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み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
深
川
で
す
。「
親
鸞
が
開
い
た
仏
教
と
は
何
か
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
ま
し
た
。
私
自
身
は
、
親

鸞
聖
人
の
流
れ
を
汲
む
者
で
す
か
ら
「
親
鸞
」
と
呼
び
捨
て
す
る
べ
き
で
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
本
来
は
「
親
鸞
聖
人
」
と
タ

イ
ト
ル
に
も
示
す
べ
き
な
の
で
す
が
、
最
初
か
ら
「
聖
人
」
と
言
わ
れ
る
と
う
さ
ん
く
さ
く
感
じ
る
人
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
う
い

う
表
現
に
し
て
お
き
ま
し
た
。
し
か
し
私
の
心
の
う
ち
は
「
親
鸞
聖
人
」
と
い
う
立
場
で
す
。

　

さ
て
本
日
は
、
親
鸞
が
開
い
た
仏
教
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
お
話
を
し
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
お
話
を
し

ま
す
。
研
究
発
表
や
講
義
で
は
な
い
の
で
、「
な
る
ほ
ど
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
お
話
し
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
そ
も
そ
も
宗
教
の
中
で
仏
教
は
ど
う
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
、
そ
の
仏
教
の
中
で
も
親
鸞

の
仏
教
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
特
色
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
て
お
話
し
ま
す
。

仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録

親
鸞
が
開
い
た
仏
教
と
は
何
か

深

川

宣

暢
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Ⅰ
．
宗
教
の
起
源
と
仏
教
の
考
え
方

一
、
文
明
の
発
達
と
心
の
発
達

　

さ
て
世
界
の
中
で
考
え
る
と
、
ま
ず
仏
教
そ
の
も
の
が
そ
も
そ
も
特
別
な
も
の
で
す
。
日
本
に
い
ま
す
と
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
仏

教
の
知
識
や
知
恵
が
入
っ
て
く
る
の
で
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
世
界
的
に
見
る
と
、
仏
教
徒
は
ほ
ん
の
七
％
足
ら
ず
し
か
い

ま
せ
ん
。
し
か
も
、
全
て
が
、
私
ど
も
が
身
を
置
い
て
い
る
大
乗
仏
教
の
徒
だ
け
で
は
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
に
広
が
る
上
座
部
仏
教
の

人
た
ち
を
含
め
て
も
、
世
界
的
に
見
る
と
ほ
ん
の
少
し
な
の
で
す
。

　

最
初
に
「
宗
教
の
起
源
と
仏
教
の
考
え
方
」
を
お
話
し
ま
す
。
私
た
ち
の
地
球
が
で
き
た
時
を
一
月
一
日
の
午
前
〇
時
と
し
て
今
日

ま
で
を
一
年
と
す
れ
ば
、
人
類
が
地
球
上
に
現
れ
た
の
は
、
除
夜
の
鐘
が
鳴
り
始
め
た
頃
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
の
人
類
の
歴

史
な
の
で
す
が
、
そ
の
間
に
、
人
類
は
文
明
を
発
達
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
大
き
な
時
代
区
分
を
す
る
場

合
に
「
道
具
」
の
発
達
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
最
初
は
ど
う
や
ら
四
つ
ん
ば
い
で
歩
い
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
う
ち
に
立
ち
上
が
っ
た
の
で
、
前
足
が
ヒ
マ
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
前
足
が
手
に
な
る
と
、
そ
の
手
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
作
っ
た
り
、
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
う
し
て
、
道
具
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
。
最
初
は
石
の
カ
ケ
ラ
な
ど
を
使
う
も
の
な
ど
で
し
ょ
う
。
そ
の
内
に
自
分
の
力
を

使
わ
な
く
て
も
で
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
と
道
具
が
考
え
ら
れ
、
ま
た
家
畜
な
ど
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
発
動
機
が
発
明
さ
れ
る
と
、

自
分
が
あ
ま
り
汗
を
か
か
な
く
て
も
機
械
が
仕
事
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
の
私
ど
も
の
世
界
で
は
、
道
具
の
発
達
の

大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
と
な
っ
た
の
は
や
は
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
す
ね
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
で
き
て
、
私
た
ち
は
、
決
ま
っ
た
仕
事
な

ど
は
い
ち
い
ち
自
分
が
確
認
し
な
く
て
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
短
時
間
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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そ
の
う
ち
に
、
今
度
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
す
ぐ
れ
た
知
能
を
持
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、「
Ａ
Ｉ
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
で
ゆ
く
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
明
の
発
達
を
、
道
具
の
発
達
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
一
つ
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
明
の
発
達
、
道
具
の
発
達
と
同
時
に
、
精
神
（
こ
こ
ろ
）
も
や
は
り
発
達
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
愛
す
る
心
の
広
が
り
と
し
て
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
異
性
、
男
と
女
、
雄
と
雌
が
最
初
に
愛
し
合
い
ま

す
。
そ
こ
に
親
子
が
で
き
ま
す
と
、
兄
弟
・
姉
妹
が
で
き
ま
す
。
親
族
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
愛
す
べ
き
人
々
が
広
が
り
、
愛
す

る
こ
こ
ろ
は
広
が
り
ま
し
た
。
最
初
は
血
の
つ
な
が
っ
た
近
し
い
者
だ
け
の
間
に
広
が
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば

他
人
で
あ
っ
て
も
同
じ
ム
ラ
に
住
む
者
、
同
じ
所
に
住
む
者
同
士
な
ら
仲
よ
く
し
て
い
こ
う
と
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
隣
の
村
の
人

た
ち
も
同
じ
部
族
だ
か
ら
助
け
合
っ
て
い
こ
う
、
い
や
隣
の
村
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
部
族
も
住
ん
で
い
る
が
、
同
じ
民
族
で
は
な
い

か
と
民
族
愛
と
し
て
広
が
り
、
民
族
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
人
類
愛
と
、
愛
す
る
心
が
広
が
る
か
た
ち
で

「
こ
こ
ろ
」
も
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
家
畜
に
も
広
が
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
、
あ
る
い
は
生
き
物
を
食
べ
さ
せ
て
く
れ
て
い
る
植
物

か
ら
、
自
然
界
に
広
が
っ
て
い
き
、
自
然
愛
と
広
が
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
愛
す
る
こ
こ
ろ
」
も
広
が
り
発
達
し
て
き
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
私
ど
も
の
「
こ
こ
ろ
」、
精
神
は
、
ま
だ
発
達
し
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
後
何
万
年
か
、
何
百
万
年

か
後
に
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
菩
薩
さ
ま
の
よ
う
な
心
を
持
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
に
「
こ
こ
ろ
」、
精
神
も
発
達
し
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
す
。
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二
、
安
全
へ
の
関
心
の
高
ま
り

　

さ
て
、
そ
う
し
て
精
神
が
発
達
し
、
愛
す
る
人
々
や
愛
す
べ
き
関
係
が
広
が
っ
て
く
る
と
、
今
度
は
何
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
、

