
十 

光
明
功
徳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

堀
田
み
す
子 

 

 
 

 
仏ぶ

つ

慧て

明
浄

み
ょ
う
じ
ょ
う

日に
ち 

 

仏
慧
、
明
浄
な
る
こ
と
日
の
ご
と
く
に
て
、 

除
世
痴
闇
冥 

  

世
の
痴
闇
冥
を
除
く
。 

 

『
訳
』「
仏
の
智
慧
の
光
明
が
明
ら
か
に
輝
い
て
い
る
こ
と
、
あ
た
か
も 

太
陽
の
そ
れ
の
ご
と
く
で
あ
り
、
こ
の
世
の
人
び
と
の
無
知
の

闇
を
除
く
」                                 

 

 
 （

以
下 

宮
城
顗
『
宮
城
顗
選
集
』
の
要
約
） 

１ 

世
の
痴
闇
冥
を
除
く 

「
世
」
は
迷
え
る
流
転
の
世
界
。
仏
慧
は
そ
の
迷
い
の
世
界
、
苦
悩
の
世

界
に
お
い
て
は
た
ら
き
、
愚
痴
無
明
の
闇
を
除
く
。 

 

聖
道
自
力
の
道
・
・
・
出
世
間
道
で
あ
り
出
家
の
道 

 

願
生
浄
土
の
道
・
・
・
在
家
の
道
、
人
間
と
し
て
生
活
の
現
実
に
立
ち
か

え
っ
た
も
の
の
歩
む
道
。 

 ２ 

人
間
の
本
当
の
現
実
を
表
わ
す
言
葉
「
凡
小
、
群
萌
」 

「
凡
小
、
群
萌
」
と
言
う
の
は
世
に
あ
る
も
の
と
言
う
意
味
。 

聖
道
門
の
人
々
・
・
・
頭
で
大
乗
を
求
め
た
。 

浄
土
門
の
人
々
・
・
・
生
活
の
事
実
で
大
乗
を
求
め
た
。 

 

諸
仏
は
す
べ
て
項
背
の
光
輪
を
そ
な
え
て
い
る
。
円
光
は
人
の
修
諸
功

徳
の
果
と
し
て
そ
の
身
に
そ
な
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
限
り
ど
こ
ま
で
も
そ

の
人
個
人
の
徳
を
表
わ
す
。 

３ 

回
向
に
二
義 

第
一
義
・
・
・
因
を
回
ら
し
て
果
に
向
か
う
自
力
の
回
向
。 

 

第
二
義
・
・
・
回
思
、
思
と
は
自
力
の
思
い
自
力
を
回
ら
し
て
他
力
本
願

の
大
道
に
向
か
う
回
思
向
道
。
回
思
向
道
と
は
、
思
は
思
慮

し

り

ょ

分
別
、

私
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
公
明
正
大

せ
い
だ
い

な
大
道
に
向
か
う
こ
と
。 

・
諸
仏
の
項
背
日
光
は
も
ろ
も
ろ
の
徳
を
お
さ
め
そ
の
徳
が
成
就
し
た
者

の
相
。 

・
私
の
光
明
で
あ
り
項
背
に
日
光
あ
り
と
雖
も
ぐ
ち
の
為
に
闇
ま
さ
れ
て

い
る
と
い
う
「
有
国
土
」
の
相
。 

・
人
々
の
項
背
に
は
円
光
が
あ
る
の
だ
が
無
知
の
愚
か
さ
の
た
め
に
闇
ま

さ
れ
て
い
る
。 

・
日
光
が
項
背
や
背
中
を
照
ら
し
て
も
人
々
の
愚
痴
の
闇
を
晴
ら
す
こ
と

は
出
来
な
い
。 

 
 

 
 

我
が
国
土
の
所
有
光
明 

・
光
明
が
仏
事
を
為
す
の
で
あ
り
功
徳
は
仏
法
の
事
業
で
あ
る
。
浄
土
と 

い
う
事
業
を
実
現
し
て
い
る
の
が
光
で
あ
り
、
智
慧
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。 

・
安
楽
浄
土
の
光
明
は
阿
弥
陀
如
来
の
智
慧
の
は
た
ら
き
か
ら
現
れ
世
間

の
煩
悩
の
黒
闇
を
除
く
こ
と
が
出
来
る
。 

 

４ 

智
と
恵 
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智
・
・
・
後ご

得と
く

清
浄
世
間
智 

(

衆
生
済
度
の
た
め
に
世
間
に
は
た

ら
く
智
慧) 

恵
（
慧
）
・
・
・
根
本
無
分
別
智 

（
自
ら
に
空
無
我
の
理
を
あ
き

ら
か
に
生
き
る
智
慧
） 

仏
恵
明
浄
日
・
・
・
恵
の
成
就
を
意
味
す
る 

除
世
智
闇
冥
・
・
・
智
の
は
た
ら
き 

 
 

 

５ 

摂
取
の
光
明 

・
光
明
に
照
ら
さ
れ
る
の
は
一
切
衆
生
で
あ
り
、
光
明
に
摂
取
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
仏
心
の
光
明
の
血
と
な
り
肉
と
な
り
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
な
る
こ
と
。 

・
常
行
大
悲
の
益
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
大
悲
が
行
ぜ
ら
れ
て
い
く
身
に

な
る
こ
と
。 

・
私
の
生
活
の
一
切
に
お
い
て
大
悲
が
確
か
め
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
く

