
林
霊
法
の
回
心
と
「
共
生
浄
土
教
」

齋

藤

蒙

光

一
．
初
め
に

東
海
高
校
の
校
長
を
務
め
、
東
海
女
子
高
お
よ
び
東
海
女
子
短
期
大
学
の
創
立
に
も
尽
力
し
た
林
霊
法
（
一
九
〇
七
〜
二
〇
〇
〇
）
は
、

幼
い
頃
よ
り
椎
尾
弁
匡
師（
一
八
七
六
―
一
九
七
一
）の
薫
陶
を
受
け
た
、「
共
生
浄
土
教
」思
想
の
継
承
者
で
も
あ
る
。
宮
坂
広
作
氏
の「
倶

会
一
処
、
往
還
一
如
―
林
霊
法
の
行
学
と
実
践1
」
に
、
そ
の
生
涯
の
活
動
と
思
想
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
全
日
本
仏
教
青

年
同
盟
の
活
動
や
戦
後
の
教
育
活
動
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
林
師
の
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
葛
藤
と
回
心
、
椎
尾
師
と
の
関

係
に
注
目
し
つ
つ
、
前
半
生
の
思
想
遍
歴
を
振
り
返
り
、
ま
た
「
共
生
浄
土
教
」
の
受
け
止
め
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

二
．
前
半
生
に
お
け
る
思
想
遍
歴

「
主
体
的
」
な
「
体
験
」
を
重
視
す
る
林
師
の
思
想
は
、
自
身
の
生
涯
、
特
に
前
半
生
に
お
け
る
体
験
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
ず

は
林
師
の
著
書2
に
基
づ
き
、
そ
の
前
半
生
に
お
け
る
思
想
遍
歴
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

林
師
は
、
名
古
屋
市
大
須
の
浄
土
宗
寺
院
養
林
寺
の
住
職
で
あ
る
林
法
純
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
八
歳
で
得
度
を
し
た
後
は
、
厚
い

信
仰
と
厳
格
な
行
儀
の
中
に
生
き
て
い
た
父
よ
り
、
三
人
の
弟
子
た
ち
と
共
に
厳
し
い
教
導
を
受
け
た
。
師
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
「
浄
土
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教
の
難
し
い
教
義
や
信
仰
な
ど
解
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
た
だ
教
え
ら
れ
る
ま
ま
に
素
朴
純
真
な
気
持
ち
で
本
尊
阿
弥
陀
仏
の
前
に
ぬ
か
ず
い

て
日
夕
読
経
を
し
、
信
者
の
家
々
に
も
敬
虔
な
心
持
ち
で
出
向
い
て
い
た3
」
と
語
っ
て
い
る
。

林
師
が
小
学
校
五
年
生
の
頃
、
養
林
寺
が
布
教
研
究
会
の
会
場
と
な
り
、
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
椎
尾
弁
匡
師
の
食
事
の
給
仕
を
任
さ
れ

た
の
が
、
両
師
の
初
対
面
で
あ
っ
た
。
肉
や
魚
に
ほ
と
ん
ど
箸
を
付
け
な
い
父
を
見
て
育
ち
、
近
所
か
ら
蛤
や
蜆
を
貰
う
た
び
母
と
電
車
で

海
ま
で
返
し
に
行
く
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
た
林
師
は
、
椎
尾
師
が
煮
魚
を
美
味
そ
う
に
食
べ
る
姿
に
驚
愕
し
た
と
い
う
。
林
師
は
大
正

八
年
に
、
椎
尾
師
が
名
誉
校
長
を
務
め
る
東
海
中
学
に
進
学
し
た
が
、
そ
の
翌
年
に
は
椎
尾
師
を
中
心
と
し
て
、
伊
藤
祐
弐
校
長
な
ど
学
内

の
浄
土
宗
関
係
者
が
協
議
し
、
名
古
屋
の
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
や
檀
信
徒
が
会
員
と
な
っ
て
、
教
化
事
業
と
福
祉
事
業
を
行
う
「
慈
友
会
」

が
発
足
し
た
。
そ
の
教
化
活
動
と
し
て
、
月
に
一
度
、
椎
尾
師
に
よ
る
宗
教
講
演
が
行
わ
れ
、
若
い
林
師
た
ち
も
、
建
中
寺
門
前
や
縁
日
の

円
頓
寺
通
り
な
ど
で
伝
道
活
動
を
行
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
林
師
が
五
年
生
の
時
に
は
、
伊
藤
校
長
に
命
じ
ら
れ
て
、
全
校
生
徒
に
向
け
た

椎
尾
師
の
講
話
の
前
座
を
勤
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。「
法
然
上
人
を
憶
う
」
と
い
う
講
題
に
合
わ
せ
て
父
に
原
稿
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
を

丸
暗
記
し
て
演
説
し
た
が
、
椎
尾
師
に
は
「
ま
だ
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
看
破
さ
れ
た
と
い
う
。

名
古
屋
第
八
高
等
学
校
へ
と
進
学
し
た
頃
よ
り
、
林
師
は
寺
院
生
活
や
浄
土
宗
の
信
仰
に
疑
問
や
反
発
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
青
年
期

特
有
の
正
義
感
か
ら
、
意
味
も
分
か
ら
ず
経
を
読
ん
で
お
布
施
を
も
ら
う
自
身
を
嫌
悪
す
る
よ
う
に
な
り
、
周
囲
の
僧
侶
た
ち
の
堕
落
に
つ

い
て
も
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
西
方
極
楽
浄
土
や
阿
弥
陀
仏
な
ど
の
存
在
に
も
懐
疑
的
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
合
理
的
、

科
学
的
に
論
証
し
よ
う
と
仏
教
経
典
に
目
を
通
し
た
が
、
納
得
の
行
く
答
え
は
見
付
か
ら
ず
、
現
実
と
掛
け
離
れ
た
創
作
や
神
話
と
断
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
父
親
に
幾
度
も
食
っ
て
か
か
っ
た
が
、
若
い
時
分
は
仕
方
が
な
い
と
理
解
を
示
さ
れ
た
と
い
う
。
幼
少
期
よ
り
自
分
を
温

か
く
包
ん
で
き
た
信
仰
を
打
ち
捨
て
た
こ
と
に
よ
り
、
林
師
の
心
に
は
虚
無
感
や
孤
独
感
が
生
じ
た
。
既
成
宗
教
を
批
判
す
る
反
面
、
現
実

を
超
え
た
理
想
的
な
も
の
を
渇
望
も
し
て
い
た
師
は
、
高
校
二
年
の
時
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
著
作
と
出
会
い
貪
り
読
ん
だ
。
迷
信
的
な
も
の
を
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排
除
し
て
理
性
を
神
の
声
と
受
け
止
め
、
愛
他
的
行
為
を
説
く
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
人
道
主
義
的
宗
教
論
に
心
酔
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
師

の
心
の
空
白
は
埋
め
ら
れ
た
と
い
う
。

高
校
の
講
演
部
で
自
身
の
考
え
を
述
べ
る
林
師
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
校
生
の
間
で
は
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
社
会
科
学
が
流
行
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
を
信
奉
す
る
学
生
達
よ
り
、
度
々
「
観
念
論
者
」「
日
和
見
主
義
者
」
な
ど
と
批
判
さ
れ
た
。
幾
度
も
議
論
を
重
ね
た
が
、
林

師
は
最
後
ま
で
、自
己
陶
酔
し
て
英
雄
的
言
辞
を
重
ね
な
が
ら
行
動
に
は
移
ら
な
い
学
生
た
ち
と
同
調
す
る
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

む
し
ろ
、
師
は
高
校
三
年
生
に
な
る
と
カ
ン
ト
哲
学
に
熱
中
し
、
そ
の
理
想
主
義
的
傾
向
を
よ
り
深
め
て
い
っ
た
。
史
的
唯
物
論
に
つ
い
て

