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大
局
を
見
据
え
て
、正
々
堂
々
と
行
動

し
勝
利
す
る
。
彼
の
描
く
主
人
公
は
、

確
か
に
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
人

物
で
あ
る
。し
か
し
こ
れ
が
日
本
人
の

理
想
像
だ
と
言
わ
れ
る
と
、首
を
か
し

げ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

も
し
こ
ん
な
日
本
人
ば
か
り
だ
っ

た
ら
、
日
本
は
先
の
戦
争
に
負
け
な

か
っ
た
は
ず
だ
。邪
推
か
も
知
れ
な
い

が
、こ
れ
が
百
田
氏
の
作
品
に
隠
さ
れ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
思
え
て
な

ら
な
い
。

　

そ
う
は
言
う
も
の
の
、百
田
氏
の
小

説
に
は
、や
や
自
信
を
失
い
か
け
て
い

る
我
々
に
、日
本
人
の
誇
り
を
思
い
出

さ
せ
て
く
れ
る
痛
快
さ
が
あ
る
。し
か

し
一
通
り
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
た
後

で
、『
海
賊
…
』
も
、『
永
遠
…
』
も
、

基
本
的
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ

と
に
思
い
を
致
す
べ
き
だ
ろ
う
。読
み

手
と
し
て
は
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら

こ
そ
い
く
ら
で
も
物
語
を
美
化
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。 榎
榎 （
６
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

　

百
田
尚
樹
と
い
う
作
家

常
徳
寺　

西　

山　
　
　

彰　

だ
が
な
、
オ
フ
ェ
ー
リ
ア
、

そ
の
口
先
だ
け
の
炎
は
、

光
る
ほ
ど
に
熱
は
な
い

 
厭
厭
厭
厭
厭
厭
厭 
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
第
三
場

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』　
　
　

　

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の

　

三
大
悲
劇
の
一
つ
。

小
田
島
雄
志
訳

　

先
日
、
映
画
『
永
遠
の
ゼ
ロ
』
が
、
第
三
十
八
回

日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
で
、
作
品
賞
を
は
じ
め
八

部
門
で
最
優
秀
賞
を
獲
得
し
た
。
こ
の
百
田
尚

樹
原
作
の
映
画
は
、
岡
田
准
一
の
イ
メ
ー
ジ
に

も
助
け
ら
れ
、
私
た
ち
に
さ
わ
や
か
な
感
動
を

与
え
て
く
れ
た
。
ま
た
戦
後
生
ま
れ
の
我
々
と

は
共
有
し
が
た
い
主
人
公
の
心
理
も
、
戦
時
中

の
極
限
状
態
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
か
ろ

う
じ
て
納
得
で
き
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し

同
じ
百
田
氏
の
『
海
賊
と
呼
ば
れ
た
男
』
に
な

る
と
、
出
光
興
産
の
創
業
者
が
モ
デ
ル
だ
と
い

う
が
、
あ
ま
り
に
も
話
が
で
き
す
ぎ
て
い
る
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
果
た
し
て
大
企
業
の

経
営
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
勧
善

懲
悪
の
き
れ
い
ご
と
で
成
り
立
つ
も
の
な
の
か
。

こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
本
当
は

表
に
出
せ
な
い
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

　

百
田
氏
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ぞ
真
の
日
本
人

の
姿
だ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
男
気
に
あ
ふ

れ
、
愛
国
心
を
静
か
に
燃
や
し
な
が
ら
も
、
情

に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
冷
静
沈
着
に
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今
か
ら
二
十
五
年
前
、
石
川

県
白
山
市
に
古
く
か
ら
伝
わ
る

人
形
浄
瑠
璃
「
深
瀬
の
木
偶
廻

し
」
を
初
め
て
観
た
。
舞
台
で

は
太
夫
の
浄
瑠
璃
に
合
わ
せ
て
、

手
も
足
も
動
か
な
い
一
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
木
偶
（
で
く
の
人
形