安
全
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
愛
す
る
者
の
安
全
を
脅
か
す
も
の
へ
の
対
処
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

す
。
愛
す
る
者
を
守
る
た
め
に
武
器
が
工
夫
さ
れ
、
兵
法
が
工
夫
さ
れ
ま
し
た
。
城
を
築
い
て
、
何
万
と
い
う
敵
が
来
て
も
、
守
る
こ

と
が
で
き
る
城
な
ど
も
工
夫
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
集
団
の
団
結
が
求
め
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
団
結
の
精
神
を
育
て
る
た
め
に
、
愛
す
る

心
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
、
み
ん
な
日
頃
か
ら
助
け
合
う
と
い
う
心
構
え
を
し
て
お
か
な
い
と
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
困
る
と
い
う
精

神
も
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
、
愛
す
る
者
の
安
全
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
自
然
現
象
な
ど
の
不
可
解
な
現
象
が
起
こ
り
ま
す
。
基
本
的

に
は
、
天
変
地
異
な
ど
の
自
然
現
象
が
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
の
背
後
に
正
（
＋
）
と
負
（
－
）
に
働

く
「
力
」
を
見
て
ゆ
く
の
で
す
。
特
に
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
力
は
、
愛
す
る
者
の
安
全
を
脅
か
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
の
背
後
に
、

わ
れ
わ
れ
の
思
い
の
及
ば
な
い
力
が
働
い
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
不
可
解
な
現
象
の
奥
に
力
が
働
い
て
い
る
と

解
釈
し
て
、
そ
れ
を
「
カ
ミ
」
と
か
「
天
」
と
名
づ
け
て
対
処
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
宗
教
が
起
こ
っ
た
源
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
空
が
突
然
に
「
ゴ
ロ
ゴ
ロ
、
ピ
カ
ピ
カ
」
と
鳴
り
出
し
て
、
時
々
「
ド
ー
ン
」
と
落
ち
て
く
る
こ
と

が
あ
る
と
、「
あ
れ
は
一
体
何
だ
。
こ
の
前
は
わ
が
子
が
あ
れ
に
当
た
っ
て
や
ら
れ
た
が
、
何
か
分
か
ら
な
い
」
空
の
上
で
何
が
鳴
っ

て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
「
カ
ミ
」
と
解
釈
し
て
、「
あ
れ
は
カ
ミ
が
鳴
っ
て
い
る
の
だ
」
と
し
て
「
カ
ミ
ナ
リ
」
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
不
思
議
な
力
が
働
く
そ
の
も
と
を
、
カ
ミ
と
か
天
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
宗
教
の
起
源
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
不
思
議
な
力
に
対
し
て
儀
式
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。「
今
年
も
た
く
さ
ん
の
お
米
が
で
き
た
。
い
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い
稲
が
育
っ
て
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
た
。
感
謝
の
お
祭
り
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
収
穫
の
祭
り
を
し
ま
す
。
逆
に
、
神
様
が
暴
れ
て
は

困
る
の
で
、
例
え
ば
最
新
の
機
能
を
備
え
た
ビ
ル
を
建
て
る
前
に
も
、
や
は
り
地
の
神
様
が
暴
れ
な
い
よ
う
に
と
地
鎮
祭
を
し
ま
す
。　

そ
の
よ
う
に
、
愛
す
る
こ
こ
ろ
は
広
が
り
、
そ
の
安
全
へ
の
関
心
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
宗
教
が
起
こ
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た

宗
教
儀
礼
も
展
開
を
し
て
い
き
ま
す
。

三
、「
こ
こ
ろ
」
の
不
可
解
へ
の
注
目
…
宗
教
の
根
本
的
転
回

　

と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
、
本
当
に
不
可
解
で
不
思
議
な
も
の
は
何
か
と
考
え
た
と
き
に
、
広
い
意
味
で
の
「
こ
こ
ろ
」
が
不
可
解
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
気
が
付
い
た
の
が
、
実
は
仏
教
だ
と
言
え
ま
す
。
こ
こ
に
根
本
的
な
宗
教
的
転
回
と
し
て
仏
教
の
展
開

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
外
に
あ
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
も
の
は
、
実
は
向
こ
う
に
見
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
が
そ
う
見
て
い
る
だ
け
で
は
な

い
か
。
道
を
歩
い
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
毒
ヘ
ビ
が
い
る
と
逃
げ
た
が
、
よ
く
見
た
ら
縄
が
転
が
っ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
私
が
逃
げ
た

の
は
縄
の
方
の
問
題
で
は
な
く
、
見
た
私
の
側
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
私
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
考

え
方
、
見
方
で
す
。

　

私
た
ち
が
不
思
議
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
、
そ
れ
を
見
た
り
聞
い
た
り
感
じ
た
り
し
て
い
る
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
こ
こ
ろ
」
と
は
一
体
ど
こ
に
あ
っ
て
、
何
で
こ
ん
な
ふ
う
に
動
く
の
か
。
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
の
は
一
体
何
だ
ろ
う
と
問

題
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
や
ら
私
の
中
に
あ
る
ら
し
い
と
、
そ
こ
に
気
付
い
て
い
っ
た
の
が
仏
教
で
す
。

　

そ
う
し
て
、
自
己
を
問
題
に
し
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
の
「
私
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
「
私
」
を
問
題

に
し
始
め
た
の
は
、
宗
教
の
根
本
的
転
回
と
し
て
の
仏
教
と
見
方
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
が
不
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思
議
な
の
で
、
今
で
も
「
こ
こ
ろ
」
を
「
精
神
」
と
書
く
よ
う
に
、「
神
」
と
い
う
字
が
付
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
不
思
議
な
の
で
す
。

Ⅱ
．
世
界
の
宗
教
と
仏
教

一
、
宗
教
の
分
類

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
仏
教
が
、
大
き
な
意
味
で
の
宗
教
的
転
回
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
の
国
々
に
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
ど
う
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
ま
す
。

　

ま
ず
最
初
の
分
類
「
Ａ
」
で
は
、「
世
界
宗
教
」
と
「
民
族
宗
教
」
と
い
う
分
類
の
仕
方
が
あ
り
ま
す
。
世
界
宗
教
と
は
、
一
つ
の

民
族
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
明
確
な
創
唱
者
（
開
祖
）
が
存
在
す
る
宗
教
で
す
。
そ
こ
に
世
界
宗

教
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
仏
教
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
ほ
ど
の
人
口
が
あ
る
か
と
い
う
数
字
を
「
ブ
リ
タ
ニ
カ
国

際
年
鑑
二
〇
一
一
」
の
カ
ウ
ン
ト
で
示
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
一
神
教
が
、

三
三
％
と
二
二
・
五
％
あ
っ
て
世
界
人
口
の
半
分
以
上
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
、「
世
界
三
大
宗
教
」
と
は
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
数
か
ら
す
れ
ば
六
・
七
％
と
少
し
増
え
て
き
た
く
ら
い
で
す
。
こ
の
三
大
宗
教
を
世
界
宗
教
と
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
民
族
宗
教
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
イ
ン
ド
な
の
で
人
口
が
多
い