と
い
う
大
悲
の
主
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
が
摂
取
と
い
う
こ
と
。 

・
常
に
大
悲
を
行
ず
る
も
の
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

私
の
う
え
に
お
こ
る
。 

・
安
楽
浄
土
の
光
明
は
如
来
の
智
慧
よ
り
生
起
す
る
の
だ
か
ら
、
維
摩
経

に
い
わ
れ
て
い
る
仏
土
が
あ
っ
て
光
明
に
よ
っ
て
衆
生
利
益
の
事
業
を

な
す
、
だ
か
ら
仏
恵
明
浄
と
な
る
こ
と
日
の
ご
と
く
世
の
痴
闇
冥
を
除

く
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

（
以
上
要
約
） 

 

感
想 

・
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
時
代
が
救
わ
れ
、
社
会
が
救
わ
れ
る

と
い
う
原
理
が
私
の
上
に
明
ら
か
に
な
っ
た
時
し
か
救
わ
れ
な
い
。 

・
愚
者
と
い
う
身
の
事
実
に
な
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
も
限
り
な
く

聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
ち
帰
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

・
仏
教
が
無
明
痴
闇
冥
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
心
を
閉
じ
て
い
る
と
こ

ろ
に
闇
が
あ
る
、
心
を
閉
じ
さ
せ
る
一
番
根
本
に
あ
る
も
の
は
自
己
固

執
で
あ
り
自
分
の
思
い
や
体
験
を
絶
対
正
し
い
も
の
と
し
て
生
き
て
い

る
私
の
心
の
問
題
で
あ
る
。 

・
仏
法
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
真
理
を
、
い
か
に
我
が
身
の
う
え

に
実
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 
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十
一 

妙
声
功
徳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
下
良
子 

 

 
梵
声
悟
深
遠 

微
妙
聞
十
方 

梵
声
の
悟
り
、
深
遠
に
し
て 

微
妙
な
り
、
十
方
に
聞
こ
ゆ 

 

現
代
語
訳 

こ
の
二
句
は
荘
厳
妙
声
功
徳
成
就
と
名
づ
け
る
。 

仏
は
も
と
、
ど
う
し
て
こ
の
願
い
を
興
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
あ
る
国

土
を
見
ら
れ
る
に
、
善
い
法
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
名
声
は
遠
く
ま
で
と
ど

か
な
い
。
名
声
が
あ
っ
て
遠
く
に
と
ど
い
た
と
し
て
も
ま
た
微
妙
で
な
い
。

名
声
が
あ
り
し
か
も
遠
く
に
及
ん
だ
と
し
て
も
、
衆
生
を
悟
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
荘
厳
を
お
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

イ
ン
ド
で
は
浄
ら
か
な
行
を
梵
行
と
い
い
、
妙
な
る
辞
を
梵
言
と
い
う
。

彼
の
国
で
は
梵
天
を
貴
び
尊
重
す
る
か
ら
、
多
く
の
場
合
梵
と
い
う
こ
と

ば
を
讃
め
こ
と
ば
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
イ
ン
ド
の
法
は
梵
天
と
通
じ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。 

声
と
は
名
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
と
は
安
楽
浄
土
の
名
を
い
う
。 

経
（
大
経
）
に
い
わ
れ
て
い
る
。「
も
し
人
が
た
だ
安
楽
浄
土
の
名
を
聞

い
て
往
生
し
た
い
と
願
い
さ
え
す
れ
ば
、
願
い
の
と
お
り
に
な
る
」
と
。

こ
れ
は
名
（
浄
土
の
名
）
が
衆
生
を
悟
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
の
証
で
あ
る
。 

釈
論
（
智
度
論
）
に
い
わ
れ
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
な
浄
土
は
三
界
に
つ

つ
み
い
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
そ
う
い
え
る
か
と
い
え
ば
、

浄
土
は
欲
が
な
い
か
ら
欲
界
で
な
い
。
地
に
居
住
す
る
か
ら
色
界
で
な
い
。

色
が
あ
る
か
ら
無
色
界
で
な
い
。
お
よ
そ
浄
土
は
菩
薩
独
自
の
業
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
。 

有
を
超
え
て
、
し
か
も
有
の
す
が
た
を
と
っ
て
い
る
の
を
微
と
い
う
。

名
が
よ
く
悟
り
を
開
か
し
め
る
こ
と
を
妙
と
い
う
。 

だ
か
ら
「
梵
声
の
悟
り
深
遠
に
し
て
微
妙
な
り
、
十
方
に
聞
こ
ゆ
」
と

い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
以
上
『
解
読
浄
土
論
註
』
よ
り
） 

 

諸
師
の
い
た
だ
き
を
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
引
用
） 

①
「
荘
厳
」
と
は
、
仏
性
本
来
の
性
質
が
発
揮
さ
れ
浄
土
と
娑
婆
が
相
照

ら
し
あ
っ
て
新
た
な
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
を
言
う
。
虚
と
実
の
ご
と
く
、

娑
婆
を
娑
婆
と
知
ら
し
め
て
浄
土
が
あ
り
、
浄
土
を
浄
土
と
願
わ
し
め
て

娑
婆
が
あ
る
。
浄
土
が
あ
る
ゆ
え
に
私
た
ち
は
苦
悩
の
現
実
に
生
き
る
意

味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
苦
悩
の
現
実
が
あ
る
ゆ
え
に
浄
土
の
存
在
意
義
が