を
廻
す
人
達
の
足
音
が
融
合
し

て
い
た
。
そ
の
三
味
線
も
な
く

素
朴
な
世
界
に
魅
了
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

当
時
は
、
木
偶
を
廻
す
者
や

浄
瑠
璃
を
語
る
太
夫
は
、
男
性

に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

年
月
と
と
も
に
会
員
の
高
齢
化

が
進
み
、
次
第
に
人
数
も
減
少

し
て
い
く
中
で
、
存
続
が
危
ぶ

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
様
な
状
況
を
打
開
す

べ
く
、
今
か
ら
七
年
ほ
ど
前
か

ら
木
偶
廻
し
保
存
会
が
、
男
女

問
わ
ず
会
員
を
新
聞
紙
上
で
募

集
し
始
め
た
の
で
、
私
も
さ
っ

そ
く
入
会
し
た
。

初
め
て
木
偶
の
人
形
を
持
っ

た
時
、
肩
や
手
に
ず
し
り
と
重

い
感
触
に
、
思
わ
ず
緊
張
し
て

し
ま
っ
た
。
木
偶
を
廻
す
こ
と

や
浄
瑠
璃
の
独
特
の
節
回
し
は

ど
れ
も
難
し
く
、
一
人
前
に
な

る
ま
で
に
は
ま
だ
ま
だ
時
間
が

か
か
る
が
、
木
偶
廻
し
に
魅
了

さ
れ
た
私
は
先
輩
の
指
導
を
受

け
な
が
ら
今
で
も
楽
し
く
や
っ

て
い
る
。
私
以
外
に
も
女
性
の

会
員
が
い
る
こ
と
も
励
み
に

な
っ
て
い
る
。

人
形
浄
瑠
璃
の
物
語
に
は

「
源
氏
烏
帽
子
折
」
や
「
酒
天
童

子
・
大
江
山
」、「
熊
井
太
郎
孝

行
の
巻
」
な
ど
が
あ
り
、
古
い

も
の
は
奈
良
時
代
や
平
安
時
代

の
も
の
か
ら
、
源
氏
物
語
や
平

家
物
語
を
題
材
に
し
た
も
の
も

あ
る
。
ど
の
物
語
も
太
夫
が
一

人
で
語
る
。
男
性
の
太
夫
は
め

り
は
り
が
あ
る
が
、
私
は
女
性

の
太
夫
な
の
で
力
強
さ
に
欠
け

な
い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
る
。

舞
台
で
は
、
木
偶
を
廻
す
人
と

太
夫
は
呼
吸
を
合
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
観
客
と
木
偶
を

廻
す
人
と
太
夫
の
語
り
が
心
一

つ
に
な
っ
た
時
、
場
内
は
静
ま

り
か
え
り
快
い
緊
張
感
に
包
ま

れ
る
。

こ
の「
深
瀬
の
木
偶
廻
し
」は
、

古
老
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、

お
よ
そ
三
百
年
前
、
旧
尾
口
村

深
瀬
の
集
落
に
地
方
巡
業
に
来

て
い
た
木
偶
廻
し
の
一
行
が
、

豪
雪
で
身
動
き
で
き
ず
困
っ
て

い
た
と
こ
ろ
を
村
人
に
助
け
ら

れ
、
そ
の
お
礼
に
木
偶
と
廻
し

技
法
を
伝
授
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
五
十

年
（
一
九
七
五
年
）
に
手
取
川

ダ
ム
建
設
の
為
、
旧
尾
口
村
の

深
瀬
地
区
は
水
没
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
時
多
く
の
村
人

が
白
山
市
深
瀬
新
町
に
移
住
し
、

こ
こ
に「
木
偶
廻
し
保
存
会
館
」

が
作
ら
れ
た
。
昭
和
五
十
二
年

（
一
九
七
七
年
）
に
は
、「
国
指

定
重
要
無
形
民
族
文
化
財
」
の

指
定
を
受
け
て
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

現
在
、毎
年
二
月
に
こ
の「
木

偶
廻
し
保
存
会
館
」
に
お
い
て

上
演
を
行
っ
て
い
る
。
今
年
か

ら
、
私
の
夫
も
会
員
に
な
り
、

今
で
は
夫
婦
共
々
木
偶
廻
し
を

楽
し
ん
で
い
る
。

松
井
定
子

「 
木
偶  
廻 
し
」
に
魅
了
さ
れ
て

で
く 

ま
わ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
年
）

新
潟
県
に
生
ま
れ
る

金
沢
市
在
住

「
か
な
ざ
わ
民
話
の
会
」
代
表

「
深
瀬
木
偶
廻
し
保
存
会
」
会
員
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他
の
宗
教
と
の
関
係