で
す
。
仏
教
徒
の
倍
あ
っ
て
十
億
人
近
く
あ
り
ま
す
ね
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
民
族
宗
教
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
に

古
代
か
ら
広
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
多
く
は
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　

中
国
の
民
間
宗
教
の
人
口
は
、
中
国
の
人
口
が
多
い
の
で
そ
れ
だ
け
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
神
道
も
民
族
宗
教
の
中
に
入
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
部
分
的
に
見
れ
ば
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
、「
ほ
か
の
民
族
の
人
々
も
い
ま
す
よ
」
と
い
え
ば
そ
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の
と
お
り
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
大
多
数
が
民
族
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
分
類
「
Ｂ
」
は
、「
自
然
宗
教
」
と
「
創
唱
宗
教
」
と
い
う
分
類
の
仕
方
で
す
。
自
然
宗
教
と
は
、
自
然
発
生
的
で
、
無

意
識
に
先
祖
た
ち
に
受
け
継
が
れ
た
宗
教
で
す
。
前
の
「
Ａ
」
の
分
類
で
は
多
く
が
民
族
宗
教
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
創
唱
宗
教
と
は
、

創
唱
者
（
開
祖
）
と
、
生
ま
れ
た
時
期
や
中
心
的
な
思
想
・
教
義
が
明
確
な
宗
教
と
い
う
定
義
で
す
。
世
界
三
大
宗
教
を
は
じ
め
と
し

て
、
面
白
い
の
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
シ
ー
ク
教
で
す
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
は
英
語
で
、
ド
イ
ツ
語
で
言
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ

の
「
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
」
の
「
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
」
で
す
。
こ
れ
も
創
唱
宗
教
で
、
開
祖
が
明
瞭
な
の
で
す
ね
。

　

三
つ
目
「
Ｃ
」
の
分
類
は
、「
多
神
教
」
と
「
一
神
教
」
と
い
う
分
類
で
す
。
多
神
教
と
は
、
複
数
の
神
々
を
同
時
に
崇
拝
す
る
宗

教
で
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
宗
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
な
ど
も
そ
う
で
、
神
道
で
も
「
八
百
万
の
神
」
と
言
い
ま
す
ね
。
道
教
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
等
を
含
め
て
、
多
神
教
と
分
類
さ
れ
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
神
様
が
い

ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
存
在
す
る
と
考
え
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
を
代
表
と
す
る
一
神
教
は
、
唯
一
絶
対
の
神
を
崇
拝
す
る
宗
教
で
す
。
さ
て
、

そ
れ
ら
に
対
し
て
仏
教
は
、多
神
教
な
の
か
一
神
教
な
の
か
と
問
わ
れ
た
時
に
困
る
の
は
、そ
も
そ
も
そ
の
分
類
で
い
う
意
味
で
の「
神
」

の
概
念
が
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
も
、
も
し
仏
陀
を
神
と
言
う
な
ら
、
仏
教
は
私
た
ち
が
神
に
な
っ
て
い
く
教
え
で
す
。
仏
教
は
、
仏

の
教
え
で
あ
る
と
同
時
に
、
仏
陀
、
仏
に
な
っ
て
い
く
教
え
な
の
で
、
そ
れ
を
神
と
言
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
一
神
教
で
も
多
神
教
で
も
な
く
、
仏
教
は
仏
教
と
し
て
見
て
ほ
し
い
と
言
う
し
か
な
い
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

仏
教
が
伝
播
し
て
い
く
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
を
採
り
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
、
仏
教
は
一
神
教

か
多
神
教
か
と
い
う
と
、「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
一
神
教
の
人
た
ち
か
ら
見
た
ら
、「
仏
教
徒
は
、
阿
弥
陀
さ
ん
も
拝
む
し
、
大
日
如
来
、
廬
舎
那
仏
も
拝
む
し
、
観
音
さ
ん
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も
拝
む
し
、
こ
れ
は
も
う
多
神
教
で
し
ょ
う
よ
」
と
言
い
ま
す
。
世
界
に
出
て
い
く
と
、
レ
ベ
ル
の
低
い
、
偶
像
を
崇
拝
す
る
宗
教
が

仏
教
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
別
に
考
え
て
く
だ
さ
い
と
言
い
た
い
で
す
ね
。

二
、
仏
教
の
特
色

　

そ
こ
で
、
特
に
一
神
教
に
対
し
て
、
仏
教
の
特
色
を
話
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
そ
の
一
つ
は
、
仏
教
は
、
唯
一
絶

対
、
全
知
全
能
の
神
を
前
提
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
大
一
神
教
と
言
わ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教

は
、
唯
一
絶
対
、
全
知
全
能
の
神
を
前
提
と
し
ま
す
。

　

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
い
わ
ば
兄
弟
の
関
係
、
親
族
関
係
に
あ
る
宗
教
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す
。

神
は
唯
一
絶
対
な
の
で
人
間
と
は
直
接
は
関
わ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
預
言
者
を
遣
わ
し
ま
す
。
預
言
者
が
言
葉
に
し
ま
す
。
言
葉
が

文
字
に
な
り
、
そ
し
て
人
々
の
中
に
聖
典
と
し
て
流
布
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
て
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
ア
ブ
ラ

ハ
ム
や
モ
ー
ゼ
な
ど
が
預
言
者
、
時
が
た
っ
て
、
も
と
も
と
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
新
た
に
神
の
啓
示
を
受
け
、

神
の
子
と
し
て
現
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
時
が
た
ち
ま
す
と
、
新
し
い
預
言
者
と
し
て
ム
ハ
ン
マ
ド
が
現
れ
、
神
の
言
葉
を
預
か
っ
た
者

と
し
て
、
そ
の
言
葉
が
『
コ
ー
ラ
ン
』
と
い
う
聖
典
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
唯
一
絶
対
、
全
知
全
能
の
神
が
前
提
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
が
こ
れ
ら
の
一
神
教
で
す
。
こ
の
一
神
教
徒
が

世
界
人
口
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
の
で
、
世
界
に
出
て
行
き
ま
す
と
そ
の
発
想
で
仏
教
を
見
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
ま
ず
仏
教

は
仏
教
と
し
て
考
え
て
下
さ
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

仏
教
の
特
色
の
二
つ
目
は
、
世
界
（
宇
宙
）
創
造
の
神
話
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
も
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や
思
想
を
抱

き
込
み
な
が
ら
展
開
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
、
仏
教
に
は
世
界
や
宇
宙
が
こ
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
と
い
う
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「
創
世
記
」
の
よ
う
な
物
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
は
あ
る
よ
う
に
あ
っ
て
き
た
。
世
界
の
有
り
よ
う
は
「
真
如
」
だ
と
。
あ
る
が
ま

ま
に
あ
る
の
だ
と
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
人
間
は
サ
ル
か
ら
進
化
し
た
と
い
う
進
化
論
が
出
て
き
て
も
、
あ
わ
て
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
あ
あ
、
そ
う
な
ん
で
す
ね
」
と
い
う
の
が
仏
教
で
す
。