あ
る
。 

浄
土
を
観
察
す
る
際
は
迷
い
の
三
界
や
煩
悩
を
離
れ
た
清
浄
な
環
境
を
観

る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
「
絶
え
ず
如
来
回
向
の
無
上
菩
提
心
を
背
景
に
持

つ
」
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。 

 

②
「
妙
声
」
は
じ
っ
く
り
観
察
す
べ
き
浄
土
の
徳
目
。
名
が
仏
に
と
っ
て

も
衆
生
に
と
っ
て
も
国
土
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
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が
領
解
で
き
れ
ば
、
称
名
念
仏
が
「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も

ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
」
の
大
行

で
あ
る
い
わ
れ
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
。 

 

③
「
功
徳
」
は
「
徳
の
は
た
ら
き
」。
仏
と
は
「
自
覚
覚
他
・
覚
行
円
満
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
智
慧
を
得
、
他
に
智
慧
を
得
さ
し
め
、

自
利
利
他
の
行
が
円
熟
し
て
徳
を
身
に
つ
け
た
人
の
こ
と
を
称
す
る
の
で

す
か
ら
、
仏
徳
の
は
た
ら
き
は
特
に
迷
い
の
衆
生
に
と
っ
て
は
重
要
な
要

素
と
な
る
。
智
慧
が
あ
っ
て
も
徳
が
な
い
人
は
、
い
く
ら
良
い
提
案
を
し

て
も
周
囲
は
同
意
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
山
の
よ
う
な
浄
土
の
善
徳
・
土

徳
に
よ
っ
て
仏
縁
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

阿
弥
陀
の
徳
は
浄
土
の
徳
と
な
っ
て
は
じ
め
て
一
切
衆
生
に
届
く
こ
と

が
で
き
る
。
国
王
の
徳
は
国
全
体
の
信
頼
と
な
っ
て
は
じ
め
て
全
世
界
に

轟
く
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
仏
や
浄
土
の
徳
が
現
実
に
私
の
元
に
届
け
ら
れ
る
に
は
、

「
徳
」
が
「
妙
声
」
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
適
い
ま
せ
ん
。
名
声
と
な
ら
ね

ば
広
く
衆
生
に
浄
土
の
徳
を
知
ら
し
め
る
こ
と
は
適
わ
ず
、
土
徳
を
生
ん

だ
智
慧
も
は
た
ら
き
を
う
し
な
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
製
品
を

造
っ
て
も
、
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
教
育
を
施
し
て
も
、
そ
の
内
容
が
名

声
と
な
っ
て
世
界
を
駆
け
巡
ら
な
け
れ
ば
ま
だ
本
物
で
は
な
く
、
影
響
は

限
定
的
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
名
が
大
事
。
名
前
が
内
容

を
表
し
、
そ
の
内
容
が
力
量
を
発
揮
す
る
中
で
、
相
対
的
に
は
、
「
名
声
」

と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。 

で
す
か
ら
、
大
経
・
重
誓
偈
に
は
「
名
声
十
方
に
超
え
ん
」
と
あ
り
ま

す
。
阿
弥
陀
仏
に
と
っ
て
は
浄
土
の
名
声
こ
そ
が
最
後
の
仕
上
げ
で
あ
り
、

衆
生
に
と
っ
て
は
浄
土
の
名
声
こ
そ
が
仏
縁
の
は
じ
ま
り
で
す
。 

名
号
を
称
え
る
こ
と
は
仏
の
功
徳
を
た
た
え
る
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の

功
徳
を
た
た
え
る
た
め
に
は
、
名
号
に
仕
上
が
っ
た
経
緯
を
聞
く
必
要
が

出
て
き
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
経
典
の
「
御
は
か
ら
い
」
で
し
ょ
う
。 

（
以
上
引
用
） 

感
想 聖

典
に
親
し
む
会
の
勉
強
会
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
、
私
一
人
で
は
読

む
気
に
も
な
ら
な
い
浄
土
論
註
の
解
読
書
を
皆
さ
ん
と
読
ま
せ
て
頂
き
感

想
な
ど
お
聞
き
し
、
と
て
も
良
い
時
間
を
賜
り
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
浄
土
論
、
浄
土
論
註
の
構
成
な
ど
も
教
え
て
い
た
だ
き
、
読
み
進

め
て
い
く
う
ち
に
、
気
が
付
く
と
何
処
に
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た

り
も
し
ま
し
た
が
、
曇
鸞
大
師
の
ご
意
思
を
感
じ
ら
れ
る
箇
所
に
出
会
っ

た
の
も
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。 

名
の
中
に
す
べ
て
が
あ
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
生
起
本
末
を
聞
い
て
い

く
の
が
聞
法
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
霞
を
食
べ
て

生
き
て
い
る
わ
け
で
も
、
空
想
の
中
で
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

宿
業
や
社
会
と
交
わ
り
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
に
染
ま
ら
ず
帰
依
す
る
と
こ

ろ
を
持
ち
な
が
ら
生
活
し
た
い
の
で
す
。
理
想
論
や
机
上
の
空
論
で
な
く
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私
自
身
が
足
元
か
ら
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
国
土
を
起
こ
さ
れ
た
内

容
を
聞
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

一
つ
の
言
葉
に
限
り
な
い
広
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
頭
の
中
を
仏
様
の
世

界
か
ら
の
言
葉
と
自
分
の
方
向
か
ら
の
言
葉
が
交
錯
す
る
時
間
で
も
あ
り

ま
し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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十
二 

主
功
徳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
本
大
志 

 