学
ぼ
う
と
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
著
作
を
読
ん
で
み
た
が
、
形
式
主
義
的
で
平
板
な
論
理
の
欠
陥
が
目
に
付
き
、
特
に
、
自
然
科
学
的
因
果
律
の
下

に
人
間
個
人
を
置
い
て
、
そ
の
自
由
や
自
立
を
認
め
な
い
と
い
う
人
間
観
に
不
満
を
感
じ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
卒
業
時
に
は
そ
の
思
想
を

カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
論
文
を
校
友
会
雑
誌
に
寄
稿
し
た
。
同
時
期
に
は
、
東
京
大
学
経
済
学
部
の
河
合
栄
治
郎
教
授
が
名
古
屋
市

会
議
事
堂
で
講
演
を
し
、
や
は
り
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
マ
ル
ク
ス
を
批
判
し
た
。
そ
の
講
演
を
聞
い
た
林
師
は
、
時
代
の
先
端
を
走
る
東
京

に
お
い
て
哲
学
と
宗
教
の
生
き
た
道
を
見
出
そ
う
と
、
東
京
大
学
の
哲
学
科
へ
と
進
学
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
い
う
。

東
京
大
学
に
お
い
て
も
、
や
は
り
マ
ル
ク
ス
主
義
が
学
生
た
ち
に
支
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
心
を
担
う
新
人
会
と
国
粋
主
義
の
学
生
達

が
毎
日
の
よ
う
に
正
門
前
で
乱
闘
を
繰
り
広
げ
る
な
ど
、
騒
々
し
い
空
気
に
包
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
林
師
の
入
学
し
た
哲
学
科
は
、

驚
く
ほ
ど
活
気
に
乏
し
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
は
自
然
科
学
に
対
抗
し
て
文
化
科
学
の
領
域
の
特
色
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
れ
と
資
本
主
義
や
社
会
主
義
運
動
な
ど
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
俎
上
に
上
が
ら
ず
、
林
師
に
は
、
現
実
と
遊
離
し
た
思
弁
や
概
念
の

詮
索
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
師
は
あ
る
集
会
で
、
哲
人
は
人
生
指
導
の
道
光
を
明
示
す
べ
き
で
あ
り
、
時
代
の

苦
悩
に
背
を
向
け
て
は
な
ら
な
い
と
一
人
気
を
吐
き
、
批
判
す
る
た
め
に
も
マ
ル
ク
ス
主
義
を
研
究
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
が
、
賛
同
は
殆

ど
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

林
霊
法
の
回
心
と
「
共
生
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」
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そ
れ
で
も
師
は
、
大
学
の
夏
休
み
な
ど
を
利
用
し
て
マ
ル
ク
ス
研
究
に
取
り
か
か
っ
た
。
そ
の
著
作
に
お
い
て
、
資
本
主
義
経
済
の
も
と

で
人
間
が
物
質
化
し
て
い
く
過
程
が
科
学
的
か
つ
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
林
師
は
驚
嘆
し
た
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
正
義

へ
の
情
熱
や
、
理
想
社
会
の
建
設
と
い
う
目
的
は
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
反
面
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
暴
力
革

命
や
独
裁
政
治
を
認
め
る
点
に
つ
い
て
は
承
服
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
師
は
、
自
身
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
賛
同
し
得
な
か
っ
た
理
由
と
し

て
、
幼
い
頃
よ
り
の
宗
教
的
環
境
、
特
に
厳
格
か
つ
誠
実
に
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
生
活
行
儀
を
貫
く
父
の
姿
と
指
導
に
よ
り
、
無
意
識
の

内
に
宗
教
的
か
つ
人
道
主
義
的
な
感
情
が
培
わ
れ
た
点
が
大
き
い
と
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ト
ル
ス
ト
イ
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど

の
思
想
を
経
て
き
た
林
師
は
、
人
間
を
主
体
と
し
た
理
想
主
義
的
な
人
生
観
、
社
会
観
に
よ
っ
て
こ
そ
、
理
想
社
会
の
建
設
は
成
し
遂
げ
ら

れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
と
い
う
。

さ
ら
に
林
師
は
、
桑
木
厳
翼
博
士
や
紀
平
正
美
博
士
の
指
導
に
よ
り
、
大
学
二
年
生
の
頃
よ
り
仏
教
経
典
を
読
み
返
す
よ
う
に
な
っ
た
。

手
始
め
に
『
法
華
経
』
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
仏
教
哲
学
の
壮
大
さ
に
驚
い
た
と
い
う
。
そ
の
実
相
縁
起
の
思
想
は
、
精
神
の
発
展
を
論
じ
て

い
る
点
に
お
い
て
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
共
通
し
て
い
る
が
、そ
れ
ら
が
理
性
的
、観
照
的
立
場
に
止
ま
る
の
に
対
し
て
、『
法
華
経
』

は
よ
り
主
体
的
で
あ
り
実
践
的
、
求
道
的
で
あ
っ
た
。
社
会
や
人
生
に
対
す
る
実
践
的
な
原
理
を
追
い
求
め
て
き
た
林
師
は
、
仏
教
に
西
洋

哲
学
以
上
の
可
能
性
を
見
出
し
て
、
大
き
な
喜
び
を
得
た
。
そ
こ
で
、
仏
教
の
本
質
的
な
真
理
を
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
想
の
も
と
で

明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
ま
た
自
分
を
育
成
し
て
く
れ
た
既
存
の
教
団
を
現
代
人
の
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
改
め
て
い
く
こ
と
が
自
ら
の
使

命
だ
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
年
に
、
椎
尾
弁
匡
師
が
衆
議
院
議
員
に
立
候
補
す
る
と
、
大
学
二
年
生
で
あ
っ
た
林
師
も
名
古
屋
へ
と
帰
省
し
、

大
正
大
学
や
佛
教
大
学
の
研
究
者
に
混
じ
っ
て
応
援
弁
士
を
務
め
た
。
そ
の
後
の
二
度
の
選
挙
で
も
応
援
演
説
に
参
加
し
、
時
に
は
椎
尾
師

と
二
人
で
演
説
会
場
を
廻
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
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昭
和
五
年
、
林
師
は
大
学
を
卒
業
し
て
某
私
立
大
学
の
研
究
室
に
入
り
、
宗
教
、
特
に
仏
教
を
研
究
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
、
世
界

恐
慌
に
伴
う
不
景
気
の
中
で
マ
ル
ク
ス
主
義
が
よ
り
勢
い
を
増
し
、
そ
の
一
翼
と
し
て
反
宗
教
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
仏
教
教
団
の
腐
敗
が

暴
露
さ
れ
て
厳
し
い
批
判
を
受
け
、
宗
門
出
身
の
学
生
た
ち
に
も
反
宗
教
へ
の
意
欲
が
浸
透
し
て
い
た
。
高
校
時
代
よ
り
既
成
宗
教
に
批
判

的
で
あ
っ
た
林
師
も
、
マ
ル
ク
ス
陣
営
が
ロ
シ
ア
革
命
時
の
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
の
よ
う
な
支
配
力
を
持
た
な
い
仏
教
教
団
を
攻
撃
し
、
ま
た

仏
教
を
観
念
論
と
批
判
す
る
の
は
認
識
不
足
だ
と
分
析
し
つ
つ
も
、
本
当
の
宗
教
が
再
生
す
る
た
め
に
反
宗
教
運
動
は
む
し
ろ
徹
底
的
に
行

わ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
一
部
の
著
名
な
宗
教
学
者
や
仏
教
学
者
た
ち
が
、
学
問
の
領
域
に
お
け
る
仏
教
真
理
の
不
滅
性
を
強
調
す

る
こ
と
で
反
論
を
試
み
た
が
、
林
師
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
真
理
と
は
自
ら
の
人
格
を
通
し
て
自
証
さ
れ
る
べ
き
体
験
的
な
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
理
論
的
抵
抗
も
戯
論
に
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
大
学
の
宗
教
研
究
に
失
望
し
た
林
師
は
、『
レ
・
ミ
ゼ