　

創
造
の
神
話
を
持
つ
宗
教
か
ら
い
い
ま
す
と
、「
何
を
言
い
ま
す
か
。
神
が
自
ら
に
似
せ
て
人
間
を
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
サ

ル
の
よ
う
な
も
の
か
ら
進
化
し
た
な
ど
と
言
う
て
も
ら
っ
て
は
困
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
間
の
も
と
が
サ
ル
だ
っ
た
ら
、

サ
ル
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
、
誰
も
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。
神
が
自
ら
に
似
せ
て
お
つ
く
り
に
な
っ
た
と
す

る
な
ら
、「
神
の
お
ぼ
し
め
し
に
か
な
う
よ
う
な
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
サ
ル
か
ら
進
化
し
た

な
ん
て
言
う
て
も
ら
っ
た
ら
困
る
と
な
る
わ
け
で
す
。

　

仏
教
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、「
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
人
間
も
そ
の
よ
う
に
あ
っ
た
ん
で
す
ね
」
で
終
わ
り
で
す
。
あ
る
い
は
、

宇
宙
が
ビ
ッ
グ
バ
ン
か
ら
生
成
さ
れ
て
、
今
、
現
に
膨
張
し
つ
つ
あ
る
。
宇
宙
望
遠
鏡
が
で
き
て
、
そ
れ
で
観
測
し
た
ら
、
遠
く
の
天

体
が
ど
ん
ど
ん
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
、
宇
宙
は
今
、
現
に
膨
張
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
最
初
が
ビ
ッ
グ
バ
ン
で
あ
っ

て
、そ
の
も
と
が
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、非
常
に
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
中
に
は
、あ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー

ル
の
中
に
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
考
え
る
人
も
現
れ
ま
す
。
宇
宙
は
神
が
お
造
り
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら

ね
。

　

と
こ
ろ
が
仏
教
徒
と
し
て
は
、「
あ
あ
、
そ
う
。
ビ
ッ
グ
バ
ン
で
始
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
宇
宙
は
そ
の
よ
う
に
あ
っ
て
き
た
の
か
」

で
終
わ
り
で
す
。
も
し
仏
教
の
立
場
を
一
神
教
に
対
し
て
言
う
な
ら
ば
、「
あ
な
た
方
の
発
想
で
言
う
な
ら
ば
、
仏
教
で
は
、
神
が
世

界
や
宇
宙
を
お
造
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
世
界
や
宇
宙
の
あ
り
さ
ま
そ
の
も
の
が
神
な
ん
で
す
。
世
界
の
あ
り
さ
ま
が
真
如
な

ん
で
す
。
つ
ま
り
世
界
や
宇
宙
の
あ
り
さ
ま
そ
の
も
の
が
仏
な
ん
で
す
」
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
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す
な
わ
ち
仏
教
に
は
、
仏
が
世
界
や
宇
宙
を
創
造
し
た
と
い
う
物
語
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
宇
宙
や
世
界
の
あ
り
さ
ま
そ
の
も
の
、
あ

る
が
ま
ま
に
あ
る
そ
の
相
そ
の
も
の
が
真
如
で
あ
り
、
仏
で
あ
り
、
い
わ
ば
神
で
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
そ
の
真
如
そ
の
も
の
は
姿
に

は
表
れ
ま
せ
ん
が
、
真
如
か
ら
来
生
さ
れ
た
と
い
う
「
如
来
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
く
の
が
、
大
乗
仏
教
の
言
い
方

に
な
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。

　

仏
教
の
三
つ
目
の
特
色
は
ど
う
か
と
い
う
と
、「
悟
り
（
正
覚
）
に
よ
っ
て
仏
陀
に
な
る
（
覚
者
に
成
長
す
る
）
宗
教
」
で
あ
る
と

い
う
言
い
方
を
す
る
方
が
分
か
り
や
す
い
の
で
、
英
語
で
講
義
を
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
言
い
方
で
通
訳
を
し
て
も
ら
い

ま
す
。「
あ
な
た
方
の
言
う
宗
教
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
い
っ
た
ん
実
践
哲
学
の
よ
う
に
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
仏
教
を
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
陀
や
菩
薩
が
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
み
た
ら
、
少
し
分
か
り
や

す
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
お
話
し
ま
す
。
私
ど
も
は
、
特
に
世
界
に
出
か
け
て
行
く
と
き
に
は
、
そ
う
い
う
仏
教
の
特
色
を

知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

Ⅲ
、
仏
教
の
歴
史
的
展
開

　

で
は
そ
の
仏
教
は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
そ
し
て
、
歴
史
的
に
は
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
大
ざ
っ

ぱ
に
お
話
し
し
ま
す
。

　

釈
尊
は
、
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
っ
て
八
十
年
で
お
隠
れ
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
間
も
な
く
、
お
弟
子
方
を
中
心
に
集
会
が
も
た

れ
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
釈
尊
は
、
対
機
説
法
あ
る
い
は
随
機
説
法
と
言
っ
て
、

弟
子
に
は
弟
子
に
、
王
様
に
は
王
様
に
、
あ
る
い
は
農
夫
に
は
農
夫
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
沿
っ
て
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
。
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釈
尊
の
も
と
に
い
た
出
家
者
の
中
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
そ
の
人
々
に
応
じ
て
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
か
ら
、「
私
は

釈
尊
か
ら
こ
う
聞
い
た
」「
私
は
こ
う
聞
い
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
聞
き
方
が
違
い
ま
す
し
、
お
釈
迦

様
の
説
き
方
も
違
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
が
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
「
部
派
仏
教
」
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
五
百
年
ほ
ど
の
時
を
経
ま
す
と
、
大
乗
仏
教
と
上
座
部
仏
教
（
小
乗
仏
教
）
に
分
か
れ
ま
し
た
。「
小
乗
仏
教
」

と
は
、
大
乗
仏
教
か
ら
見
て
少
し
貶
し
た
言
い
方
で
す
。
大
乗
の
人
は
、「
あ
な
た
方
の
言
う
仏
教
は
、
迷
い
の
岸
か
ら
悟
り
の
岸
へ

渡
る
た
め
の
小
さ
な
乗
り
物
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
わ
れ
わ
れ
の
は
、
大
き
な
乗
り
物
で
す
。
こ
の
悟
り
の
功
徳
は
、
す
べ
て
の
人
に

行
き
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。そ
れ
が
釈
尊
が
菩
提
樹
の
下
か
ら
歩
み
を
運
ば
れ
た
精
神
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
大
乗
仏
教
が
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
大
乗
仏
教
（
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
）
は
、
大
き
な
乗
り
物
の
仏
教
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

大
乗
仏
教
が
起
こ
り
、
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
、
広
い
地
域
に
伝
わ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
内
容
は
自
力
の
教
え
と
他
力
の

教
え
に
分
類
で
き
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
自
力
の
仏
教
を
「
竪
」
の
教
え
、
他
力
の
仏
教
を
「
横
」
の
教
え
と
言
わ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。　

