と
、
ま
た
、

西
欧
的
な
〈
純
粋
無
垢
〉
の
「
子
供
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
仏

教
的
色
彩
の
排
除
を
意
識
し
す
ぎ
た
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
要
因
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
、
次
の
よ
う
な
創
作
技
法

上
の
問
題
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
因
果
応
報
譚
と
い
っ
た
物
語
構
造
の
き
わ
め
て
強
固
な

逸
話
に
と
っ
て
、
登
場
人
物
の
個
性
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
は
さ
ほ
ど
重
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要
な
要
素
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
現
に
釈
迦

や
犍
陀
多
の
発
話
や
意
志
が
原
典
か
ら
削
除
さ
れ
、
芥
川
作
品
で
は
彼

ら
は
主
体
性
の
乏
し
い
受
動
的
な
存
在
に
変
貌
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
没
個
性
化
が
行
わ
れ
て
も
、
因
果
応
報
譚
と
い
う
強
固
な
物

語
構
造
が
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
徳
目
）
や
そ
の
訴

求
力
に
は
あ
ま
り
影
響
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
我
執
が
「
罰
を
う
け
」
る

と
い
う
単
純
明
解
な
因
果
応
報
譚
に
と
っ
て
、
登
場
人
物
の
個
性
や
物

語
展
開
に
多
少
の
変
化
が
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
寓
意
性
に
は

さ
ほ
ど
の
差
異
は
生
じ
な
い
。
芥
川
が
「
蜘
蛛
の
糸
」
執
筆
に
際
し
て

難
渋
し
た
の
は
、〈
童
話
〉
と
い
う
年
少
の
読
者
を
対
象
と
す
る
初
仕

事
の
不
慣
れ
さ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
強
固
な
物
語
構
造
の
揺
る
ぎ
な

さ
に
対
す
る
困
惑
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
と
も
と
芥
川
は
、「
鼻
」
や
「
芋
粥
」
な
ど
の
王
朝
物
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
今
昔
物
語
の
簡
素
な
説
話
的
枠
組
み
を
利
用
し
な
が
ら
新

し
い
近
代
的
解
釈
を
加
え
る
こ
と
で
自
身
の
創
作
技
法
と
し
て
き
た
作

家
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
作
家
に
と
っ
て
、
因
果
応
報
譚
の
強
固
な

物
語
構
造
と
明
解
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
は
、
新
た
な
解
釈
の
入
る
余
地

が
乏
し
く
、
手
慣
れ
た
創
作
技
法
が
応
用
し
に
く
い
厄
介
な
素
材
だ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
こ
に
従
来
の
よ
う
な
近
代
的
解

釈
を
加
え
る
と
な
れ
ば
、
因
果
応
報
と
い
う
非
近
代
的
な
論
理
そ
の
も

の
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
り
、
因
果
応
報
に
よ
る
〈
徳
目
〉
を
伝
え
よ

う
と
す
る
〈
童
話
〉
世
界
の
論
理
か
ら
も
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
芥
川
は
原
典
の
物
語
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
改
変
す
る

こ
と
も
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

五　
〈
小
説
家
〉
へ
の
傾
斜

　

芥
川
は
、『
因
果
の
小
車
』
の
逸
話
が
も
つ
強
固
な
物
語
構
造
に
手

を
焼
い
た
ば
か
り
か
、
原
典
に
見
ら
れ
る
登
場
人
物
た
ち
の
主
体
性
や

躍
動
感
お
よ
び
物
語
展
開
の
合
理
性
か
ら
も
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
も
、「
語
り
の
時
制
」（
過
去
形
）
に
も
収
ま
る
こ
と
が
で
き

な
い
ス
ト
レ
ス
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
近
代
的
な
〈
小
説
家
〉
と
し
て

の
本
領
へ
と
彼
を
傾
斜
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
中
の
〈
小
説

家
〉
は
、
ひ
と
ま
ず
極
楽
や
地
獄
と
い
っ
た
物
語
空
間
を
、
具
象
的
か

つ
鮮
や
か
な
視
覚
的
世
界
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
だ
っ
た
。
た
と
え