お
釈
迦
様
が
イ
ン
ド
で
仏
教

を
説
か
れ
て
以
来
、
他
の
宗
教

と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
築
い

て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

い
つ
の
時
代
で
も
大
き
な
課
題

で
し
た
。
実
際
中
国
で
は
、
イ

ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た
仏
教
と
、

中
国
発
祥
の
宗
教
で
あ
る
儒
教

や
道
教
が
し
ば
し
ば
対
立
し
、

幾
度
と
な
く
仏
教
排
斥
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は

仏
教
伝
来
か
ら
今
日
に
至
ま
で
、

宗
教
的
な
対
立
に
よ
る
大
規
模

な
仏
教
排
斥
は
行
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
明
治
政
府
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
廃
仏
毀
釈
も
神
道
と

対
立
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
理
由
が
伺
え
る
の
が

次
の
親
鸞
聖
人
の
和
讃
で
す
。

 
天  
神  
地  
祇 
は
こ
と
ご
と
く

て
ん 
じ
ん 

ち 

ぎ

善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り

こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に

念
仏
の
ひ
と
を
ま
も
る
な
り

「
天
神
」と
は
天
に
お
ら
れ
る

神
様
で
、「
地
祇
」
と
は
そ
れ
ぞ

れ
の
土
地
を
守
っ
て
い
る
神
様

で
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
以
外
の

す
べ
て
の
宗
教
の
神
様
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
の
よ
う

な
宗
教
の
神
様
で
あ
ろ
う
と
も
、

神
様
は
す
べ
て
善
い
神
様
で
あ

り
、
そ
し
て
念
仏
す
る
者
を

守
っ
て
下
さ
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
発
想
は
イ
ン
ド

の
仏
教
に
も
あ
り
ま
し
た
。
日

本
に
仏
教
と
共
に
伝
わ
っ
て
来

た
帝
釈
天
や
吉
祥
天
な
ど
は
、

元
々
は
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教

の
神
様
で
す
。
そ
れ
ら
の
神
様

を
否
定
し
た
り
悪
者
に
す
る
の

で
は
な
く
、
逆
に
仏
教
を
守
っ

て
下
さ
る
神
様
と
し
て
取
り
込

ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
中
国

で
は
、
儒
教
の
先
祖
崇
拝
や
道

教
の
自
然
崇
拝
を
、
神
様
と
し

て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教

の
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
は

他
の
宗
教
と
対
立
す
る
の
で
は

な
く
、
相
手
を
認
め
つ
つ
、
本

質
を
変
え
な
い
よ
う
に
し
な
が

ら
も
、
そ
の
地
域
に
受
け
入
れ

易
い
教
え
の
姿
に
合
わ
せ
て
い

く
こ
と
を
伝
統
と
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
精
紳
が
親
鸞
聖
人
に

も
受
け
継
が
れ
、
今
回
の
和
讃

の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
は
い
っ
て
も
、
イ
ン
ド
や

中
国
の
仏
教
は
、
他
の
宗
教
か

ら
攻
撃
さ
れ
て
衰
退
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
で
は
、

神
道
が
明
確
な
教
義
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
仏

教
は
神
道
と
一
体
化
し
て
、
今

日
ま
で
続
い
て
き
ま
し
た
。
浄

土
真
宗
は
阿
弥
陀
仏
以
外
の
神

仏
を
礼
拝
し
な
い
の
で
、
キ
リ

ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
よ

う
な
一
神
教
で
あ
る
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
礼
拝
し
な
い
だ
け
で
排
斥

は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

親
鸞
聖
人
は
念
仏
す
る
者
を

守
っ
て
下
さ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
の
で
す
。
た
だ
、
阿
弥

陀
仏
以
外
の
神
仏
を
本
尊
と
は

し
な
い
と
い
う
だ
け
で
す
。

こ
れ
は
方
便
で
は
あ
り
ま
す

が
、
仏
教
以
外
の
宗
教
や
、
そ

の
地
域
に
根
付
い
て
い
る
価
値

観
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
相

手
を
尊
重
し
な
が
ら
も
仏
教
を

広
め
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た

先
人
た
ち
の
知
恵
で
す
。
今
の

日
本
は
世
界
的
に
み
て
も
、

様
々
な
宗
教
が
友
好
的
な
関
係

を
保
っ
て
い
る
数
少
な
い
国
の

一
つ
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
と
神

道
が
長
い
時
間
を
か
け
て
築
い

て
き
た
歴
史
が
生
み
出
し
た
も

の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
宗
教
や

宗
派
の
対
立
に
よ
っ
て
争
い
が

絶
え
な
い
世
界
の
中
で
、
是
非

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
先
人
か
ら
賜
わ
っ
た
大
切

な
知
恵
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
今
一
度
、
私
た

ち
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
素
晴
ら

し
い
宝
物
を
見
直
し
て
は
み
ま

せ
ん
か
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
四
十
六
回

德
法
寺

杉
　
谷
　
　
　
淨

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

五
月
五
日（
火
）

　