ラ
ブ
ル
』
の
「
貧
し
き
人
に
対
す
る
心
か
ら
の
同
情
は
、
ま
ず
自
ら
が
貧
し
く
な
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
胸
打
た
れ
、
自
ら
も
行

動
し
よ
う
と
昭
和
六
年
に
大
学
を
去
る
。

名
古
屋
に
戻
っ
た
林
師
は
、
父
や
先
輩
た
ち
の
反
対
を
押
し
切
り
、
細
民
街
の
路
上
で
伝
道
活
動
を
開
始
し
た
。
特
に
児
童
や
青
年
に
対

す
る
教
化
、
教
育
を
志
し
て
日
曜
学
校
を
開
き
、
熱
心
な
青
年
た
ち
と
読
書
会
を
行
っ
た
。
次
第
に
賛
同
者
も
集
ま
り
、
活
動
は
軌
道
に
乗

り
始
め
て
い
た
が
、
そ
の
折
に
師
は
、
元
天
台
宗
僧
侶
の
鈴
木
大
信
と
い
う
人
物
と
知
り
合
う
。
鈴
木
氏
は
、
自
ら
寺
を
出
て
貧
し
い
境
遇

に
身
を
置
き
、
刑
務
所
帰
り
の
青
年
た
ち
の
更
正
を
助
け
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
林
師
に
対
し
て
は
、
大
学
教
育
を
受
け
た
研
究
者
な

の
だ
か
ら
学
問
を
通
し
た
運
動
を
行
う
べ
き
だ
と
助
言
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
林
師
は
友
松
円
諦
や
椎
尾
師
よ
り
、
東
京

の
銀
座
に
創
設
さ
れ
る
仏
教
法
政
経
済
研
究
所
に
主
事
と
し
て
参
加
す
る
よ
う
、
要
請
を
受
け
る
。
伝
道
活
動
を
共
に
し
て
い
た
友
人
た
ち

の
後
押
し
や
父
の
強
い
勧
め
も
あ
り
、
林
師
は
昭
和
七
年
に
再
び
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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仏
教
法
政
経
済
研
究
所
は
、
社
会
経
済
的
お
よ
び
唯
物
史
観
的
な
見
地
か
ら
仏
教
の
歴
史
を
研
究
し
て
お
り
、
演
習
や
討
論
、
出
版
活
動

な
ど
を
行
っ
て
い
た
が
、
林
師
は
、
そ
こ
で
も
実
践
的
活
動
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
。
上
京
を
後
悔
し
始

め
て
い
た
師
は
、
新
興
仏
教
青
年
同
盟
の
創
始
者
で
あ
る
妹
尾
義
郎
の
手
記
『
光
を
慕
い
て
』
を
読
み
、
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
。

新
興
仏
青
同
盟
の
本
部
を
訪
れ
、
妹
尾
氏
の
清
廉
な
暮
ら
し
ぶ
り
と
人
柄
に
感
服
し
た
林
師
は
、
昭
和
七
年
の
一
二
月
に
仏
教
法
政
経
済
研

究
所
を
辞
し
て
、
新
興
仏
教
青
年
同
盟
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
翌
年
の
一
月
に
は
同
盟
の
第
三
回
全
国
大
会
が
開
か
れ
、
委
員
長
の

妹
尾
氏
に
次
い
で
、
師
は
書
記
長
に
選
出
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
妹
尾
氏
と
共
に
全
国
を
遊
説
し
て
各
支
部
の
拡
大
強
化
を
図
り
、
同
年
五

月
に
京
都
で
開
か
れ
た
全
日
本
仏
教
青
年
界
連
盟
の
総
会
に
お
い
て「
排
外
的
国
家
主
義
の
打
倒
と
帝
国
主
義
侵
略
戦
争
の
反
対
」と「
ヒ
ッ

ト
ラ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
人
追
放
と
キ
リ
ス
ト
教
関
係
書
物
の
焼
き
捨
て
に
対
す
る
反
対
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
を
提
案
す
る
な
ど
、
師
の

新
興
仏
青
同
盟
に
お
け
る
活
動
が
始
ま
っ
た
。

そ
れ
と
反
比
例
し
て
、
林
師
は
共
生
運
動
を
展
開
す
る
椎
尾
師
と
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
の
林
師
は
、
共
生
運
動
が
「
ど
こ

ま
で
も
教
育
教
化
の
運
動
で
あ
っ
て
、
社
会
体
制
の
改
造
に
ま
で
具
体
的
な
運
動
を
す
す
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た4
」
点
に
物
足
り
な
さ
を

感
じ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
師
は
、
野
江
秀
市
の
主
宰
す
る
仏
教
思
想
普
及
協
会
の
雑
誌
編
集
や
書
籍
出
版
の
仕
事
で
収

入
を
得
て
い
た
た
め
、
時
折
、
原
稿
を
受
け
取
り
に
椎
尾
師
の
も
と
を
訪
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
後
ろ
め
た
さ
か
ら
生
じ
る
畏
怖
や
忙
し
さ

に
よ
り
早
々
に
退
出
す
る
林
師
を
見
て
、
椎
尾
師
は
寂
し
が
っ
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
時
局
の
変
化
に
伴
い
思
想
統
制
が
苛
烈
に
な
る
と
、
世
界
平
和
主
義
の
立
場
か
ら
戦
争
反
対
を
訴
え
る
新
興
仏
青
同
盟
も
、
共

産
主
義
と
混
同
視
さ
れ
て
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
昭
和
一
一
年
の
一
二
月
に
妹
尾
氏
が
検
挙
さ
れ
、
林
師
が
委
員
長
を
代
行
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
検
察
当
局
は
、
新
興
仏
青
同
盟
に
天
皇
制
と
私
有
財
産
制
の
否
定
、
そ
し
て
暴
力
的
革
命
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
濡
れ
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衣
を
着
せ
、
そ
れ
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
妹
尾
氏
を
責
め
立
て
た
。
抵
抗
の
末
、
妹
尾
氏
が
つ
い
に
屈
し
た
た
め
、
昭
和
一
二
年
の
一
二
月
よ

り
同
盟
に
対
す
る
大
規
模
な
検
挙
が
行
わ
れ
、
林
師
を
は
じ
め
三
百
数
十
名
の
同
盟
員
が
摘
発
さ
れ
た
。
当
初
は
す
ぐ
に
解
放
さ
れ
る
も
の

と
楽
観
視
し
て
い
た
林
師
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
拘
束
生
活
は
一
年
三
ヶ
月
に
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
椎
尾
師
も
林
師
の
身
を
案
じ
て
警
視

庁
ま
で
赴
い
た
が
、
如
何
と
も
し
難
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
留
置
場
に
入
っ
て
一
五
日
目
に
、
名
古
屋
か
ら
林
師
の
母
が
面
会
に
来
た
。
自

分
の
活
動
の
正
当
性
を
訴
え
よ
う
と
面
会
場
所
に
向
っ
た
林
師
で
あ
っ
た
が
、心
労
の
た
め
に
衰
弱
し
た
母
の
姿
を
見
た
瞬
間
、愚
痴
を
黙
っ

て
聞
こ
う
と
覚
悟
を
決
め
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
母
は
、
涙
を
流
し
な
が
ら
林
師
の
手
や
背
中
を
さ
す
り
、
そ
の
身
を
案
じ
て
い
る
こ
と
を

告
げ
た
。
そ
の
一
〇
日
後
に
は
老
父
が
面
会
に
訪
れ
た
が
、
や
は
り
叱
嘖
は
せ
ず
、
息
子
の
こ
れ
か
ら
の
苦
難
を
案
じ
て
合
掌
す
る
姿
を
見

せ
、「
ど
ん
な
こ
と
も
、
こ
れ
（
合
掌
）
一
つ
で
や
っ
て
く
れ
。
こ
れ
で
、
こ
れ
で
な
」
と
、
信
仰
に
よ
っ
て
生
き
る
道
を
切
り
開
く
よ
う
諭