こ
の
自
力
の
教
え
は
「
衆
生
（
私
）
が
悟
り
の
方
向
へ
動
く
仏
教
」
で
す
。
こ
れ
は
私
の
言
い
方
で
す
が
、
英
語
に
し
た
と
き
に
分
か

り
や
す
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
こ
う
い
う
表
現
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
他
力
の
教
え
は
「
仏
陀
、
如
来
が
衆
生
（
私
）
の
方
へ
動
く

仏
教
」
で
す
。
衆
生
が
悟
り
の
方
向
へ
動
く
仏
教
は
、
悟
り
の
方
向
へ
行
く
た
め
に
邪
魔
に
な
る
も
の
を
捨
て
た
ほ
う
が
い
い
わ
け
で

す
か
ら
、
出
家
し
た
ほ
う
が
効
率
が
い
い
わ
け
で
、
出
家
者
が
主
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
在
家
の
ま
ま
、
悟
り
の
功
徳
を
頂
け

る
、つ
ま
り
、如
来
が
私
の
ほ
う
へ
動
い
て
く
だ
さ
る
仏
教
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
広
が
っ
て
い
く
の
が
他
力
の
仏
教
、す
な
わ
ち
「
横
」

の
仏
教
で
す
。
そ
ん
な
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
「
横
」
と
言
い
ま
す
。
理
屈
に
合
わ
な
い

の
が
「
横
」、理
屈
が
通
る
の
が
「
竪
」
で
す
。「
こ
う
す
れ
ば
、こ
う
な
る
」
と
い
う
方
が
理
屈
に
合
っ
て
い
ま
す
の
で
、こ
れ
を
「
竪
」
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の
仏
教
と
言
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
日
常
の
発
想
か
ら
し
て
も
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
竪
」
の
仏
教
か

ら
し
た
ら
、「
そ
れ
は
理
屈
に
合
わ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
が
「
横
」
の
仏
教
で
す
。「
横
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い

る
熟
語
を
考
え
る
と
、
横
着
と
か
、
横
柄
、
横
暴
、
横
車
を
押
す
な
ど
、
あ
ま
り
い
い
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と

を
「
横
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、「
こ
う
し
た
ら
、
こ
う
な
る
」
と
い
う
理
屈
か
ら
い
え
ば
合
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
あ
な
た
が
や
ら
な
き
ゃ
、
あ

な
た
に
結
果
は
出
な
い
。
自
業
自
得
と
い
う
の
が
基
本
的
な
因
果
の
道
理
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、「
如

来
が
私
に
動
い
て
く
だ
さ
っ
て
、
私
が
仏
に
な
る
と
い
う
仏
教
も
、
ち
ゃ
ん
と
説
か
れ
て
い
る
ん
で
す
」
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

く
る
わ
け
で
す
。「
衆
生
が
動
く
仏
教
」
と
「
如
来
が
動
く
仏
教
」
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
如
来
が
動
く
仏
教
の
中
に
「
漸
悟
（
出
）
の
仏
教
」
と
「
頓
悟
（
超
）
の
仏
教
」
が
あ
る
わ
け
で
す
。
少
し
難
し
い

言
葉
で
す
が
、
漸
悟
（
出
）
と
は
次
第
次
第
に
、
だ
ん
だ
ん
と
悟
っ
て
い
く
と
い
う
仏
教
、
頓
悟
（
超
）
と
は
段
階
を
経
ず
に
一
足
飛

び
に
悟
る
と
い
う
仏
教
を
い
い
ま
す
。
漸
悟
（
出
）
の
仏
教
は
、
理
屈
か
ら
し
て
自
力
の
仏
教
と
つ
な
が
り
ま
す
。「
如
来
が
動
い
て

く
だ
さ
る
の
は
動
い
て
く
だ
さ
る
け
ど
、
こ
こ
ま
で
は
自
分
で
上
が
っ
て
こ
い
。
そ
う
し
た
ら
、
如
来
の
方
か
ら
手
を
差
し
伸
べ
て
引

き
上
げ
て
く
だ
さ
る
」
と
い
う
理
屈
に
な
り
ま
す
。
他
力
と
は
い
っ
て
も
、
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
の
他
力
の
あ
り
さ
ま
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

次
第
に
階
段
を
上
っ
て
い
く
よ
う
に
仏
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
「
出
」
の
仏
教
で
す
。

　

頓
悟
（
超
）
の
仏
教
と
は
、「
あ
な
た
は
、
そ
の
ま
ま
悟
り
に
至
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
煩
悩
の
塊
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、
如
来
は
そ
の
煩
悩
の
中
に
こ
そ
動
い
て
き
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
す
」
と
い
う
「
超
」
の
仏
教
で
す
。
横
さ
ま
に
飛
び

超
え
て
悟
り
に
至
る
仏
教
だ
か
ら
、「
横
」
と
い
う
字
と
「
超
」
と
い
う
合
わ
せ
て
、
親
鸞
聖
人
は
浄
土
真
宗
の
こ
と
を
「
横
超
」
の

仏
教
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
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「
如
来
が
動
く
仏
教
な
ん
て
、
そ
ん
な
も
の
は
正
当
な
仏
教
じ
ゃ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
大
乗
仏
教
に
お

い
て
、「
如
来
」
が
い
ろ
い
ろ
定
義
さ
れ
ま
す
が
、『
大
智
度
論
』（
龍
樹
著
）
で
は
、「
如
実
の
道
よ
り
来
た
る
故
に
如
来
と
為
す
」
と

言
わ
れ
た
り
、
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
に
は
、「
弥
陀
如
来
は
如
よ
り
来
生
し
て
、
報
・
応
・
化
、
種
々
の
身
を
示
し
現

じ
た
ま
ふ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
最
初
の
方
で
「
宇
宙
や
世
界
の
あ
り
さ
ま
が
真
如
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
真
如
は
、
目
に
見
え

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
色
も
形
も
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
っ
て
き
た
と
い
う
、
い
わ
ば
論
理
で
す
。
そ
れ
で
は
、
私
た
ち
に
は

分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
真
如
か
ら
私
た
ち
の
所
に
来
生
し
た
存
在
が
、
如
よ
り
来
生
し
た
「
如
来
」
と
し
て
、
私
た
ち
に
働

い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。「
如
来
」
と
い
う
言
葉
か
ら
し
て
も
、「
他
力
」
と
言
わ
な
く
て
も
、「
如
来
が
動
く
仏
教
」
と
い
う
意
味
が

表
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。Ⅳ

．
親
鸞
聖
人
が
開
い
た
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
仏
教

一
、「
浄
土
真
宗
」
と
は

　

で
は
親
鸞
聖
人
が
開
い
た
「
浄
土
真
宗
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
、
ど
う
い
う
仏
教
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
を
進
め
ま

す
。

　

ま
ず
、「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
基
本
的
に
は
、「『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
真
実
の
教
え
」
と
い
う

意
味
で
使
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
の
最
初
に
は
、
看
板
を
上
げ
る
よ
う
に
、「
大
無
量
寿
経
、
真
実
の
教
、
浄
土
真
宗
」
と