ば
、
以
下
の
引
用
部
分
な
ど
は
〈
小
説
家
〉
芥
川
が
力
を
こ
め
た
情
景

描
写
の
典
型
で
あ
る
。

（
イ
）
こ
の
極
楽
の
蓮
池
の
下
は
、
丁
度
地
獄
の
底
に
当
つ
て
居
り
ま

す
か
ら
、
水
晶
の
や
う
な
水
を
透
き
徹
し
て
、
三
途
の
河
や
針
の

山
の
景
色
が
、
丁
度
覗
き
眼
鏡
を
見
る
や
う
に
、
は
つ
き
り
と
見

え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
一
）
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（
ロ
）
後
に
は
唯
極
楽
の
蜘
蛛
の
糸
が
、
き
ら
き
ら
と
細
く
光
り
な
が

ら
、
月
も
星
も
な
い
空
の
中
途
に
、
短
く
垂
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。（
二
）

（
ハ
）
し
か
し
極
楽
の
蓮
池
の
蓮
は
、
少
し
も
そ
ん
な
事
に
は
頓
着
致

し
ま
せ
ん
。
そ
の
玉
の
や
う
な
白
い
花
は
、
御
釈
迦
様
の
御
足
の

ま
は
り
に
、
ゆ
ら
ゆ
ら
萼
を
動
か
し
て
、
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金

色
の
蕊
か
ら
は
、
何
と
も
云
へ
な
い
好
い
匂
が
、
絶
間
な
く
あ
た

り
へ
溢
れ
て
居
り
ま
す
。（
三
）

　

作
品
冒
頭
に
描
か
れ
た
極
楽
の
様
子
を
は
じ
め
、
上
掲
の
よ
う
な
情

景
描
写
は
、
原
典
の
『
因
果
の
小
車
』
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
景
描
写
は
、
強
固
な
物
語
構
造
を
前
に
手
を

こ
ま
ね
く
し
か
な
か
っ
た
芥
川
が
、
せ
め
て
そ
の
描
写
力
に
お
い
て

〈
小
説
家
〉
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
し
よ
う
と
し
た
結
果
だ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
の
真
剣
さ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
情
景
描
写
は
単
な
る

修
辞
的
表
現
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
家
芥
川
の
内
的
な
心
象
風
景
を
も
無

意
識
の
う
ち
に
反
映
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
（
イ
）
の
「
地

獄
」
を
「
水
晶
の
や
う
な
水
を
透
き
徹
し
て
」「
覗
き
眼
鏡
を
見
る
」

よ
う
に
眺
め
る
構
図
は
、
む
ろ
ん
原
典
に
な
い
描
写
だ
が
、
芥
川
が
し

ば
し
ば
「
地
獄
」
と
称
し
た
〈
世
間
〉
を
間
接
的
に
（「
覗
き
眼
鏡
」

で
）
眺
め
た
芥
川
自
身
の
傍
観
者
的
ス
タ
ン
ス
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、

（
ロ
）
の
「
き
ら
き
ら
と
細
く
光
り
な
が
ら
、
月
も
星
も
な
い
空
の
中

途
に
、
短
く
垂
れ
て
ゐ
る
」
蜘
蛛
の
糸
は
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
我
執
の
底
知
れ
ぬ
闇
の
深
さ
を
暗
示
す
る
象
徴
的
な
表
現
だ
が
、

こ
れ
は
た
と
え
ば
後
年
の
「
薮
の
中
」（
大
11
・
１
「
新
潮
」）
末
尾
で

金
沢
武
弘
の
死
霊
が
永
久
に
沈
ん
で
ゆ
く
「
中
有
の
闇
」
に
も
通
底
す

る
描
写
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、（
ハ
）
の
「
少
し
も
そ
ん
な
事

に
は
頓
着
」
し
な
い
「
極
楽
の
蓮
池
の
蓮
」
が
、
人
間
の
浅
ま
し
い
欲

望
や
浮
き
沈
み
か
ら
超
然
と
し
、「
何
と
も
云
へ
な
い
好
い
匂
」
を

「
絶
間
な
く
あ
た
り
へ
」
放
っ
て
い
る
様
子
に
は
、
表
向
き
は
美
し
い

情
景
や
甘
い
香
り
に
包
ま
れ
る
極
楽
が
、
実
は
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
す