 

書
き
下
し
文 

「
正
覺
阿
彌
陀 
法
王
善
住
持
」（
正
覺
の
阿
彌
陀
法
王
、
善
く
住
持
し
た
ま
え

り
、
と
。）
此
の
二
句
は
莊
嚴
主
功
德
成
就
と
名
づ
く
。 

佛
本
何
が
故
ぞ
此
の
願
い
を
興
し
た
も
う
。 

有
る
國
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
羅
刹

ら

せ

つ

を
君
と
爲
せ
ば
、
則
ち
卛
土

そ

つ

ど

相
噉

あ
い
た
ん

す
。 

寶
輪

ほ
う
り
ん

殿で
ん

に
駐と

ど

ま
れ
ば
則
ち
四
域

虞

お
も
ん
ぱ
か
り

な
し
。 

之
を
風
の
靡な

び

く
に
譬
う
。 

豈
に
本
な
か
ら
ん
や
。 

 

是
の
故
に
願
い
を
興
し
た
ま
え
り
。
願
わ
く
は
我
が
國
土
に
は
常
に
法
王
有

ま
し
ま

し
て
、
法
王
の
善
力
の
住
持
す
る
所
な
ら
ん
、
と
。 

住
持
と
は
、
黄
鵠

こ
う
こ
く

の
子
安

し

あ

ん

を
持た

も

て
ば
、
千
齡
更か

え

り
て
起
こ
り
、 

魚
母
の
子
を
念
持
す
れ
ば
澩が

く

を
へ
て
壞や

ぶ

れ
ざ
る
が
如
し
。 

 

安
樂
國
は
正
覺
の
為
に
善
く
其
の
國
を
持た

も

て
り
。 

豈
正
覺
の
事
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。 

 

是
の
故
に
「
正
覺
阿
彌
陀 

法
王
善
住
持
」
と
言
え
り
。 

  

 

現
代
語
訳 

安
楽
国
は
、
正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
に
よ
っ
て
、
よ
く
住
持
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
二
句
は
、「
荘
厳
主
功
徳
成
就
」
と
名
付
け
る
。 

仏
は
因
位
の
と
き
何
故
こ
の
願
を
お
こ
さ
れ
た
の
か
。 

羅
刹
と
い
う
悪
鬼
を
君
主
と
す
る
国
で
は
国
じ
ゅ
う
で
お
互
い
争
い
合
っ
て

い
る
。 

と
こ
ろ
が
転
輪
王
の
宝
輪
が
宮
殿
に
と
ど
ま
る
と
、
四
方
の
世
界
み
な
心
配
が

な
く
な
る
。
ま
る
で
風
（
君
主
）
に
よ
っ
て
（
民
衆
が
）
な
び
く
よ
う
で
あ
る
。 

ど
う
し
て
君
主
が
国
の
根
本
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。 

で
あ
る
か
ら
法
蔵
菩
薩
は
願
い
を
お
こ
さ
れ
た
。
「
願
わ
く
ば
、
我
が
国
土
に

は
常
に
法
王
が
ま
し
ま
し
て
、
法
王
の
功
徳
の
力
に
よ
っ
て
住
持
さ
れ
る
よ
う

に
」
と
。 

住
持
と
は
、
た
と
え
ば
鶴
が
墓
で
恩
人
子
安
の
名
を
呼
び
続
け
た
の
で
千
年
の

寿
命
が
よ
み
が
え
っ
た
。
魚
の
母
が
、
産
ん
だ
子(

卵)

の
こ
と
を
思
い
続
け
れ

ば
、
溜
ま
り
水
が
冬
枯
れ
て
も
死
滅
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

安
楽
国
は
阿
弥
陀
の
正
覚
に
よ
っ
て
、
よ
く
そ
の
国
を
た
も
た
れ
て
い
る
。
ど

う
し
て
正
覚
と
関
係
な
い
も
の
が
存
在
し
よ
う
か
。
（
安
楽
国
の
隅
々
ま
で
全

て
が
正
覚
の
徳
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
） 

こ
の
故
に
、「
正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
に
よ
っ
て
、
よ
く
住
持
さ
れ
て
い
る
」
と

言
う
の
で
あ
る
。 
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考
察
１
な
ぜ
、
国
土
荘
厳
で
主
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
の
か
。 

 

「
い
ま
は
依
報
の
荘
厳
を
説
く
処
な
れ
ど
も
、
浄
土
を
住
持
し
た
も
う
主
荘
厳

を
挙
げ
て
所
住
持
の
国
の
勝
れ
た
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
ゆ
え
主
功
徳
と
名
づ

く
る
な
り
」（
香
月
院
『
註
論
講
苑
』） 

「
国
土
と
い
う
も
の
は
そ
れ
を
統
治
す
る
も
の
、
そ
の
中
心
に
あ
る
も
の
如
何

に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
簡
単
に
い
い
ま
す
と
、
そ
の
世
界
は
ど
う
い

う
人
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
治
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
て

い
る
の
が
、
主
功
徳
成
就
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
と

い
う
よ
り
も
、
仏
と
い
う
も
の
を
通
し
て
国
土
を
表
す
と
い
う
こ
と
に
、
力
点

が
あ
る
わ
け
で
す
」〈
取
意
〉（
宮
城
顗
『
宮
城
顗
選
集
』） 

 

考
察
２
「
住
持
」
に
つ
い
て 

 