示
さ
れ
ま
す
。
浄
土
真
宗
と
は
西
本
願
寺
な
ど
を
本
山
と
す
る
仏
教
の
一
宗
派
で
あ
る
と
い
う
の
は
第
二
義
で
す
。

　
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
内
容
が
浄
土
真
宗
で
す
か
ら
、
ま
ず
『
無
量
寿
経
』
の
教
説
を
見
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
教
説
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の
要
点
を
あ
げ
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
（
一
）
そ
の
一
つ
は
、『
無
量
寿
経
』
は
「
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
に
成
る
因
と
果
」
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
が
基
本
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
無
量
寿
経
』
は
、
序
文
と
結
び
を
除
け
ば
、
三
つ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
弥
陀
成
仏
の
因
果
」
と
言
わ
れ
る
部
分
で
、

阿
弥
陀
仏
と
い
う
如
来
は
ど
の
よ
う
に
し
て
仏
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
、「
衆
生
往
生
の
因
果
」
と
言
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
如
来
は
衆
生
を
ど
の
よ
う
に
お
救
い
に
な
る
の
か
、
衆
生
は
ど
の
よ
う
に
し
て
救
わ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、「
釈
尊
の
勧
戒
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
釈
尊
が
「
あ
な
た
た
ち
よ
、
迷
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
て
く
れ
。

そ
し
て
、
こ
の
仏
法
を
聞
い
て
く
れ
」
と
い
う
釈
尊
の
勧
め
が
説
か
れ
る
部
分
で
す
。

　

こ
の
お
経
の
根
本
は
、
菩
薩
が
仏
に
な
っ
て
い
く
物
語
で
す
が
、
そ
の
仏
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
仏
に
な
る
前
に
何
を
ど
う
考
え

ら
れ
た
か
が
分
か
る
と
、
こ
の
仏
が
ど
う
い
う
仏
か
が
分
か
り
ま
す
。
人
間
で
も
そ
う
で
す
ね
。
そ
の
人
が
ど
う
い
う
願
い
を
持
っ
て
、

ど
う
い
う
理
想
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
か
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
内
容
が
分
か
り
ま
す
。
仏
を
見
る
に
も
、
そ
の
仏
が
ど

う
い
う
願
い
を
持
っ
た
仏
な
の
か
、
そ
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
何
を
し
た
の
か
を
聞
く
こ
と
が
基
本
で
す
。
つ
ま
り
仏
に
成
る
も

と
（
因
）
の
中
で
も
、
法
蔵
菩
薩
に
ど
う
い
う
願
い
が
あ
る
の
か
が
根
本
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
結
局
『
無
量
寿
経
』
の
教
説

の
中
心
は
、
四
十
八
の
願
い
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
（
二
）
次
に
そ
の
四
十
八
の
願
い
の
根
本
は
第
十
八
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
要
点
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
を
仏
に
す

る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
願
い
を
立
て
ら
れ
た
の
か
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
根
本
の
問
題
だ
か
ら
で
す
。
す
ぐ
れ
た
浄
土
を
造
り
、
す
ぐ

れ
た
仏
に
な
る
と
い
う
願
い
も
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
救
わ
れ
る
の
か
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う

に
し
て
仏
に
な
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
浄
土
へ
生
ま
れ
る
の
か
が
根
本
的
な
問
題
で
す
。
で
す
か
ら
、
第
十
八
願
が
最
も
根
本
に

な
る
わ
け
で
す
。
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（
三
）
次
に
見
る
べ
き
要
点
は
、『
無
量
寿
経
』
の
教
説
が
、
衆
生
に
修
行
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な

わ
ち
『
無
量
寿
経
』
は
、「
法
蔵
菩
薩
は
、
世
に
す
ぐ
れ
た
願
い
を
建
て
て
、
永
い
修
行
を
さ
れ
て
仏
に
な
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
説
法

を
聞
い
て
い
る
皆
さ
ん
、
法
蔵
菩
薩
と
同
じ
よ
う
に
修
行
を
始
め
な
さ
い
」
と
は
説
い
て
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
大
乗
菩
薩
の
必
須
の

行
と
し
て
「
六
波
羅
蜜
」
の
行
が
あ
り
ま
す
。
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
と
い
う
六
波
羅
蜜
の
行
を
必
ず
実
践
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
大
乗
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
必
須
の
行
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
行
ぜ
よ
と
は
説
い
て
い
な
い
の
が
『
無
量

寿
経
』
な
の
で
す
。

　

ど
う
説
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
大
乗
菩
薩
の
必
須
の
行
で
あ
る
六
波
羅
蜜
も
、
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
に
か
わ
っ
て
行
じ
て
く
だ

さ
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
仏
に
な
る
行
の
功
徳
を
法
蔵
菩
薩
が
成
就
し
て
く
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
法

蔵
菩
薩
の
行
と
そ
の
功
徳
は
名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
名
号
を
聞
信
し
て
救
わ
れ
て
ゆ
く

の
だ
と
説
く
の
で
す
。

　

第
十
八
願
の
成
就
文
も
、
ま
た
『「
無
量
寿
経
』
の
結
び
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
「
流
通
分
」
に
も
、「
名
号
を
聞
き
て
」
と
か
、「
名

号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
」
無
上
の
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
そ
の
名
号
の
中
に
菩
薩
が
修
行
さ
れ

た
全
て
の
功
徳
が
完
成
さ
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
『
無
量
寿
経
』
の
教
説
な
の
で
す
。

二
、
浄
土
真
宗
は
二
種
の
回
向
の
仏
教
で
あ
る

　

さ
て
親
鸞
聖
人
の
主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
の
本
文
の
最
初
に
、「
浄
土
真
宗
」
は
二
種
の
回
向
の
仏
教
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

二
種
の
回
向
と
は
、
往
相
回
向
と
還
相
回
向
で
す
。
そ
し
て
、
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
・
行
・
信
・
証
が
あ
る
と
述
べ
て
ゆ

く
の
が
『
教
行
信
証
』
で
す
。
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こ
の
往
相
と
は
、「
往
生
浄
土
の
相
」
と
言
い
ま
し
て
、
私
た
ち
が
浄
土
に
生
ま
れ
て
悟
り
に
至
っ
て
い
く
相
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
還
相
と
は
、
い
っ
た
ん
仏
に
な
っ
た
者
が
、
今
度
は
人
々
を
教
化
す
る
た
め
に
穢
土
に
還
っ
て
く
る
相
、
迷
い
の
世
界
に
還
っ
て

く
る
相
の
こ
と
で
、「
還
来
穢
国
の
相
状
」
な
ど
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
「
往
相
す
る
こ
と
も
還
相
す
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
願
力
で

あ
り
、
如
来
の
他
力
に
よ
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
『
証
巻
』
に
は
、「
そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
。
ゆ
ゑ
に
、
も
し
は
因
、
も
し

は
果
、一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
結
び
ま
す
。「
有

ら
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
無
し
」
と
、
も
っ
て
ま
わ
っ
た
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
「
何
一
つ
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の