六
月
二
日（
火
）

　

七
月
七
日（
火
）

　

八
月
四
日（
火
）

　

F
M-

N
1（
七
十
六
･

三
M
H ｚ
）で
午
後
一
時
半

か
ら
一
時
間
放
送
し
ま
す
。

番
組
名
は「
生
活
一
番
シ
ャ

ト
ル
便　

住
職
の
よ
も
や

ま
話
」
で
す
。再
放
送
は
放

送
日
の
週
の
土
曜
朝
六
時

か
ら
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
聞
け
ま
す
。

『
心
の
相
談
室
』

　

毎
月
第
四
土
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
横

　
　
「
い
ち
ょ
う
館
」二
階

　

相
談
料
無
料

　

日
常
生
活
で
の
い
ろ
い

ろ
な
悩
み
、
家
族
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
学
校
の
こ

と
、
仏
事
の
疑
問
等
を
、

僧
侶
が
お
聞
き
し
ま
す
。
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「
正
信
偈
」
の
中
に
、「
善
導

独
明
仏
正
意
」
と
い
う
一
行
が

あ
る
。
途
中
で
導
師
（
た
い
て

い
は
住
職
）
が
、
一
人
で
唱
え

る
一
句
で
あ
る
。

「
善
導
ひ
と
り
仏
の
正
意
を

明
か
に
せ
り
」
読
み
下
せ
ば
こ

の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
「
中

国
の
善
導
大
師
と
い
う
方
だ
け

が
、
仏
様
の
本
当
の
お
心
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
な
か
な
か
強
い
お
言

葉
で
あ
る
が
、
な
ぜ
親
鸞
聖
人

は
こ
の
よ
う
に
言
い
切
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

善
導
大
師（
六
一
三
～
六
八
一
）

は
、
中
国
の
隋
の
時
代
の
人
で

あ
っ
た
。当
時
中
国
で
は
、 浄  
影  
寺 

じ
ょ
う 
え
い 

じ

 
慧  
遠 
（
五
二
二
～
五
九
二
）・

え 

お
ん

 
天  
台  
智  
顗 （
五
三
八
～
五
九
七
）・

て
ん 
だ
い 

ち 

ぎ

 
嘉 か 
祥 

し
ょ
う 

寺  
吉  
蔵 ［
五
四
九
～
六
二
三
］

じ 

き
ち 
ぞ
う

の
三
人
が
、
隋
の
三
大
法
師
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
一
方
善
導
大

師
は
、
こ
れ
ら
大
法
師
の
影
に

隠
れ
て
、
さ
ほ
ど
有
名
な
方
で

は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
親
鸞
聖
人
は
、

『
教
行
信
証
』
の
中
で
、
善
導
大

師
の
言
葉
を
引
用
さ
れ
る
際
に
、

「
光
明
寺
の
和
尚
の
曰
く
」と
書

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
光
明

寺
の
住
職
さ
ん
」
ぐ
ら
い
の
意

味
で
、
も
し
善
導
と
い
う
名
前

が
有
名
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

書
き
方
を
す
る
必
要
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、『
観
無
量
寿
経
』
は
、