し
た
と
い
う
。

本
格
的
な
取
り
調
べ
が
開
始
さ
れ
る
と
、
検
察
よ
り
罪
を
認
め
て
反
省
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
た
が
、
林
師
は
屈
せ
ず
、
日
本
は
聖
徳
太
子

以
来
、
真
の
宇
宙
真
理
た
る
平
和
の
実
現
を
志
し
て
き
た
国
で
あ
り
、
仏
教
精
神
に
則
る
な
ら
ば
、
今
日
の
排
外
的
な
国
家
主
義
民
族
主
義

は
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
し
た
と
い
う
。
寂
し
さ
や
不
安
、
動
揺
、
両
親
へ
の
罪
悪
感
な
ど
に
く
じ
け
そ
う
に
な
る
心
を
、
法
然
や

日
蓮
の
流
罪
な
ど
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
で
何
と
か
奮
い
立
た
せ
て
い
た
師
の
も
と
に
、
昭
和
一
三
年
二
月
、
腎
臓
病
を
患
う
父
が
逝
去
し

た
と
い
う
知
ら
せ
が
届
く
。
最
大
の
理
解
者
を
失
っ
た
師
の
精
神
的
打
撃
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
時
的
な
帰
郷
が
許
さ
れ
た
林
師

は
、
葬
儀
の
前
夜
、
祭
壇
の
前
で
夜
通
し
念
仏
を
勤
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
棺
桶
が
高
く
浮
き
上
が
り
、
そ
の
中
の
父
の
命
が
自
分
の
中
へ
と

舞
い
降
り
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
と
い
う
、
神
秘
的
な
体
験
を
し
た
と
い
う
。「
お
前
は
ほ
ん
ま
に
罪
つ
く
り
や
な
」
と
い
う
母
の
言
葉
が
頭

か
ら
離
れ
ず
、
重
い
足
取
り
で
東
京
の
留
置
所
に
戻
っ
た
林
師
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
年
の
五
月
、
今
度
は
心
臓
病
を
患
う
母
の
急
逝
の
知
ら

せ
に
襲
わ
れ
る
。
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自
分
は
正
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
自
惚
れ
な
が
ら
、
両
親
の
寿
命
を
縮
め
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
、
自
責
の
念
に
苛
ま
れ
る
師
は
、「
罪

悪
生
死
の
凡
夫
」
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
心
身
と
も
に
消
耗
し
切
っ
た
師
の
内
面
で
、
縁
起
の
世
界
観
や
仏
の
存
在
は
崩
れ
去
り
、

も
は
や
何
の
力
も
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
師
は
、
た
だ
両
親
や
妻
子
を
想
う
こ
と
で
心
慰
め
る
し
か
な
い
自
身
を
省
み
て
、
こ
れ
ま

で
求
め
得
た
と
思
っ
て
き
た
信
仰
は
哲
学
的
思
弁
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
概
念
や
観
念
に
過
ぎ
ず
、
自
分
は
未
だ
仏
教
の
思
想
や
信
仰
を

主
体
的
に
は
味
わ
い
得
て
い
な
い
の
だ
と
痛
感
し
た
と
い
う
。

宗
教
者
と
し
て
の
信
念
と
自
信
を
失
っ
た
林
師
で
あ
っ
た
が
、
父
の
合
掌
す
る
姿
や
そ
の
通
夜
の
神
秘
体
験
な
ど
を
思
い
起
こ
す
に
つ
れ

て
、
亡
く
な
っ
た
は
ず
の
両
親
の
命
が
、
生
き
て
い
た
時
以
上
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。
世
間
的
に
は
抹
殺
さ

れ
た
は
ず
の
自
分
が
今
も
呼
吸
し
て
生
き
て
い
る
の
は
、
法
律
や
常
識
な
ど
の
狭
い
世
界
を
超
え
て
自
分
を
生
か
し
め
よ
う
と
す
る
力
の
た

め
で
あ
り
、
自
分
は
両
親
ば
か
り
で
な
く
、
近
親
や
妻
子
、
ま
た
法
然
や
親
鸞
、
日
蓮
や
イ
エ
ス
な
ど
の
人
類
の
大
恩
人
、
さ
ら
に
は
大
自

然
の
有
機
無
機
の
大
い
な
る
無
限
の
温
か
い
生
命
力
に
守
ら
れ
育
て
ら
れ
て
い
る
。
人
は
人
間
の
権
利
や
自
主
独
立
を
叫
ぶ
が
、
近
代
の
浅

薄
な
人
本
主
義
の
立
場
か
ら
、
自
然
態
と
し
て
の
わ
が
ま
ま
な
人
間
に
権
利
が
あ
る
な
ど
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
思
い
上
が
り
で
あ
る
。

人
間
の
生
き
る
姿
は
天
地
無
量
の
大
恩
力
の
か
た
ま
り
で
あ
る
と
い
う
厳
粛
な
事
実
を
打
ち
忘
れ
、
自
分
一
人
の
力
で
生
き
て
い
る
と
考
え

る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
に
眺
め
ら
れ
た
「
罪
」
が
生
じ
て
く
る
。
己
の
う
ち
に
実
現
し
き
た
れ
る
宇
宙
人
生
の
大
き
な
生
命
力
を
自
覚
し
、

自
己
は
天
地
の
公
有
物
で
あ
る
と
真
摯
に
自
覚
し
て
こ
そ
、
人
間
生
命
の
尊
厳
性
も
見
出
さ
れ
、
生
き
る
こ
と
へ
の
権
利
も
主
張
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
中
で
、
今
ま
で
遠
い
と
こ
ろ
に
眺
め
ら
れ
て
い
た
神
や
仏
と
い
う
存
在
が
、
理
屈
や
概
念
で
は
な
く
生
き

た
生
命
力
と
し
て
、
林
師
の
内
に
実
感
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
師
は
、
こ
の
体
験
を
中
国
浄
土
教
の
大
成
者
で
あ
る
善
導
の
説
い
た
「
二
河

白
道
」
と
重
ね
、
自
ら
の
宗
教
的
回
心
と
し
て
受
け
止
め
た
。

そ
の
年
の
七
月
、
林
師
は
起
訴
を
受
け
て
巣
鴨
の
拘
置
所
に
送
ら
れ
た
。
年
末
ま
で
独
房
で
過
ご
す
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
心
に
も
は
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や
動
揺
は
な
く
、
独
房
で
朝
か
ら
晩
ま
で
座
っ
て
読
書
し
て
過
ご
し
た
。
法
然
の
浄
土
教
思
想
を
学
び
直
そ
う
と
考
え
た
林
師
は
、
椎
尾
師

の
著
作
を
熟
読
し
た
。
そ
れ
ま
で
他
の
宗
学
者
に
つ
い
て
浄
土
教
を
学
ん
で
き
た
際
に
は
、
人
生
と
か
け
離
れ
た
概
念
の
世
界
を
徘
徊
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
承
服
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
椎
尾
師
の
浄
土
教
お
よ
び
仏
教
の
解
釈
は
、
西
洋
哲
学
を
援
用
し
な
が
ら
も
、
最

終
的
に
は
人
生
信
仰
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
読
む
中
で
、
林
師
が
浄
土
教
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
疑
問
が
漸
次
解
消
さ
れ
て
い

き
、
念
仏
の
中
に
全
生
活
を
お
さ
め
る
と
い
う
、
法
然
の
信
仰
を
初
め
て
理
解
し
得
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
長
い
公
判
闘
争
が
始
ま
る
が
、
権
力
に
屈
し
て
新
興
仏
青
同
盟
へ
の
弾
圧
を
食
い
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
責
任
を
感
じ
た
妹
尾
氏

が
下
獄
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
一
四
年
の
一
一
月
に
終
了
す
る
。
林
師
は
三
年
の
執
行
猶
予
と
な
り
、
名
古
屋
で
謹
慎
生
活
を