回
向
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
全
て
が
阿
弥
陀
仏
の
回
向
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、「
人
々
を
自
在
に

救
う
と
い
う
還
相
が
で
き
る
身
に
な
っ
て
い
く
の
も
他
力
の
回
向
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
行
く
わ
け
で
す
。

三
、
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
の
要

　

で
は
、
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
の
要
は
ど
う
な
る
の
か
。「
衆
生
が
動
く
仏
教
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
で
説
か
れ
て
い
る
教
え

の
中
か
ら
、
自
ら
に
合
っ
た
教
え
を
自
ら
信
じ
、
よ
く
理
解
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
修
行
を
実
践
し
、
証
と
い
う
悟
り
を
得
ま
す
。
こ
れ

が
普
通
の
仏
教
で
す
。
と
こ
ろ
が
『
無
量
寿
経
』
の
教
え
が
説
く
「
如
来
が
動
く
仏
教
」
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、「
教
え
」
は
『
無

量
寿
経
（
大
経
）』、「
行
」
は
、私
た
ち
の
行
で
は
な
く
法
蔵
菩
薩
が
実
践
し
た
行
で
す
。
そ
し
て
法
蔵
菩
薩
が
行
じ
た
結
果
で
あ
る
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
の
中
に
、
功
徳
の
全
て
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
功
徳
を
私
た
ち
が
「
信
受
」
す
る
、
あ
る
い
は
「
聞
信
」
す

る
、
そ
れ
を
聞
其
名
号
と
領
納
す
る
、
自
分
が
そ
の
ま
ま
い
た
だ
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
「
証
」（
悟
り
）
が
成
就
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
信
の
と
こ
ろ
、
聞
信
す
る
と
こ
ろ
、
信
受
す
る
と
こ
ろ
、
聞
其
名
号
す
る
と
こ
ろ
が
要
に
な
り
、
そ
こ
が
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因
と
な
っ
て
、
私
た
ち
は
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
ま
す
。「
信
心
正
因
」
と
は
、
そ
こ
か
ら
言
う
わ
け
で
す
。

　

す
な
わ
ち
一
般
の
仏
教
が
「
教
─
信
─
行
─
証
」
な
の
に
対
し
、
親
鸞
聖
人
の
開
い
た
仏
教
は
「
教
─
行
─
信
─
証
」
と
い
う
並
び

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
救
済
の
成
立

　

そ
こ
で
浄
土
真
宗
で
は
ど
の
よ
う
に
救
い
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
少
し
踏
み
込
ん
で
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
先
に
「
第

十
八
願
が
根
本
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
「
私
が
仏
に
な
る
と
き
、
全
て
の
者
が
心
よ
り
信
じ
て
、
私
の
国
に
生
ま
れ
た

い
と
願
い
、
わ
ず
か
十
回
で
も
念
仏
し
て
、
も
し
生
ま
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
私
も
仏
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
誓
い
が
根
本
で
す
。

　

し
か
し
こ
の
第
十
八
願
だ
け
で
は
、
私
た
ち
は
、
い
っ
た
い
何
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
が
、
実
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。「
至
心

信
楽
、
欲
生
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
信
じ
た
ら
助
か
る
の
か
、
し
か
し
「
乃
至
十
念
せ
ん
」
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
十
回
ほ
ど
念
仏
し

た
ら
助
か
る
の
か
、
第
十
八
願
だ
け
で
は
ど
う
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
こ
で
「
信
じ
る
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、「
第
十
八
願
成
就
文
」
が
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
釈
尊
の
説
教
で
す
。「
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓

喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
し
た
ま
へ
り
。
か
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
は
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ

ん
。」
と
説
か
れ
ま
す
。
こ
こ
で
少
し
は
っ
き
り
し
ま
す
。
私
た
ち
が
何
を
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
と
、「
そ
の
名
号
を
聞
い
て
信

じ
、
喜
ぶ
者
は
救
わ
れ
る
」
と
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、「
名
号
を
聞
く
」
こ
と
、
聞
信
す
る
こ
と
で
私
た
ち
の
救
い
が
成
り
立
つ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
「
聞
く
」
と
は
、
何
を
ど
う
聞
く
の
か
。
名
号
を
「
聞
く
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
度
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は
親
鸞
聖
人
の
出
番
で
す
。『
信
巻
』
に
、
第
十
八
願
成
就
文
の
「
聞
其
名
号
」
と
あ
る
の
に
つ
い
て
、「
し
か
る
に
『
経
』（
大
経
・
下
）

に
『
聞
』
と
い
ふ
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
、
こ
れ
を
聞
と
い
ふ
な
り
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
聞
い

た
と
こ
ろ
で
救
い
が
成
立
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
、「
聞
く
」
と
い
う
中
身
は
何
か
と
い
う
と
、
仏
願
の
生
起
と
本
末
、
仏
の
願

い
の
生
ま
れ
起
こ
っ
た
理
由
を
聞
く
こ
と
と
と
、
そ
の
「
本
末
」、
こ
れ
を
「
始
終
」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
で
す
が
、
願
い
の
始
め

か
ら
終
わ
り
ま
で
、
す
な
わ
ち
本
と
末
を
聞
く
こ
と
と
が
「
聞
」
の
中
身
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

仏
願
の
「
生
起
」
を
聞
く
と
は
、
な
ぜ
願
い
が
生
ま
れ
起
こ
っ
た
の
か
を
聞
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
私
」
が
煩
悩
を
抱
え
て
迷
い
の

中
に
い
た
か
ら
、
如
来
の
願
い
は
起
こ
さ
れ
た
た
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
で
す
。
私
の
側
か
ら
言
う
と
、「
私
」
と
は
何
ぞ
や
、「
私
」

と
は
ど
れ
ほ
ど
の
者
な
の
か
と
、「
私
」
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
「
本
末
」
を
聞
く
と
は
、
願
い
の
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、「
本
末
」
と
は
言
い
か
え
れ
ば
根
本
と
枝
葉
末
節
を
言
い
ま
す
か
ら
、

仏
の
願
い
は
、
本
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
、
末
は
私
に
ど
の
よ
う
に
届
い
て
い
る
の
か
、
仏
の
救
い
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
に
な
る
と
い

う
の
が
、
そ
の
中
身
で
す
。

五
、
浄
土
真
宗
（
仏
願
の
生
起
本
末
）
を
聞
く
意
味

　

浄
土
真
宗
は
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
仏
教
で
す
が
、
そ
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
お
話
し
し
ま
す
。

仏
願
の
生
起
を
聞
く
と
は
、「
私
」
と
は
何
か
を
聞
く
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
「
十
方
衆
生
よ
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、「
十
方
衆
生
」
と
い

う
衆
生
は
一
人
も
い
な
い
。
み
ん
な
名
前
が
違
い
、
育
っ
た
環
境
が
違
い
、
考
え
て
い
る
こ
と
が
違
い
、
感
じ
て
い
る
こ
と
が
違
う
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
私
」
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
「
私
」
と
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
抽
象
的
な
人
間
と
し
て
は
生
き