中
国
、
日
本
の
仏
教
の
歴
史
の

中
で
重
要
視
さ
れ
て
き
た
代
表

的
な
経
典
の
一
つ
で
あ
る
。
古

来
多
く
の
学
僧
た
ち
が
こ
の
経

典
の
解
説
書
（『
観
経
疏
』）
を

著
わ
し
た
。
し
か
し
善
導
大
師

の
『
観
経
疏
』
は
、
先
に
紹
介

し
た
三
大
法
師
の
そ
れ
と
は
、

ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。こ

こ
で
『
観
無
量
寿
経
』
と

い
う
お
経
の
内
容
を
簡
単
に
押

さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
序
分

（
序
文
）
で
、 
韋
提
希 
と
い
う
王

い

だ

い

け

妃
の
こ
と
が
描
か
れ
る
。
彼
女

は
、
王
舎
城
の
悲
劇
と
呼
ば
れ

る
事
件
に
遭
遇
し
、
憔
悴
し

き
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
韋

提
希
が
救
い
を
求
め
た
の
は
、

釈
尊
だ
っ
た
。
続
い
て
、
正
宗

分
（
本
文
）
で
は
、
釈
尊
が
韋

提
希
に
説
く
と
い
う
形
で
、
仏

を
観
察
す
る
方
法
（「
十
六
観

法
」）
が
、
語
ら
れ
る
。

こ
の
構
成
を
見
れ
ば
、
誰
で

も
こ
の
お
経
は
、「
十
六
観
法
」

を
説
く
こ
と
を
主
題
と
し
て
い

る
と
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま

さ
に
隋
の
三
大
法
師
は
、
そ
の

よ
う
に
と
ら
え
た
。
そ
し
て
、

王
舎
城
の
悲
劇
は
、
そ
れ
が
序

文
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
も
、
観
法
が
説
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
述
べ

た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
た
の
で

あ
っ
た
。

し
か
し
善
導
は
違
っ
て
い
た
。

観
法
の
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
目

も
く
れ
ず
、
こ
の
序
分
こ
そ
が

大
事
だ
と
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
善
導
大
師
は
そ
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
仏

教
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え

方
が
諸
師
と
は
根
本
的
に
違
っ

て
い
た
か
ら
だ
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
諸
師
た
ち
に
と
っ
て
、

仏
教
と
は
、
そ
こ
で
衆
生
が
苦

し
ん
で
い
よ
う
が
い
ま
い
が
関

係
な
く
、
体
系
的
に
存
在
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

善
導
大
師
は
生
き
て
苦
し
む
凡

夫
の
た
め
に
観
経
が
説
か
れ
て

い
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
悩
み
苦
し
む
者
に
呼

応
す
る
形
で
仏
法
が
説
か
れ
る

の
だ
と
い
う
善
導
大
師
の
信
念

が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
善
導
大

師
で
あ
る
が
、
海
を
隔
て
た
日

本
で
大
師
に
目
を
開
か
れ
た
人

が
い
た
。
そ
れ
が
法
然
上
人
で

あ
る
。
親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る

法
然
上
人
は
、「 
偏 
え
に
一
師
善

ひ
と

導
に
依
る
」
と
ま
で
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
こ
の
「
偏
」
と
い
う

字
は
、「
か
た
よ
る
」
と
も
読
め
、

善
導
大
師
の
説
が
、
中
国
仏
教

に
お
い
て
は
傍
流
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
善
導
大
師
の
教
え

に
こ
そ
仏
教
の
真
実
が
あ
る
と

感
得
さ
れ
た
法
然
上
人
の
教
え

は
、
や
が
て
親
鸞
聖
人
に
受
け

継
が
れ
我
々
の
知
る
真
宗
の
教

え
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な

る
。「善

導
独
明
仏
正
意
」と
い
う

一
行
に
込
め
ら
れ
た
宗
祖
の
思

い
は
限
り
な
く
深
い
。

　
「 
善  
導  
独 

ぜ
ん 
ど
う 
ど
う 
明 

み
ょ
う 
仏 ぶっ 
正 

し
ょ
う 
意 
」
に

い

　
　
　
　

込
め
ら
れ
た
宗
祖
の
思
い

常
徳
寺　

西　

山　
　

彰 

『
サ
ン
ガ
茶
話
会
』

　

毎
月
第
一
木
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
真
宗
会
館
内

　
　

囲
炉
裏
の
間

　

お
茶
と
お
菓
子
を
つ
ま

み
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん
と

気
楽
に
お
話
で
き
る
空
間

で
す
。
相
談
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
い
に
し
ろ
、
ち
ょ
っ
と

聞
い
て
み
た
い
、
い
ろ
ん
な

人
と
話
し
て
み
た
い
と
い

う
方
大
歓
迎
で
す
。
も
ち

ろ
ん
無
料
で
す
。
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。



僧　　　　　伽（サンガ）(５) 第89号

猫
も 
杓
子 
も

し
ゃ
く
し

「
だ
れ
も
か
れ
も
が
」
と
い

う
意
味
の
慣
用
句
に
、
こ
の

「
猫
も
杓
子
も
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
で
は
何
故「
猫
」

と
「
杓
子
（
し
ゃ
も
じ
の
こ
と

で
す
）」
な
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
言
い
回
し
が
広
ま
っ

た
の
は
、
一
休
さ
ん
の

生
ま
れ
て
は

死
ぬ
る
な
り
け
り

お
し
な
べ
て

釈
迦
も
達
磨
も

猫
も
杓
子
も

と
い
う
歌
に
よ
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
こ
の
歌
が
江
戸
時
代