送
っ
て
い
た
が
、
両
親
の
法
供
養
と
し
て
『
法
然
上
人
を
憶
う
』
と
い
う
著
書
を
刊
行
す
る
際
に
、
序
文
を
依
頼
し
よ
う
と
椎
尾
師
の
も
と

を
訪
れ
た
。
椎
尾
師
は
閉
目
し
た
ま
ま
林
師
の
言
葉
を
聞
き
、
た
だ
「
う
ん
」
と
応
じ
た
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
届
け
ら
れ
た
序
文
に

は
温
か
い
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
一
八
年
の
春
に
は
、
椎
尾
師
を
中
心
と
し
て
宗
門
大
学
の
研
究
者
に
よ
る
結
集
が
行
わ
れ
、
そ
こ

に
林
師
も
参
加
し
た
。
一
週
間
に
わ
た
っ
て
椎
尾
師
の
講
演
を
聞
い
た
林
師
は
、非
常
な
感
動
を
覚
え
た
と
い
う
。
終
戦
の
直
前
に
な
る
と
、

教
員
の
不
足
す
る
東
海
学
園
の
手
伝
い
に
林
師
も
借
り
出
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
終
戦
後
も
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
傍
ら
、
自
分
に
出
来

る
こ
と
を
考
え
た
師
は
、
名
古
屋
の
各
宗
の
若
い
僧
侶
た
ち
に
声
を
か
け
、
野
放
し
の
子
供
達
の
た
め
に
、
各
寺
院
の
焼
け
跡
に
保
育
園
を

開
設
す
る
こ
と
と
し
た
。
蔵
書
や
袈
裟
な
ど
を
売
り
、
そ
れ
で
も
資
金
が
足
り
ず
借
金
を
す
る
な
ど
の
苦
労
も
あ
っ
た
が
、
若
い
命
を
育
て

る
と
い
う
教
育
の
楽
し
さ
に
よ
っ
て
報
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

東
京
で
は
、
妹
尾
氏
を
中
心
と
し
て
新
た
に
仏
教
社
会
同
盟
が
結
成
さ
れ
、
林
師
に
も
参
加
を
求
め
て
き
た
が
、
師
は
教
育
に
よ
る
人
間

づ
く
り
こ
そ
が
最
も
必
要
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
て
断
っ
た
と
い
う
。
師
は
、
新
興
仏
青
同
盟
の
活
動
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
反
省
し
て

い
る
。
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当
時
は
激
動
す
る
社
会
情
勢
一
般
か
ら
当
然
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
社
会
運
動
と
い
う
そ
の
面
が
強
く
表
面
に
で
て
き
て
、
真
実
に

仏
教
の
思
想
信
仰
に
よ
る
人
間
改
革
と
い
う
こ
と
が
徹
底
的
に
行
わ
れ
に
く
い
事
情
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
宗
教
者
の
運
動
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
ず
自
ら
が
懺
悔
と
復
活
を
通
し
て
自
己
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
体
験
す
る
こ
と
な

く
し
て
は
、
い
か
な
る
運
動
も
い
か
な
る
行
為
も
な
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
い
け
な
か
っ
た5
。

仏
教
者
の
運
動
に
お
い
て
は
、
政
治
や
経
済
の
変
革
や
革
新
よ
り
も
、
個
々
人
の
内
面
の
改
革
を
こ
そ
優
先
す
べ
き
だ
と
考
え
た
林
師
は
、

東
海
学
園
で
教
育
活
動
に
邁
進
し
て
い
く
。

三
．「
共
生
浄
土
教
」
思
想
の
受
け
止
め

阿
弥
陀
仏
を
縁
起
の
生
命
力
と
い
う
動
態
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
共
同
生
命
に
覚
醒
し
た
者
の
生
活
実
践
に
よ
っ
て
発

展
向
上
し
て
い
く
共
同
社
会
を
「
浄
土
」
と
見
な
す
の
が
、
椎
尾
師
の
「
と
も
い
き
」
思
想
に
お
け
る
浄
土
教
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
共
生
浄

土
教
」
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
林
師
も
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

縁
起
の
総
合
進
動
し
ゆ
く
生
命
の
動
態
こ
そ
宇
宙
人
生
の
実
相
た
る
根
源
的
な
命
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
随
順
し
、
こ
れ
を
主
体
的
に
受

け
と
っ
て
実
践
的
に
生
き
て
い
く
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
人
と
人
と
の
共
生
平
和
、
人
と
自
然
と
の
調
和
発
展
と
を
全
う
す
る

こ
と
が
出
来
て
、
宇
宙
の
完
成
と
人
生
の
浄
化
発
展
と
を
全
う
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
の
真
実
生
命
た
る
縁
起
の
思

想
を
ば
、
単
に
思
想
と
か
論
理
に
堕
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
情
感
ゆ
た
か
に
人
生
論
的
に
受
け
と
ら
れ
た
の
が
中
国
善
導
の
浄
土
教
で

あ
り
、
更
に
こ
れ
を
深
化
発
展
さ
れ
て
人
生
信
仰
を
確
立
し
て
釈
尊
仏
教
の
原
意
を
つ
く
さ
れ
た
の
が
、
日
本
浄
土
教
の
元
祖
法
然
上

人
で
あ
っ
た6
。
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林
師
も
縁
起
を
仏
教
の
根
本
思
想
と
位
置
付
け
て
お
り
、
そ
れ
を
人
格
的
に
表
現
し
た
の
が
仏
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
よ
っ
て
縁
起
の
生
命

観
に
則
る
実
践
生
活
と
浄
土
教
の
情
感
的
信
仰
と
を
結
び
付
け
る「
共
生
浄
土
教
」を
、「
釈
尊
仏
教
か
ら
の
思
想
的
信
仰
的
な
帰
結
で
あ
り
、

そ
れ
は
地
上
に
お
け
る
人
間
の
真
実
に
生
き
る
真
理
大
道
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
林
師
は
、
椎
尾
師
の
「
共
生
浄
土
教
」
の
基
本
線

を
継
承
し
つ
つ
、「
共
生
浄
土
教
は
一
種
の
倫
理
的
思
想
、
或
い
は
理
想
主
義
的
な
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
宗
教
的
法
味
が
な
い
」
と
い

う
批
判
に
反
論
す
る
た
め
、
椎
尾
師
か
ら
直
接
聞
い
た
言
葉
や
自
身
の
見
解
を
付
け
加
え
て
い
る
。

林
師
は
、
椎
尾
師
の
著
作
『
共
生
講
壇
』
に
示
さ
れ
る
、「
入
出
二
門7
」
の
構
造
に
則
っ
て
「
共
生
浄
土
教
」
の
説
明
を
す
る
。
そ
こ
で
は
、

帰
敬
三
宝
章
、
人
生
章
、
真
生
章
、
慚
愧
章
、
如
来
章
、
白
道
章
、
極
楽
章
と
い
う
構
成
で
「
共
生
浄
土
教
」
の
思
想
が
説
明
さ
れ
て
い
く
。

帰
敬
章
か
ら
如
来
章
で
は
、
人
生
の
光
を
知
ら
な
い
迷
い
人
が
、
よ
う
や
く
真
生
に
目
覚
め
よ
う
と
し
て
、
ま
ず
自
身
の
罪
悪
生
死
の
深
刻

な
慚
愧
に
突
き
落
と
さ
れ
る
。
善
導
の
「
二
種
深
信
」
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
惚
れ
た
自
己
が
崩
壊
し
、
同
時
に
大
地
に
ひ
れ
伏
し
て

阿
弥
陀
仏
を
仰
ぎ
、
帰
依
渇
仰
す
る
。
こ
う
し
て
、
絶
体
絶
命
の
三
定
死
よ
り
、
釈
迦
弥
陀
二
尊
の
遺
迎
を
蒙
り
、
真
生
復
活
を
遂
げ
る
。