て
は
い
ま
せ
ん
。「
人
間
」
と
い
う
人
間
は
一
人
も
居
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
「
私
」
と
し
て
、
誰
も
入
っ
て
こ
ら
れ
な
い
「
私
」
と
い
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う
カ
プ
セ
ル
の
中
で
、
た
っ
た
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
同
時
に
「
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ
り
、
す
な
は
ち
一
切
群
生
海
の
心
に
満
ち
た
ま
へ
る
な
り
」
と
言
わ

れ
ま
す
の
で
、
如
来
は
こ
の
「
私
」
に
満
ち
入
り
、
如
来
は
私
た
ち
に
来
て
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
私
」
は
そ
の
よ
う

に
如
来
に
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、「
自
分
の
こ
と
は
自
分
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
間
違

い
で
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
自
分
の
姿
を
見
る
だ
け
で
も
背
中
半

分
は
見
え
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
自
分
の
顔
で
さ
え
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
、
こ
の
目
で
実
像
を
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分

の
顔
な
の
に
、
鏡
と
い
う
物
理
的
に
は
虚
像
で
し
か
見
え
な
い
道
具
を
使
わ
な
け
れ
ば
見
え
ま
せ
ん
。
他
人
の
顔
は
実
像
で
よ
く
見
え

る
の
に
、
自
分
の
顔
は
、
鏡
な
ど
と
い
う
よ
う
な
外
な
る
道
具
を
用
い
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

　

あ
る
い
は
私
た
ち
は
「
反
省
す
る
」
と
言
い
ま
す
。
反
省
と
い
う
の
は
、
自
分
が
自
分
を
反
省
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に

見
て
い
る
「
私
」
と
、
見
ら
れ
て
い
る
「
私
」
が
な
け
れ
ば
、
反
省
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
見
ら
れ
て
い
る
「
私
」
の
方
は
、
反
省

さ
れ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
見
て
い
る
「
私
」
は
誰
が
反
省
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
見
て
い
る
自
分
は
、
誰
か
ら
も
反

省
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
放
っ
て
許
し
て
い
ま
す
。

　

お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
実
は
外
か
ら
見
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
「
私
」
の
全
体
は
見
え
ま
せ
ん
。
他
な
る
存
在
か
ら
見
て
も
ら
わ
な
け

れ
ば
「
私
」
の
全
体
は
見
え
な
い
の
で
す
。「
私
」
の
今
の
こ
の
姿
が
見
え
な
け
れ
ば
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
往
け
ば
い
い
の
か
分
か
ら

な
く
な
る
の
で
す
。

　

少
し
大
き
な
デ
パ
ー
ト
な
ど
へ
行
く
と
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
上
が
っ
た
所
あ
た
り
に
売
り
場
の
地
図
が
示
し
て
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
文
房
具
を
買
い
た
い
と
思
っ
て
、
そ
れ
を
見
ま
す
が
、
た
ま
に
現
在
位
置
の
印
が
示
し
て
い
な
い
地
図
が
あ
っ
て
困
る
こ
と
が
あ
り
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ま
す
。
私
が
今
ど
こ
に
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
か
ら
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
ど
う
行
っ
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
ね
。

　

そ
の
よ
う
に
、「
私
」
と
は
何
ぞ
や
と
か
、「
私
」
は
今
ど
こ
に
い
て
、
ど
ち
ら
に
行
け
ば
い
い
の
か
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
仏
法
を
聞
く
大
き
な
意
味
の
一
つ
で
す
。
そ
う
し
て
「
私
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
、「
仏
願
の
生
起
を
聞
く
」

と
い
う
こ
と
の
中
身
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。「
私
」
を
知
ら
せ
て
も
ら
え
ば
、「
私
」
が
ど
ち
ら
へ
行
く
べ

き
か
が
分
か
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
仏
願
の
本
末
を
聞
く
と
は
、「
仏
」
と
は
何
か
、「
私
」
の
救
い
と
は
何
か
を
聞
く
こ
と
で
す
。
仏
は
、
こ
の
「
私
」
を
ど

の
よ
う
に
お
救
い
に
な
る
の
か
を
聞
く
の
で
す
。「
こ
こ
ま
で
こ
い
。
そ
う
し
た
ら
助
け
て
や
る
。
こ
こ
か
ら
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ

る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
か
ま
れ
」
と
い
う
救
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
た
ち
を
見
る
や
否
や
降
り
て
き
て
、
私
た
ち
を
抱
え
て

救
い
上
げ
る
と
い
う
救
い
方
で
す
。

　

仏
は
、
私
た
ち
が
、「
助
け
て
く
れ
」
と
言
え
ば
助
け
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
助
け
て
く
れ
」
と
言
う
力
も
無
い
と
見
た

仏
が
私
に
降
り
て
き
て
、
抱
い
て
か
か
え
て
救
い
上
げ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
仏
の
有
り
さ
ま
だ
と
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
の
で
す
。

六
、「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
仏
教
と
は

　

浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
は
、
こ
の
「
私
」
に
名
号
と
し
て
動
き
働
い
て
い
る
如
来
を
信
受
し
た
こ
の
「
私
」
が
、
仏
陀
に
成
長
し
て

い
く
仏
教
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

　

仏
法
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
ら
、こ
の
私
は
一
人
で
あ
る
と
示
さ
れ
ま
す
。
私
も
時
々
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
自
分
は
、

何
も
持
た
ず
に
真
っ
裸
で
、
一
人
で
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
着
せ
て
も
ら
い
、
脱
が
せ
て
も
ら
っ
て
来
た
。
そ
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し
て
終
わ
る
時
も
、
た
っ
た
一
人
で
何
も
持
た
ず
に
行
く
の
で
あ
ろ
う
。
生
き
て
い
る
間
、
立
派
な
こ
と
を
し
て
も
し
な
く
て
も
、
人

が
褒
め
て
も
褒
め
な
く
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
全
く
無
関
係
、
た
っ
た
一
人
で
往
か
ね
ば
な
ら
ん
。
誰
も
一
緒
に
死
ん
で
は
く
れ
な
い

の
だ
」
と
、
時
々
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
如
来
は
、「
あ
な
た
が
生
ま
れ
る
前
も
、
生
き
て
い
る
今
も
、
死
ん
だ
後
も
、
あ
な
た
の
所
に
い
る
の
で
す
よ
。
あ
な
た

は
一
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
、
私
た
ち
に
届
い
て
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
こ
の
如
来
を
受
け
と
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
い
ち
い
ち
他
人
に
話
さ
な
く
て
も
結
構
で
す
か
ら
、「
私
の
如
来
さ
ま
は
、

こ
う
や
っ
て
私
に
届
い
て
い
て
く
だ
さ
る
の
だ
」
と
い
た
だ
い
て
、
今
日
も
明
日
も
洋
々
と
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い

の
で
す
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
が
開
か
れ
た
仏
教
で
す
。
今
日
の
お
話
は
こ
こ
ま
で
に
し
ま
す
。

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

親
鸞　

仏
教
の
特
色　

浄
土
真
宗