「
住
持
」…

住
は
不
異
不
滅
に
名
づ
く
、
持
は
不
散
不
失
に
名
づ
く
。（
下
巻
）

と
ど
ま
り
た
も
つ
こ
と
。
念
じ
た
も
つ
こ
と
。
世
に
と
ど
ま
り
教
え
を
た
も
つ

こ
と
。（『
真
宗
新
辞
典
』） 

 

『
論
註
』
は
じ
め
に
も
、
「
仏
力
住
持
し
て
す
な
わ
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
親
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
全
体
を
「
住
持
」

と
表
現
し
て
い
る
。 

後
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
箇
所
で
、「
住
持
の
義
は
上
の
ご
と
し
」
と
あ
る

が
、
そ
の
「
上
」
と
は
、
こ
の
主
功
徳
の
文
で
あ
る
。
不
虚
作
住
持
功
徳
は
、

「
仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し 

よ
く
速
や
か

に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
」
で
あ
り
、
本
願
力
と
の
出
遇
い
が
示
さ
れ

て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
、
出
遇
っ
た
本
願
力
の
具
体
的
姿
が
、
こ
の
主
功

徳
の
箇
所
で
、
衆
生
を
念
じ
続
け
る
姿
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
う
か
が
え
る
。 

ま
た
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
性
功
徳
（
正
道
の
大
慈
悲
た
る
出
世
の
善

根
）
と
重
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
阿
弥
陀
の
大
慈
悲
が
浄
土
を
た
も
ち
、
そ
れ

に
よ
っ
て
衆
生
の
不
虚
作
を
た
も
つ
の
で
あ
る
。 

 

考
察
３
住
持
の
さ
ら
な
る
意
味
（
鶴
の
た
と
え
） 

 

「
こ
の
千
齢
と
い
う
の
は
、
鶴
の
寿
命
を
表
す
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
子
安
の

こ
と
を
思
い
続
け
て
、
そ
の
結
果
自
分
の
身
に
そ
な
え
て
い
る
寿
命
の
全
体
を

子
安
に
与
え
る
と
い
う
。
で
す
か
ら
、
住
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
が
そ
の

身
に
そ
な
え
て
い
る
德
の
全
体
を
衆
生
に
与
え
る
と
い
う
意
味
が
出
て
く
る

か
と
思
い
ま
す
。
仏
の
住
持
と
は
、
仏
が
そ
の
身
に
成
就
し
て
い
る
德
の
全
体

を
、
衆
生
に
回
向
成
就
す
る
こ
と
で
す
。」（
取
意
）（
宮
城
顗
『
同
上
』） 

 

宮
城
氏
は
、「
他
者
を
念
じ
る
」
こ
と
の
極
ま
り
は
、
そ
の
全
存
在
を
他
者

に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
、
鶴
の
た
と
え
を
通
し
て
考
察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

阿
弥
陀
仏
の
住
持
の
極
ま
り
は
、
そ
の
存
在
全
体
を
も
っ
て
衆
生
に
至
ら
ん
と

す
る
、
本
願
力
回
向
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

そ
の
具
体
的
相
は
、
第
十
、
第
十
一
で
示
さ
れ
る
光
明
名
号
で
あ
る
。 
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十
三 

眷
属
功
徳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

野
村
孝
枝 

 

 

如
来
浄
華
衆 

 

如
来
浄
華
の
衆
は 

正
覚
華
化
生 

 
正
覚
の
華
よ
り
化
生
す 

 

〈
巻
上
〉 

こ
の
二
句
は
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。 

仏
も
と
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
も
う
と
。
あ
る
国
土
を

見
み
そ
な
わ

す
に
、

あ
る
い
は
胞
血
を
も
っ
て
身
器
と
な
す
。
あ
る
い
は
糞
尿
を
も
っ
て
生
の

元
と
な
す
。
あ
る
い
は
槐
棘

か
い
き
ょ
く

の
高
き
圻き

よ
り
猜
狂
の
子
を
出
す
。
あ
る
い

は
竪
子
が
婢
腹
よ
り
卓
犖

た
く
ら
く

の
才
を
出
す
。
譏
誚
、
こ
れ
に
よ
っ
て
火
を
懷

き
、
恥
辱
、
縁
と
し
て
も
っ
て
氷
を
抱
く
。
こ
の
ゆ
え
に
願
じ
て
言
わ
く
。

我
が
国
土
に
は
悉
く
如
來
浄
花
の
中
よ
り
生
じ
て
、
眷
属
平
等
に
し
て
与

奪
、
路
な
か
ら
し
め
ん
。 

こ
の
ゆ
え
に
、
如
来
浄
華
衆
、
正
覚
華
化
生
と
言
え
り
。 

 

【
解
読
】 

仏
は
ど
う
し
て
こ
の
願
い
を
興
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
高
い
家
柄
か

ら
小
心
が
で
た
り
、
召
使
い
と
し
て
働
い
て
い
る
女
性
と
の
間
に
卓
越
し

た
才
を
も
っ
た
子
供
が
生
ま
れ
た
り
し
て
、
恥
辱
さ
れ
た
思
い
を
す
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
願
っ
て
我
が
国
土
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
如
来
の
浄