ぎ
て
無
聊
を
か
こ
つ
だ
け
の
退
屈
き
わ
ま
り
な
い
世
界
で
あ
る
と
い
っ

た
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
連
想
さ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
芥
川
が
初
め
て
の
〈
童
話
〉「
蜘
蛛
の

糸
」
の
完
成
に
苦
闘
し
な
が
ら
結
果
的
に
そ
の
力
を
傾
注
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
因
果
応
報
譚
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
徳
目
）
で
は
な

く
、
ま
た
釈
迦
の
慈
悲
や
犍
陀
多
の
人
間
性
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
力

点
は
む
し
ろ
天
国
や
地
獄
の
絵
画
的
な
描
写
、
と
り
わ
け
蜘
蛛
の

「
糸
」
や
極
楽
の
蓮
池
の
「
蓮
」
な
ど
の
点
景
に
凝
縮
さ
れ
る
心
象
風

景
に
お
か
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
し
た
過
程
で
、「
蜘
蛛
の
糸
」

一
編
は
、
し
だ
い
に
〈
童
話
〉
と
い
う
枠
組
み
か
ら
乖
離
し
、
そ
の
主

役
も
我
執
に
満
ち
た
人
間
世
界
の
無
限
の
闇
の
中
で
細
く
光
っ
て
い
る

「
糸
」
や
、
好
い
匂
い
を
絶
え
間
な
く
あ
た
り
へ
溢
れ
さ
せ
て
い
る
極
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楽
の
「
蓮
」
そ
の
も
の
の
方
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
明
暗
の
対
比
も
鮮
や
か
な
極
楽
と
地
獄
の
構
図

を
描
き
つ
つ
も
、
物
語
は
「
丁
度
朝
」
を
迎
え
た
極
楽

0

0

の
風
景
に
始
ま

り
、
同
じ
く
「
午
に
近
く
な
つ
た
」
極
楽

0

0

の
風
景
で
閉
じ
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
犍
陀
多
が
蜘
蛛
の
糸
に
必
死
に
縋
り
つ
き
、
そ
の
糸
が
切
れ
て

再
び
地
獄
に
陥
落
し
た
と
い
う
〈
事
件
＝
ド
ラ
マ
〉
な
ど
ま
る
で
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
極
楽
は
〈
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
〉
表
情
を
浮
か
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
き
わ
め
て
短
い
テ
ク
ス
ト
の
中

で
、
物
語
の
始
ま
り
（
一
）
と
終
わ
り
（
三
）
に
全
く
同
じ
セ
ン
テ
ン

0

0

0

0

0

0

ス0 　

 「
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金
色
の
蕊
か
ら
は
、
何
と
も
云
へ
な
い
好

い
匂
が
、
絶
え
間
な
く
あ
た
り
へ
溢
れ
て
居
り
ま
す
。」 　

 

が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
世
界
に
何
事
が
起
こ
ろ
う
と
も
決

し
て
〈
変
わ
ら
ぬ
〉
極
楽
世
界
の
本
質
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
〈
変
わ

ら
ぬ
〉
姿
は
、「
好
い
匂
い
」
に
包
ま
れ
た
極
楽
が
実
は
人
間
の
浅
ま

し
い
欲
望
や
悲
嘆
な
ど
に
「
少
し
も
」「
頓
着
」
し
な
い
、
人
間
の
喜

怒
哀
楽
に
全
く
心
を
動
か
さ
れ
ぬ
非
情
な
世
界
で
あ
る
こ
と
の
し
る
し

0

0

0

で
あ
る
。
一
見
駘
蕩
た
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
思
え
る
極
楽
の
明
る
い
イ

メ
ー
ジ
は
、
人
間
の
「
我
執
」
の
抱
え
込
む
深
い
「
闇
」
が
決
し
て
超

え
ら
れ
ぬ
〈
業
〉
で
あ
る
こ
と
を
逆
照
射
す
る
鏡
で
あ
り
、
そ
の
仄
暗

い
認
識
を
非
情
に
映
し
出
す
虚
無
的
な
明
る
さ
に
ほ
か
な
ら
な

い（
注
23
）。

　