そ
し
て
、
信
心
決
定
し
た
念
仏
者
と
し
て
、
新
し
い
人
生
の
戦
い
が
白
道
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
前
半
は
、
真
人
生
に
め
ざ
め
ゆ

く
信
仰
の
「
入
門
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
、
林
師
は
説
明
す
る
。
そ
し
て
如
来
章
よ
り
極
楽
章
に
お
い
て
、
そ
の
白
道
は
念
仏
菩
薩
道
で

も
あ
り
、
や
が
て
肉
体
が
滅
び
る
時
に
は
永
遠
の
浄
土
に
め
で
た
く
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
内
容
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
後
半
は
、
信

仰
を
確
立
し
た
者
、
す
な
わ
ち
如
来
の
救
済
を
う
け
た
念
仏
者
が
、
い
か
に
人
生
を
意
義
付
け
て
全
う
し
て
い
く
か
を
説
く
「
出
門
」
と
位

置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
。

林
師
は
拘
置
所
の
中
で
『
共
生
講
壇
』
を
読
み
、
特
に
慚
愧
章
か
ら
如
来
章
に
か
け
て
の
内
容
に
お
い
て
、
椎
尾
師
に
も
自
分
と
通
じ
る

宗
教
的
回
心
の
体
験
が
あ
る
こ
と
を
窺
い
知
っ
た
と
い
う
。
林
師
は
自
身
の
体
験
と
『
共
生
講
檀
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
宗
教
的
回
心
に
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つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

極
度
の
精
神
的
な
苦
悩
、
疑
惑
、
罪
悪
感
が
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
外
的
な
あ
る
機
縁
を
得
て
、
主
体
的
な
自
我
の
崩
壊
か
ら
潜
在

意
識
の
噴
出
と
な
っ
て
全
く
新
し
い
自
己
へ
の
転
廻
で
あ
る
。（
中
略
）
念
仏
と
は
自
我
崩
壊
の
声
で
あ
る
。
我
慢
と
う
ぬ
ぼ
れ
の
わ

れ
を
打
ち
砕
く
こ
と
な
く
し
て
は
向
こ
う
に
神
仏
を
対
象
的
に
画
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
絶
対
者
に
は
永
久
に
近
づ
く
こ
と
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
煩
悩
と
利
害
打
算
、
地
位
名
誉
な
ど
で
か
た
め
る
自
我
が
崩
れ
去
っ
た
と
こ
ろ
、
お
の
ず
か
ら
に
破
れ
去
っ
た
心
の
窓
か

ら
は
、
尽
十
方
界
か
ら
弥
陀
の
広
大
な
る
あ
た
た
か
き
新
生
命
が
さ
ん
さ
ん
と
流
れ
こ
ん
で
、
こ
こ
に
新
生
復
活
は
全
う
せ
ら
れ
る8
。

煩
悩
と
利
害
打
算
、
地
位
名
誉
な
ど
で
固
め
ら
れ
た
自
我
が
、
苦
悩
や
疑
惑
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
自
ら
の
罪
悪
性
を
徹
底
的
に
凝
視
す
る
時

に
崩
れ
去
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
尊
重
と
か
人
格
の
尊
厳
な
ど
と
い
う
美
し
い
合
言
葉
に
乗
じ
て
、
人
間
の
現
実
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
凝

視
し
な
い
、
近
代
の
甘
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
崩
壊
で
も
あ
る
。
天
地
社
会
の
無
機
有
機
の
物
心
両
面
に
わ
た
る
無
量
の
尊
い
献
身
に
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
、
そ
れ
ら
を
傷
つ
け
な
が
ら
、
当
然
の
ご
と
く
自
我
の
独
立
独
在
を
主
張
す
る
と
い
う
罪
に
目
覚
め
て
懺
悔
す
る
。

こ
の
「
信
機
」
と
同
時
に
「
信
法
」
も
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
共
生
浄
土
教
」
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
を
凡
夫
の
向
こ
う
に
帰
依
渇

仰
の
対
象
と
し
て
置
く
の
で
は
な
く
、
自
他
一
切
の
内
在
的
な
共
同
の
命
と
し
て
、
刻
々
に
覚
醒
せ
し
め
、
発
展
向
上
せ
し
め
給
う
て
い
く

社
会
共
同
の
命
と
し
て
仰
ぐ
の
だ
と
い
う
。
仏
わ
れ
に
あ
り
て
生
き
給
う
と
受
け
止
め
る
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
灰
色
の
不
幸
や
穢
土
に
見
え

た
環
境
が
、
全
く
昨
日
ま
で
と
異
な
り
、
美
し
く
、
ま
た
弱
い
自
分
に
呼
び
か
け
て
起
き
上
が
る
勇
気
を
与
え
て
い
く
も
の
に
変
わ
る
と
、

林
師
は
説
明
す
る
。

林
師
は
、椎
尾
師
の
具
体
的
な
回
心
体
験
の
記
述
を
探
し
た
が
、な
か
な
か
見
出
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、『
法
然
と
日
本
文
化
』

と
『
法
然
上
人
の
影
』
と
い
う
二
冊
の
書
籍
に
よ
り
、
椎
尾
師
が
三
〇
代
後
半
か
ら
四
〇
歳
に
至
る
頃
、
法
然
の
『
逆
修
説
法
』
の
「
寿
命

無
量
」
の
文
を
読
ん
で
、「
全
身
全
土
全
衆
生
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
の
中
に
は
一
切
衆
生
が
入
っ
て
い
る
」
と
受
け
止
め
得
た
と
い
う
記
述
を
発
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見
し
た9
。
ま
た
、
椎
尾
師
が
八
〇
数
歳
の
折
り
に
直
接
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
椎
尾
師
は
、
や
は
り
三
〇
代
の
後
半
に
「
逆
修
説
法
」
よ
り
着

想
を
得
て
、
阿
弥
陀
仏
が
「
只
今
、
こ
こ
に
生
き
て
活
動
を
し
て
い
る
椎
尾
と
共
に
生
き
給
う
て
い
て
、
お
育
て
を
う
け
て
い
る
」
と
考
え

る
に
至
っ
た
と
答
え
、
さ
ら
に
同
時
期
に
は
観
経
曼
荼
羅
を
研
究
す
る
中
で
、
阿
弥
陀
仏
の
説
法
と
は
還
相
の
菩
薩
を
通
し
て
の
宇
宙
の
浄

土
化
の
活
動
だ
と
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
答
え
た
と
い
う10
。
林
師
は
、
こ
の
椎
尾
師
の
回
心
す
な
わ
ち
「
入
門
」
の
体
験
を
様
々
な
著

作
の
中
で
紹
介
し
、「
共
生
浄
土
教
」
が
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
対
す
る
個
人
的
信
仰
を
無
視
し
た
り
軽
視
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。

ま
た
、
林
師
は
、
椎
尾
師
が
回
心
に
つ
い
て
語
っ
た
後
、
次
の
よ
う
に
続
け
た
と
紹
介
し
て
い
る
。

共
生
運
動
に
つ
い
て
、
と
や
か
く
批
評
さ
れ
る
人
は
、
ま
だ
信
仰
が
本
当
に
い
た
だ
か
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
本
当
に
回
心
、
百
八
十

度
の
転
廻
を
得
て
、
新
し
い
自
分
が
生
ま
れ
て
来
た
な
ら
ば
、
こ
の
自
分
は
じ
っ
と
し
て
お
れ
な
い
の
だ
。（
中
略
）
こ
れ
ま
で
の
宗
学

で
は
入
門
時
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
に
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
を
説
い
て
は
い
る
が
、
さ
て
救
わ
れ
た
自
分
が
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
大
事

な
と
こ
ろ
を
十
分
説
く
こ
と
を
し
な
い
の
だ11
。

椎
尾
師
は
、
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
た
と
い
う
信
仰
を
真
に
確
立
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
自
分
が
ど
う
生
き
る
の
か
と
い
う
「
出
門
」
を
意
識
せ