ら
か
な
花
の
中
よ
り
生
ま
れ
て
、
眷
属

は
ら
か
ら

す
べ
て
が
平
等
で
差
別
が
な
い
よ

う
に
し
た
い
と
願
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

〈
巻
下
〉 

こ
れ
云
何
ぞ
不
思
議
な
る
や
。
凡
そ
是
れ
、
雑
生
の
世
界
に
は
、
若
し

は
胎
、
若
し
は
卵
、
若
し
は
湿
、
若
し
は
化
、
眷
属
若
干

そ
こ
ば
く

な
り
。
苦
楽
万
品

な
り
。
雜
業
を
以
て
の
故
に
。 

彼
の
安
楽
国
土
は
、
是
れ
阿
弥
陀
如
来
正
覚
淨
花
の
化
生
す
る
所
に
非

ざ
る
こ
と
莫
し
。
同
一
に
念
佛
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る

に
夫
れ
四
海
の
内
、
皆
兄
弟
と
為
る
也
。
眷
属
無
量
な
り
。
焉
ん
ぞ
思
議

す
可
き
や
。 

 

『
宮
城
顗
選
集
』
参
照 

上
巻
に
お
い
て
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
生
ま
れ
方
、
そ
れ
か
ら

親
子
関
係
等
に
お
い
て
、
我
々
が
深
く
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
悲
し
み

と
い
う
も
の
を
こ
の
眷
属
功
徳
の
と
こ
ろ
で
は
表
し
て
い
る
。
下
巻
で
は
、

「
雑
生
の
世
界
に
は
、
若
し
は
胎
、
若
し
は
卵
、
若
し
は
湿
、
若
し
は
化
、

眷
属
若
干

そ
こ
ば
く

な
り
」。
「
眷
属
若
干
」
と
い
う
は
、
連
帯
で
き
な
い
と
い
う
問

題
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
言
葉
に
対
置
し
て
「
夫
れ
四
海
之
内
、
皆
兄
弟

と
為
る
也
」
と
い
う
言
葉
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

◎
そ
こ
を
『
教
行
信
証
』
の
上
で
み
る
と
、
三
ヶ
所
に
見
ら
れ
る
。（
三
ヶ
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所
に
分
け
て
い
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。） 

①
１
２―

３
７ 

行
巻 

『
論
の
註
』
に
曰
く
、
彼
の
安
楽
国
土
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
正
覚
浄
華
之

化
生
す
る
所
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、

と
。 

②
１
２−

１
２
０ 
証
巻 

「
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
」
と
は
、「
偈
」
に
「
如
来
浄
華
衆 

正
覚
華
化
生
」

言
え
る
が
故
に
。
此
れ
云
何
ぞ
不
思
議
な
る
や
・
・
・
彼
の
安
楽
国
土
は
、

是
れ
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
所
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
同
一
に

念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
皆
兄
弟

と
為
す
な
り
。
眷
属
無
量
な
り
。
焉
ぞ
思
議
す
べ
き
や
、
と
。 

③
１
２−

１
５
８ 

真
土
巻 

『
論
』
に
は
「
如
来
浄
華
衆 

正
覚
華
化
生
」
と
曰
へ
り
。 

 
 

 

又
「
同
一
念
仏
無
別
道
故
」
と
云
へ
り
。 

 

◎
「
四
海
内
皆
兄
弟
」
と
い
う
名
の
り
が
「
衆
生
」
と
い
う
名
の
り
で
す
。

『
歎
異
抄
』
第
五
章
に
も
こ
の
こ
と
は
つ
な
が
る
。 

「
一
。
親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
一
遍
に
て
も
念
仏
も
う
し
た
る

こ
と
い
ま
だ
候
わ
ず
」 

 

第
五
章
全
体
で
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
か
と
い
う
と
、
念
仏
に

お
い
て
は
じ
め
て
父
母
に
あ
い
、
父
母
の
恩
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
と
こ

の
様
に
蓬
茨
祖
運
先
生
は
『
歎
異
抄
』
の
本
の
中
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
と
宮
城
顗
先
生
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

眷
属
功
徳
の
内
容
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
あ
る
も
の
は
、
衆
生
と
し
て

の
目
覚
め
と
い
う
こ
と
。「
四
海
之
内
皆
兄
弟
」
た
る
私
と
い
う
こ
と
へ
の

目
覚
め
で
あ
る
。 

 

安
楽
浄
土
と
は
、
す
べ
て
の
人
を
衆
生
と
し
て
目
覚
め
さ
せ
る
力
だ
と

い
う
こ
と
が
一
切
の
衆
生
を
そ
の
ご
と
き
眷
属
と
し
て
生
み
出
す
、「
四
海

之
内
皆
兄
弟
」
た
る
も
の
と
し
て
目
覚
め
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
浄

土
、
国
土
と
い
う
も
の
の
は
た
ら
き
が
み
ら
れ
る
。 

以
上 

感
想 「

四
海
内
皆
兄
弟
」
と
言
え
な
い
悲
し
さ

❍

❍

❍

❍

、
こ
の
苦
し
み

❍

❍

❍

、
こ
の
こ
と
を

思
わ
さ
れ
る
眷
属
功
徳
の
み
教
え
で
し
た
。 

「
人
は
み
な
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
も
の
だ
か
ら
」、
歌
手
の
中
村

ま
さ
と
し
さ
ん
の
「
ふ
れ
あ
い
」
と
い
う
歌
が
深
く
胸
に
響
き
ま
す
。 合

掌 
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第
十
四　

受
用
功
徳　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

担
当　

寺
岡
一
途

愛
楽
仏
法
味　

禅
三
昧
為
食

こ
の
二
句
は
荘
厳
受
用
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
な
ん
が
ゆ
え
ぞ
こ
の
願