こ
う
し
た
作
家
の
心
象
風
景
を
内
包
す
る
情
景
描
写
は
、〈
純
〉
な

子
供
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
対
極
的
な
世
界
で
あ
り
、
す
で
に

〈
童
話
〉
の
領
域
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
初
め
は
〈
童
話
〉
を
め

ざ
し
、
子
供
た
ち
に
向
け
て
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
我
執
を
戒
め
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
芥
川
だ
っ
た
が
、
テ
ク
ス
ト
自
体
の

文
脈
や
時
制
に
浸
潤
し
た
近
代
作
家
（
小
説
家
）
と
し
て
の
本
性
は
し

だ
い
に
抑
え
難
く
、
や
が
て
心
象
風
景
と
重
な
る
情
景
描
写
に
力
を
注

ぐ
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自
作
の
第
一
の
読
者
で
も
あ
る

作
者
は
、〈
童
話
〉
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
全
く
逆
に
、
我
執
が

決
し
て
超
え
ら
れ
ぬ
人
間
の
本
質
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
眼
を
そ
ら
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
蜘
蛛
の
糸
」
に
対
す
る
評
価
が
難
し
い
の
は
、

そ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
〈
童
話
〉
と
〈
小
説
〉
に
引
き
裂
か
れ
、
作
家

自
身
も
〈
純
〉
な
童
心
へ
の
共
感
と
リ
ア
ル
な
人
間
の
本
性
に
対
す
る

認
識
の
間
で
揺
れ
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た

〈
揺
れ
〉
は
、「
蜘
蛛
の
糸
」
一
編
に
か
ぎ
ら
ず
、
芥
川
文
学
全
体
に
通

底
す
る
ア
ポ
リ
ア
で
も
あ
る
の
だ
が
…
…（
注
24
）。

　
【
注
】

（
注
１
） 
小
島
政
二
郎
宛
て
書
簡
（
大
７
・
５
・
16
）
参
照
。

（
注
２
） 

小
島
政
二
郎
宛
て
書
簡
（
大
７
・
６
・
18
）
参
照
。
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（
注
３
） 

「
蜘
蛛
の
糸
」
を
は
じ
め
、「
赤
い
鳥
」
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
「
犬
と

笛
」（
大
８
・
１
）「
魔
術
」（
大
９
・
１
）「
杜
子
春
」（
大
９
・
７
）

「
ア
グ
ニ
の
神
」（
大
10
・
１
、２
）
の
ほ
か
、「
三
つ
の
宝
」（
大
11
・

２
）「
仙
人
」（
大
11
・
４
）「
白
」（
大
12
・
８
）
な
ど
が
完
成
さ
れ
た

芥
川
の
〈
童
話
〉
で
あ
る
。

（
注
４
） 

「
芥
川
氏
の
文
学
を
評
す
」（「
中
央
公
論
」
昭
２
・
10
）
参
照
。

（
注
５
） 

菅
忠
道
『
日
本
の
児
童
文
学
』（
昭
31
・
４
、
大
月
書
店
）
参
照
。

（
注
６
） 

古
田
足
日
「『
く
も
の
糸
』
は
名
作
か
」（「
小
さ
い
仲
間
」
27
号
、

昭
32
・
４
）
参
照
。

（
注
７
） 

小
島
政
二
郎
「
眼
中
の
人
」（「
新
潮
」
昭
19
・
11
）
参
照
。

（
注
８
） 

「
芥
川
龍
之
介
の
児
童
文
学
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
33
・
８
）
参

照
。

（
注
９
） 

『
鑑
賞
と
批
評
』（
昭
37
・
11
、
至
文
堂
）
参
照
。

（
注
10
） 

Ｓ
．
フ
ィ
ッ
シ
ュ
の
「
解
釈
共
同
体
」（『
こ
の
ク
ラ
ス
に
テ
ク
ス
ト

は
あ
り
ま
す
か
』
平
４
・
９
、
み
す
ず
書
房
）
か
ら
連
想
し
た
読
み
の

共
通
指
針
を
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
仮
称
し
て
み
た
が
、「
赤
い
鳥
」