ざ
る
を
得
な
い
と
語
っ
た
と
い
う12
。
林
師
は
、
椎
尾
師
が
深
刻
な
求
道
と
苦
悩
の
遍
歴
の
末
に
「
入
門
」
の
信
仰
を
確
立
し
た
か
ら
こ
そ
、

大
正
の
後
期
よ
り
昭
和
の
戦
前
戦
後
を
通
し
て
、
念
仏
者
の
社
会
浄
化
の
「
出
門
」
的
活
動
に
お
い
て
超
人
的
な
活
躍
を
し
得
た
の
で
あ
り
、

宗
教
的
法
味
が
薄
い
と
言
わ
れ
る
そ
の
活
動
に
お
い
て
、椎
尾
師
は
阿
弥
陀
仏
と
近
く
面
接
し
て
い
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
よ
っ
て
林
師
は
、

次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

「
共
生
運
動
」
な
る
も
の
は
、
い
ま
未
信
の
人
が
信
仰
に
入
る
入
門
か
ら
、
や
が
て
救
わ
れ
た
自
分
が
新
し
い
人
生
を
ど
う
実
現
し
て

林
霊
法
の
回
心
と
「
共
生
浄
土
教
」
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行
く
か
と
い
う
出
門
に
い
た
る
、
こ
の
信
仰
の
全
過
程
に
お
い
て
出
門
に
重
点
を
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
人
生
社
会
に
信
仰
的
に
生
き

て
い
く
か
の
行
動
で
あ
り
、
運
動
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
だ
か
ら
「
共
生
運
動
」
は
、
念
仏
に
よ
り
て
真
人
生
に
め
ざ
め
た
同
信
が
、
個

人
的
社
会
的
に
念
仏
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
生
活
実
践
を
展
開
す
る
の
か
を
問
う
運
動
で
あ
る13
。

「
入
門
」
の
み
に
止
ま
っ
て
個
人
的
な
救
い
に
酔
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
展
開
さ
れ
て
く
る
「
出
門
」
と
し
て
の
社
会
生
活
に
重
き
を

置
く
の
が
共
生
運
動
な
の
だ
と
い
う
。

ま
た
林
師
は
、
椎
尾
師
が
善
導
所
説
の
「
五
種
正
行
」
に
つ
い
て
も
「
入
出
二
門
」
の
構
図
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

浄
土
三
部
経
を
読
み
聞
く
「
読
誦
正
行
」
か
ら
、
意
業
の
「
観
察
正
行
」、
身
業
の
「
礼
拝
正
行
」
へ
と
進
み
、
弥
陀
大
悲
の
生
命
が
体
の
全

細
胞
の
中
に
徹
透
し
て
く
る
頃
、
身
口
意
の
三
業
の
統
一
さ
れ
た
全
身
全
霊
、
全
人
格
の
感
動
の
表
出
と
し
て
、
正
定
業
の
「
称
名
正
行
」

す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
が
称
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
が
「
入
門
」
で
あ
り
、
称
名
念
仏
か
ら
第
五
の
「
讃
嘆
供
養
正
行
」
へ
の
展

開
が
「
出
門
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
讃
嘆
供
養
と
は
仏
前
に
香
華
供
物
を
供
え
る
の
み
な
ら
ず
、
自
身
の
全
生
活
を
挙
げ
て
弥
陀
の
真

実
生
命
を
讃
嘆
し
奉
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
全
人
生
の
う
ち
に
照
益
の
増
し
ゆ
く
の
を
よ
ろ
こ
び
、
日
々
の
生
活
活
動
に
歓
喜
奉

行
し
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
供
養
諸
仏
・
開
化
衆
生
と
い
う
念
仏
菩
薩
道
が
お
の
ず
か
ら
に
讃
嘆
供
養
と
し
て
あ
ら
わ
れ
来
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
は
到
底
に
出
来
得
な
か
っ
た
菩
薩
の
六
波
羅
蜜
の
行
も
四
摂
と
い
う
自
利
利
他
の
奉
仕
の
行
動
も
、
念
仏
を
通
し
て
お
の
ず

か
ら
漸
々
に
な
さ
し
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
、
林
師
は
説
明
す
る
。
善
導
・
法
然
に
お
い
て
は
、
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
讃
嘆
供
養

の
四
種
の
正
行
は
、
阿
弥
陀
仏
を
対
象
と
す
る
が
故
に
、
念
仏
を
助
成
す
る
「
同
類
の
助
業
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
椎
尾
師
は
そ
の
讃

嘆
供
養
正
行
を
拡
大
解
釈
し
、
そ
こ
に
本
来
排
捨
さ
れ
る
べ
き
宗
教
的
実
践
を
も
含
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
椎
尾
師
は
、
阿
弥
陀
仏
を
対
象

と
し
な
い
「
異
類
の
助
業
」
に
関
し
て
も
発
展
的
解
釈
を
施
し
て
お
り
、
宗
教
的
な
実
践
の
み
な
ら
ず
、
世
俗
的
な
業
務
ま
で
を
も
そ
こ
に

含
め
て
い
る
。
林
師
は
、
こ
れ
ら
の
助
業
論
に
よ
っ
て
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
・
世
俗
的
な
行
修
が
念
仏
の
中
に
統
合
さ
れ
、
往
生
浄
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土
の
念
仏
信
仰
と
現
実
の
世
間
生
活
と
が
一
元
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
。

よ
っ
て
林
師
は
、
椎
尾
師
が
自
ら
の
分
担
す
る
業
務
を
通
し
て
社
会
に
奉
仕
す
る
よ
う
説
く
こ
と
も
、
近
代
の
人
間
主
義
的
立
場
に
お
け

る
個
人
本
位
の
倫
理
的
運
動
と
は
一
線
を
画
す
と
主
張
す
る
。

共
生
浄
土
教
の
思
想
信
仰
が
仕
事
や
労
働
に
つ
い
て
、
単
な
る
日
常
的
次
元
か
ら
で
は
な
く
て
深
く
世
界
観
的
立
場
か
ら
人
生
に
お
け

る
そ
の
意
義
に
つ
い
て
根
本
的
に
問
い
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
功
利
主
義
や
道
徳
主
義

に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
奨
励
さ
れ
た
労
働
概
念
で
は
な
く
て
、
人
間
が
こ
の
世
に
真
実
に
生
き
る
根
拠
を
問
い
、
ま
た
そ
の
責
任
を
求
む

る
と
こ
ろ
よ
り
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
た
労
働
の
受
け
取
り
方
で
あ
っ
た
の
だ14
。

日
常
的
次
元
よ
り
も
深
い
、
宗
教
的
な
世
界
観
的
立
場
に
お
い
て
、
発
展
の
根
本
動
力
と
し
て
自
他
一
切
に
内
在
す
る
共
同
の
命
に
覚
醒
す

れ
ば
こ
そ
、
労
働
に
伴
う
苦
痛
や
自
己
疎
外
を
克
服
し
て
、
分
担
業
務
に
安
ん
じ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
と
い
う
。

ま
た
林
師
は
、
椎
尾
師
と
同
様
、
浄
土
宗
の
教
義
が
死
後
の
個
人
的
な
救
い
の
み
に
固
執
す
る
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
も
、
死
後
の
往
生
に

つ
い
て
、
よ
り
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
こ
で
林
師
は
、「
往
生
と
は
現
生
に
お
い
て
弥
陀
の
真
実
生
命
に
生
き
た
と
き
よ
り
始
ま
る

の
で
あ
る15
」
と
述
べ
、「
現
益
」
す
な
わ
ち
現
世
に
お
け
る
往
生
と
、「
当
益
」
す
な
わ
ち
死
後
の
往
生
と
が
一
体
に
あ
る
と
い
う
「
現
当
二

世
」
の
往
生
を
説
く
。
ま
た
、
椎
尾
師
の
「
還
相
回
向
」
の
解
釈
に
注
目
し
、
こ
の
世
を
去
っ
た
霊
に
つ
い
て
「
眠
っ
た
り
、
休
ん
で
も
ら
っ