を
興
し
た
ま
へ
る
。
あ
る
国
土
を
見
そ
な
は
す
に
、
あ
る
い
は
巣
を
探
り
て
卵

を
破
り
、
□
饒
の
□
と
な
す
。
あ
る
い
は
沙
を
懸
け
て
□
を
指
す
を
あ
ひ
慰

も
う
に
ょ
う

そ
な
え

こ
し
ぶ
く
ろ

や
す

む
の
方
と
な
す
。
あ
あ
、
諸
子
実
に
痛
心
す
べ
し
。
こ
の
ゆ
え
に
大
悲
の
願
を

興
し
た
ま
へ
り
。「
願
は
く
は
わ
が
国
土
、
仏
法
を
も
っ
て
、
禅
定
を
も
っ
て
、

三
昧
を
も
っ
て
食
と
な
し
て
、
永
く
他
食
の
労
ひ
を
絶
た
ん
」
と
。

わ
ず
ら

「
愛
楽
仏
法
味
」
と
は
、
日
月
灯
明
仏
、『
法
華
経
』
を
説
き
し
に
六
十
小
劫
な

り
。
時
会
の
聴
者
ま
た
一
処
に
坐
し
て
六
十
小
劫
な
る
も
食
頃
の
ご
と
し
と
謂

じ
き
き
ょ
う

お
も

ふ
。
一
人
と
し
て
も
し
は
身
、
も
し
は
心
を
し
て
懈
惓
を
生
ず
る
こ
と
あ
る
こ

け
け
ん

と
な
あ
し
。

「
禅
定
を
も
っ
て
食
と
な
す
」
と
は
、
い
わ
く
、
も
ろ
も
ろ
の
大
菩
薩
は
つ
ね

に
三
昧
に
あ
り
て
他
の
食
な
し
。「
三
昧
」
と
は
、
か
の
も
ろ
も
ろ
の
人
天
、
も

し
食
を
須
ゐ
る
時
、
百
味
の
嘉
肴
羅
列
し
て
前
に
あ
り
。
眼
に
色
を
見
、
鼻
に

か
こ
う

香
り
を
聞
ぎ
、
身
に
適
悦
を
受
け
て
自
然
に
飽
足
す
。
訖
已
り
ぬ
れ
ば
化
し
て

ち
ゃ
く
え
つ

お

わ

去
り
、
も
し
須
ゐ
る
に
は
ま
た
現
ず
。
そ
の
事
、『
経
』
に
あ
り
。
こ
の
ゆ
え
に

「
愛
楽
仏
法
味　

禅
三
昧
為
食
」
と
い
へ
り
。

【
語
句
】

・
□
饒
（
も
う
に
ょ
う
）
山
盛
り
の
ご
ち
そ
う

も
う

・
食
頃
（
じ
き
き
ょ
う
）
一
度
食
事
を
す
る
ぐ
ら
い
の
時
間

・
懈
惓
（
け
け
ん
）
だ
ら
け
、
つ
か
れ
る
こ
と

・
嘉
肴
（
か
こ
う
）
お
い
し
い
料
理

▽
食
＝
能
く
有
情
の
身
命
を
持
し
て
断
壊
せ
し
め
ず

▽
受
用
功
徳
・
・
・
浄
土
の
生
活
に
お
い
て
人
は
何
を
食
し
て
生
き
る
か

受
用
と
は
法
を
納
め
て
己
に
あ
る
を「
受
」と
名
づ
け
、資
け
て
己
が
事
を
成

ず
る
を「
用
」と
名
づ
く
。
受
用
多
し
と
雖
も
、食
に
つ
い
て
受
用
の
徳
相
を
明

す
。
こ
の
一
偈
、
正
覚
華
化
生
の
者
の
受
用
す
る
と
こ
ろ
を
明
す
。

【
穢
土
＝
所
為
の
境
】

○
穢
土
の
食　

四
食　

有
漏
の
命
根
を
資
す
る
食

　

①
段
食
（
物
質
）　

②
触
食　

③
思
食
（
希
望
）　

④
識
食
（
執
持
）

⑴
殺
生
し
て
食
す　

　

巣
を
探
り
て
卵
を
破
り
、
□
饒
の
そ
な
え
と
な
す
。

も
う
に
ょ
う

⑵
非
食
を
食
と
な
す　

沙
を
懸
け
て
□
を
指
す
を
あ
ひ
慰
む
の
方
と
な
す

こ
し
ぶ
く
ろ

や
す

【
浄
土
＝
能
為
の
願
】

「
願
は
く
は
わ
が
国
土
、
仏
法
を
も
っ
て
、
禅
定
を
も
っ
て
、
三
昧
を
も
っ
て

食
と
な
し
て
、
永
く
他
食
の
労
ひ
を
絶
た
ん
」

わ
ず
ら

○
浄
土
の
食　

智
慧
命
、
法
身
を
成
就
す
る
食
べ
物

　

総
（
観
仏
国
土
清
浄
味
）

　

別
（
摂
受
衆
生
大
乗
味
・
畢
竟
住
持
不
虚
味
・
類
似
起
行
願
取
仏
土
味
）

「
其
国
の
衆
生
常
に
二
食
を
以
っ
て
す
。
一
者
法
喜
食
、
二
者
禅
悦
食
な
り
」

⑴
愛
楽
仏
法
味

　
　

教
え
（
本
願
）
を
聞
い
て
喜
ぶ

⑵
禅
三
昧　

　
　