に
発
表
さ
れ
た
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は
子
供
の
〈
純
〉
性
を
涵
養
す
る
た

め
と
い
う
一
定
の
「
意
図
」
が
付
与
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
の
周
辺
に
は
そ

う
し
た
共
通
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
創

刊
時
の
「
赤
い
鳥
」
が
「
会
員
」
制
の
雑
誌
と
し
て
出
発
し
た
と
い
う

事
情
も
一
般
の
雑
誌
以
上
に
〈
共
通
認
識
〉
が
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
材
料
か
も
し
れ
な
い
。

（
注
11
） 

「
教
育
勅
語
」
明
23
・
10
。

（
注
12
） 

明
治
期
の
児
童
文
学
（
御
伽
噺
）
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
巌
谷
（
大

江
）
小
波
だ
が
、
た
と
え
ば
「
日
本
昔
噺
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
１
編
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
『
桃
太
郎
』（
明
27
・
７
、
博
文
館
）
は
、
日
清
戦
争

開
戦
（
明
27
・
８
）
と
い
う
時
局
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
桃
太
郎
に
は
「
皇
国
の
子
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
な
っ
て
い

る
。

（
注
13
） 

芥
川
の
ほ
か
に
も
、
泉
鏡
花
・
小
山
内
薫
・
徳
田
秋
声
・
北
原
白

秋
・
島
崎
藤
村
・
森
林
太
郎
な
ど
、
当
時
の
文
壇
で
名
を
な
し
て
い
る

多
く
の
作
家
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
鈴
木
が
他
の
作
家
た
ち

の
名
を
か
り
て
代
作
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
場
合
は
な

お
い
っ
そ
う
「
モ
ッ
ト
ー
」
に
忠
実
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
「
赤
い
鳥
」
創
刊
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
続
橋
達
雄
『
大
正
児
童
文

学
の
世
界
』（
平
８
・
２
、
お
う
ふ
う
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
注
14
） 

「『
蜘
蛛
の
糸
』
の
語
り
手
」（「
芥
川
龍
之
介　

３
」
平
６
・
２
、

洋
々
社
）
参
照
。

（
注
15
） 

前
出
（
注
１
）
に
同
じ
。

（
注
16
） 
「『
蜘
蛛
の
糸
』 　

 〈
筆
削
〉
の
意
味 　

 

」（「
解
釈
と
鑑
賞
」

平
11
・
11
、
至
文
堂
）
参
照
。

（
注
17
） 

「『
蜘
蛛
の
糸
』
論 　

 

御
釈
迦
様
の
恣
意
性
を
中
心
に
」（「
長
崎
県
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立
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
40
」
平
４
・
12
）
参
照
。

（
注
18
） 

「『
蜘
蛛
の
糸
』〈
こ
の
蜘
蛛
の
糸
は
己
の
も
の
だ
ぞ
。
下
り
ろ
。
下

り
ろ
。〉」（「
芥
川
龍
之
介　

３
」
平
６
・
２
）
参
照
。

（
注
19
） 

「
蜘
蛛
の
糸
」
の
研
究
史
は
一
面
で
原
典
の
探
索
史
で
も
あ
り
、
早

く
は
吉
田
精
一
の
指
摘
に
よ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ

の
兄
弟
』
第
七
篇
第
三
「
一
本
の
葱
」
な
ど
が
注
目
さ
れ
た
が
、
近
年

は
山
口
静
一
（「『
蜘
蛛
の
糸
』
と
そ
の
材
源
に
関
す
る
覚
書
」
昭
32
・

８
「
成
城
文
芸
」、「
芥
川
龍
之
介
と
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス 　

 『
蜘
蛛

の
糸
』
と
そ
の
材
源
に
関
す
る
覚
書
き
再
論 　

 

」『
比
較
文
学
研
究
芥

川
龍
之
介
』
昭
53
・
11
、
朝
日
出
版
社
）
や
片
野
達
郎
（「
芥
川
龍
之

介
『
蜘
蛛
の
糸
』
出
典
考
」「
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
７
」
昭
43
・
１
）