て
は
こ
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
に
ま
で
汚
れ
て
い
る
こ
の
地
上
に
速
や
か
に
還
来
し
て
も
ら
っ
て
、
浄
化
の
は
た
ら
き
を
い
た
だ
か
ね
ば

な
ら
ん
の
で
あ
る16
」
と
述
べ
る
。
真
実
生
命
に
生
き
、
死
ん
で
い
く
「
往
相
」
と
、
死
後
に
有
縁
無
縁
の
人
々
の
社
会
生
活
の
上
に
指
導
力

と
し
て
は
た
ら
く
「
還
相
」
と
の
関
係
は
、
立
体
的
、
相
即
的
、
円
環
的
で
あ
り
、「
往
還
一
如
」
な
の
だ
と
強
調
す
る
。
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四
．
お
わ
り
に

幼
少
期
の
林
霊
法
師
は
、
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
信
仰
や
生
活
実
践
を
固
守
す
る
父
・
法
純
氏
の
も
と
で
信
仰
心
を
培
っ
た
が
、
青
年
期
に

入
る
と
、
堕
落
し
た
僧
侶
の
実
態
や
浄
土
宗
の
神
話
的
教
義
を
嫌
悪
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
時
的
に
信
仰
を
手
放
し
た
が
、
そ
れ
故
に
師
は

「
人
生
や
社
会
に
お
け
る
実
践
的
な
原
理
」
を
渇
望
す
る
こ
と
と
な
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
や
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
を
経
た
末
に
、
大
乗
仏
教

経
典
へ
と
回
帰
し
た
師
は
、
仏
教
精
神
に
則
る
社
会
改
造
を
志
す
よ
う
に
な
り
、
新
興
仏
教
青
年
同
盟
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
る
。
検
察
に

検
挙
拘
留
さ
れ
て
も
屈
す
る
こ
と
な
く
戦
争
反
対
を
貫
い
た
こ
と
が
後
に
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
林
師
自
身
は
、
そ
の
最
中
に

両
親
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い
、「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
を
自
覚
す
る
。
し
か
し
、
両
親
の
慈
悲
や
自
身
の
宗
教
体
験
を
振
り
返
る

中
で
、
親
し
い
人
々
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
有
機
無
機
の
生
命
に
育
ま
れ
生
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
自
身
の
内
に
理
屈
や
概
念
を
超
え
た

生
命
力
と
し
て
の
仏
を
見
出
す
。
そ
の
宗
教
的
回
心
の
体
験
の
後
、
拘
置
所
で
椎
尾
師
の
『
共
生
講
壇
』
を
読
ん
だ
林
師
は
、
椎
尾
師
が
自

分
と
同
様
の
回
心
を
体
験
し
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
と
共
に
、
そ
の
人
生
信
仰
に
共
鳴
し
、「
共
生
浄
土
教
」
を
信
奉
す
る
に
至
っ
た
。

林
師
は
、「
共
生
浄
土
教
は
倫
理
的
思
想
に
過
ぎ
ず
、
宗
教
的
法
味
に
欠
け
る
」
と
い
う
批
判
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
こ
で
林
師
は
、
椎

尾
師
の
宗
教
的
回
心
の
体
験
を
紹
介
し
、「
共
生
浄
土
教
」
が
「
入
門
」
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
対
す
る
信
仰
の
上
に
説
か
れ
て
い
る

こ
と
を
強
調
す
る
。
ま
た
、「
共
生
浄
土
教
」
に
お
い
て
は
「
出
門
」
と
し
て
の
生
活
実
践
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
念
仏
信

仰
と
日
常
生
活
と
が
一
元
化
さ
れ
て
お
り
、
分
担
業
務
に
よ
る
社
会
奉
仕
も
、
共
同
生
命
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
仰
に
裏
づ
け
ら

れ
か
ら
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
と
論
じ
る
。

今
回
、
林
師
の
前
半
生
を
ま
と
め
る
こ
と
に
時
間
と
頁
数
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
宗
教
哲
学
思
想
に
関
し
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め

た
い
。
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1
『
山
梨
学
院
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
七
、
平
成
一
五
年
。

2
『
法
然
上
人
を
憶
ふ
』（
昭
和
一
八
年
、
養
林
精
舎
）、『
仏
と
の
出
会
い
』（
昭
和
四
二
年
、
教
育
新
潮
社
）、「
人
生
に
お
け
る
出
会
い
の
尊
さ
」（『
椎
尾
弁

匡
先
生
追
悼
録
』
昭
和
四
六
年
、
東
海
学
園
仏
教
青
年
会
）、『
法
然
人
生
論
』（
昭
和
四
七
年
、
日
本
仏
教
普
及
会
）、『
妹
尾
義
郎
と
新
興
仏
教
青
同
盟
』（
昭

和
五
一
年
、
百
華
苑
）、『
私
の
人
生
観
―
信
仰
と
人
生
』（
昭
和
五
二
年
、
百
華
苑
）、『
絶
望
と
希
望
』（
昭
和
五
四
年
、
百
華
苑
）、『
釈
尊
出
現
の
意
義
と

浄
土
教
―
私
の
歩
い
た
求
道
の
遍
歴
』（
昭
和
五
六
年
、
浄
土
宗
宗
務
庁
）、『
椎
尾
弁
匡
先
生
と
共
生
浄
土
』（
昭
和
六
三
年
、
百
華
苑
）
を
参
照
し
た
。

3
『
法
然
上
人
を
憶
ふ
』
三
一
〇
〜
一
頁
。

4
『
法
然
浄
土
教
と
現
代
の
諸
問
題
』
三
六
三
頁
。

5
『
法
然
浄
土
教
と
現
代
の
諸
問
題
』
四
〇
〇
頁
。
な
お
、
林
師
は
続
け
て
、
仏
教
界
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

6
『
法
然
浄
土
教
と
現
代
の
精
神
的
状
況
』
四
三
六
頁
。

7
「
入
出
二
門
」
は
、
世
親
の
『
浄
土
論
』（『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』）
に
初
出
す
る
。
そ
こ
で
は
、
往
生
の
実
践
行
で
あ
る
五
念
門
の
内
、
礼
拝
・

讃
嘆
・
作
願
・
観
察
の
四
門
を
「
入
門
」
と
し
、
最
後
の
回
向
門
を
「
出
門
」
と
位
置
付
け
る
。

8
『
椎
尾
弁
匡
先
生
と
共
生
浄
土
』
一
〇
九
〜
一
〇
頁
。

9
『
法
然
と
日
本
文
化
』
は
昭
和
一
六
年
、『
法
然
上
人
の
影
』
は
昭
和
二
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

10
『
椎
尾
弁
匡
先
生
と
共
生
浄
土
』
一
一
八
〜
一
二
三
頁
。

11
『
椎
尾
弁
匡
先
生
と
共
生
浄
土
』
一
二
七
頁
。

12

林
師
は
、
こ
の
椎
尾
師
の
言
葉
と
Ｍ
・
ブ
ー
バ
ー
（
一
八
七
八
―
一
九
六
五
）
の
言
葉
を
重
ね
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

絶
対
者
の
包
摂
の
中
に
い
だ
か
れ
て
甘
味
な
法
悦
に
陶
酔
し
て
い
る
者
、
必
ず
し
も
神
の
命
を
本
当
に
受
け
と
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
法
悦
か

ら
出
て
来
て
、
き
び
し
い
現
実
社
会
の
中
で
、
絶
対
者
か
ら
受
け
と
っ
た
使
命
を
歓
喜
奉
行
し
ゆ
く
者
の
中
に
こ
そ
絶
対
者
は
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う

（『
法
然
浄
土
教
と
現
代
の
精
神
的
状
況
』
四
四
〇
頁
）。

13
『
法
然
浄
土
教
と
現
代
の
精
神
的
状
況
』
四
三
八
頁
。

14
『
法
然
浄
土
教
と
現
代
の
精
神
的
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