「
一
の
無
為
法
身
を
証
す
る
を
禅
三
昧
と
な
す
。
寂
の
所
、
即
ち
照
に
し

　
　

て
法
味
を
愛
楽
す
。
即
ち
そ
の
体
、
空
慧
に
し
て
こ
れ
法
身
の
徳
な
り
」
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第
十
五　

無
諸
難
功
徳　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
離
身
心
悩　

受
楽
常
無
間　

こ
の
二
句
は
荘
厳
無
諸
難
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
な
ん
が
ゆ
え
ぞ
こ
の

願
を
興
し
た
ま
へ
る
。
あ
る
国
土
を
見
そ
な
は
す
に
あ
る
い
は
朝
に
は
袞

寵
に

こ
ん
ち
ょ
う

預
り
て
、
夕
に
は
斧
鉞
に
惶
く
。
あ
る
い
は
幼
く
し
て
は
蓬
藜
に
捨
て
ら
れ
、

あ
ず
か

ふ

お

つ

お
の
の

ほ
う
ら
い

長
じ
て
は
方
丈
を
列
ぬ
。
あ
る
い
は
笳
︵
あ
し
笛
︶
を
鳴
し
て
道
を
出
、
麻
︵
喪

つ
ら

が

服
︶
を
歴
経
し
て
催
還
す
。
か
く
の
ご
と
き
等
の
種
々
の
違
奪
あ
り
。

い

だ

つ

こ
の
ゆ
え
に
願
じ
て
の
た
ま
は
く
、﹁
わ
が
国
土
は
安
楽
相
続
し
て
畢
竟
じ
て

間
な
か
ら
し
め
ん
﹂
と
。

ひ
ま

﹁
身
悩
﹂
と
は
飢
渇
・
寒
熱
・
殺
害
等
な
り
。﹁
心
悩
﹂
と
は
是
非
・
得
失
・
三

毒
等
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
﹁
永
く
身
心
の
悩
を
離
れ　

楽
を
受
く
る
こ
と
常
に

し
て
間
な
し
﹂
と
い
へ
り
。

【
語
句
】

・
袞
寵
（
こ
ん
ち
ょ
う
）「
袞
」
は
天
子
の
こ
と
。
天
子
の
恩
寵
。

・
斧
鉞
（
ふ
お
つ
）
お
の
と
ま
さ
か
り
、
刑
罰
の
道
具
。
転
じ
て
重
刑

・蓬
藜
（
ほ
う
ら
い
）
よ
も
ぎ
と
あ
か
ざ
。
荒
れ
果
て
た
草
む
ら
。
貧
し
い
家

・
方
丈
（
ほ
う
じ
ょ
う
）
建
物

・
違
奪
（
い
だ
つ
）
ち
ぐ
は
ぐ
な
行
き
違
い

【
所
為
の
境
＝
穢
土
】

・
初
楽
後
苦　

朝
に
は
袞
寵
に
預
り
て
、
夕
に
は
斧
鉞
に
惶
く
。

こ
ん
ち
ょ
う

あ
ず
か

ふ
お
つ

お
の
の

　
　

（
初
め
は
天
子
の
寵
愛
を
受
け
、
後
に
極
刑
に
処
せ
ら
れ
る
）

・
初
苦
後
楽　

幼
く
し
て
は
蓬
藜
に
捨
て
ら
れ
、
長
じ
て
は
方
丈
を
列
ぬ

ほ
う
ら
い

つ
ら

　

（
貧
し
い
家
に
育
ち
、
長
じ
て
は
富
者
と
な
り
贅
を
つ
く
す
）

・
快
楽
無
常　

笳
を
鳴
し
て
道
を
出
、
麻
を
歴
経
し
て
催
還
す

が

　
　

（
出
る
と
き
は
盛
大
、
還
る
と
き
は
悲
痛
）

【
能
為
の
願
＝
浄
土
】

「
わ
が
国
土
は
安
楽
相
続
し
て
畢
竟
じ
て
間
な
か
ら
し
め
ん
」

ひ
ま

「
安
楽
」と
は
身
に
危
険
な
き
を「
安
」と
い
い
、心
に
憂
悩
な
き
を「
楽
」と

い
う
。

　

「
身
悩
な
し
」

　
　

・
飢
渇　

百
味
の
嘉
肴
を
見
聞
し
て
飽
足
す
。
故
に
飢
渇
を
は
な
れ
る

　
　

・
寒
熱　

不
寒
不
熱
に
し
て
自
然
調
和
す

　
　

・
殺
害

　

「
心
悩
な
し
」

　
　

・
是
非
、
得
失
は
無
明
中
の
法
執
な
り　

　
　

見
惑

　
　

・
三
毒
は
煩
悩
に
し
て
人
執
よ
り
起
こ
る　

　

思
惑

【
感
想
】

「
か
の
も
ろ
も
ろ
の
人
天
、
も
し
食
を
須
ゐ
る
時
、
百
味
の
嘉
肴
羅
列
し
て
前

か
こ
う

に
あ
り
」と
あ
る
が
こ
の「
百
味
の
嘉
肴
」と
は
具
体
的
に
は
何
を
さ
す
の
だ
ろ

か
こ
う

う
か
。

浄
土
は
「
身
の
悩
み
」
が
な
い
と
い
う
が
、
生
き
て
身
を
持
っ
て
い
る
以
上
、

老
病
死
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、な
ぜ「
安
楽
相
続
」と
い

う
の
だ
ろ
う
か
。
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