ら
の
調
査
に
よ
っ
て
、
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
著
『
カ
ル
マ
』
所
収
、
釋

宗
演
校
閲
・
鈴
木
貞
太
郎
（
大
拙
）
訳
述
『
因
果
の
小
車
』（
明
31
・

９
、
長
谷
川
書
店
）
で
確
定
し
た
。

（
注
20
） 

「
蜘
蛛
の
糸
」『
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究
』（
昭
44
・
５
、八
木
書
店
）

参
照
。

（
注
21
） 

『
芥
川
龍
之
介
論
攷 　

 

自
己
覚
醒
か
ら
解
体
へ 　

 

』（
昭
63
・
２
）

参
照
。

（
注
22
） 

「
芥
川
龍
之
介
の
児
童
文
学 　

 『
蜘
蛛
の
糸
』
小
論 　

 

」（「
國
文

學
」
昭
46
・
12
、
學
燈
社
）
参
照
。

（
注
23
） 

佐
藤
氏
（
前
出
、
注
22
）
は
虚
空
に
切
れ
た
蜘
蛛
の
糸
に
「
作
者
の

胸
中
を
吹
き
流
れ
る
虚
無
の
」「
一
片
の
象
徴
」
を
見
、
石
割
氏
（
前

掲
、
注
18
）
は
「〈
御
釈
迦
様
〉
の
態
度
」
に
「
虚
無
的
で
、
デ
カ
ダ

ン
ス
の
匂
い
さ
え
も
強
く
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
」
と
す
る
。
だ
が
、

「
虚
無
的
」
な
の
は
何
事
に
も
「
少
し
も
」「
頓
着
」
し
な
い
「
蓮
」

と
、
全
く
〈
変
わ
ら
ぬ
〉
非
情
な
極
楽
世
界
の
方
だ
と
考
え
る
。

（
注
24
） 

た
と
え
ば
、「
蜘
蛛
の
糸
」
と
前
後
し
て
執
筆
さ
れ
た
「
地
獄
変
」

に
お
い
て
、
絵
師
良
秀
の
画
の
完
成
に
対
す
る
異
常
な
執
着
（
芸
術
至

上
主
義
）
が
、
娘
に
対
す
る
父
親
と
し
て
の
情
愛
の
前
で
は
必
ず
し
も

堅
固
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
。

（
補
注
） 

本
論
の
趣
旨
か
ら
は
や
や
外
れ
る
が
、
気
に
な
る
点
を
一
つ
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
極
楽
の
蓮
池
の
「
蓮
」
が
「
少
し
も
そ
ん
な

事
に
は
頓
着
し
ま
せ
ん
」（
三
）
と
あ
る
一
行
が
、
御
釈
迦
様
の
「
悲

し
さ
う
な
御
顔
」
や
「
浅
間
し
く
思
召
さ
れ
た
」
様
子
を
描
写
し
た
直

後
に
続
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
形
式
文
脈
で
い
え
ば
「
蓮
」
が
「
少

し
も
」「
頓
着
」
し
な
い
「
そ
ん
な
事
」
と
は
、
直
前
の
御
釈
迦
様
の

「
悲
し
」
み
や
「
思
召
」
を
さ
す
と
も
と
れ
る
わ
け
で
、
だ
と
す
れ
ば
、

「
蓮
」
は
御
釈
迦
様
の
存
在
や
心
情
に
も
「
頓
着
」
し
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
た
だ
「
じ
つ
と
見
」
つ
め
る

だ
け
で
慈
悲
の
手
を
下
す
こ
と
も
な
く
、
蓮
池
の
周
囲
を
「
ぶ
ら
ぶ
ら

御
歩
き
に
な
」
る
だ
け
の
御
釈
迦
様
も
ま
た
、「
極
楽
」
の
非
情
な
論

理
の
前
に
は
無
力
な
一
人
だ
っ
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
蓮
の
「
少
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し
も
」「
頓
着
」
し
な
い
様
子
が
御
釈
迦
様
の
「
悲
し
さ
う
な
御
顔
」

や
「
浅
間
し
く
思
召
さ
れ
た
」
反
応
と
の
〈
対
比
〉
を
意
味
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
上
記
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
が
…
…
。