前
期
・
元
禄
時
代
に
書
か
れ
た

『
一
休
咄
』
に
転
載
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
言
い
方

が
一
休
さ
ん
の
考
え
た
も
の

な
の
か
、
当
時
す
で
に
使
わ
れ

て
い
た
も
の
な
の
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
語
呂
が
い
い
の

で
今
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
こ
れ
が
ど
う
い
う
意
味

な
の
か
は
、
江
戸
時
代
で
も
理

解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、
諸

説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

歌
の
意
味
は
一
休
さ
ん
ら

し
い
明
瞭
な
も
の
で
す
。
た
と

え
お
釈
迦
様
で
も
、
禅
の
開
祖

で
あ
る
達
磨
大
師
で
も
、
生
ま

れ
た
者
は
皆
す
べ
て
死
ぬ
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
お
釈
迦
様
と
達
磨
大
師

と
並
べ
て
、
猫
と
杓
子
が
歌
わ

れ
て
い
ま
す
。
猫
は
確
か
に
死

に
ま
す
が
、
杓
子
は
死
に
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
一
休
さ
ん
の
と

ん
ち
を
解
く
た
め
の
試
み
が

行
わ
れ
ま
す
。

説
１
、「
禰
子
（
ね
こ
）
も

釈
子
（
し
ゃ
く
し
）
も
」
説

神
社
の
神
官
を
禰
宜
（
ね

ぎ
）
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
禰

宜
の
子
ど
も
を
禰
子
（
ね
こ
）

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
僧
侶
を

お
釈
迦
様
の
弟
子
で
あ
る
こ

と
か
ら
釈
子
（
し
ゃ
く
し
）
と

い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
猫

も
杓
子
も
」
は
、「
禰
子
も
釈

子
も
」
を
音
だ
け
残
し
て
頓
知

に
し
た
と
言
う
説
で
す
。
つ
ま

り
、
何
を
信
じ
て
い
よ
う
と
も
、

死
ぬ
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

説
２
、「
女
子
（
め
こ
）
も

弱
子
（
じ
ゃ
く
し
）
も
」
説

こ
れ
は
、
落
語
「
横
丁
の
隠

居
」
の
説
で
す
。
横
丁
の
ご
隠

居
さ
ん
が
「
女
子
（
め
こ
）
も

弱
子
（
じ
ゃ
く
し
）
も
」
の
発

音
を
「
ね
こ
も
し
ゃ
く
し
も
」

と
聞
き
違
え
と
い
う
の
で
す
。

語
呂
と
し
て
は
悪
く
は
な
い

の
で
す
が
、
死
ぬ
こ
と
は
平
等

で
あ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る

こ
と
と
は
関
係
な
さ
そ
う
で

す
。
似
た
説
に
「
女
子
（
め
こ
）

も
赤
子
（
せ
き
し
。
赤
ん
坊
で

す
）
も
」
説
、「
寝
子
（
ね
こ
。

寝
て
い
る
子
ど
も
）
も
赤
子

も
」
説
、「
寝
子
（
売
春
婦
）

も
釈
氏
（
講
釈
師
）
も
」
説
が

あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
歌
と
は

意
味
が
通
じ
ま
せ
ん
。

説
３
、
猫
や
杓
子
は
日
常
生

活
に
お
い
て
目
に
つ
き
や
す

い
か
ら
と
い
う
説
や
猫
が

ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
て
い
る

手
の
形
が
杓
子
に
似
て
い
る

と
い
う
説
。

だ
か
ら
ど
う
し
た
と
い
う

感
じ
で
す
。

説
４
、
杓
子
は
家
庭
の
主
婦

を
さ
し
、
猫
ま
で
動
員
し
た
家

族
総
出
の
意
味
だ
と
す
る
説

主
婦
を
「
杓
子
と
り
」「
杓

子
渡
し
」
と
い
う
言
い
方
を
す

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
留

守
番
を
し
て
い
る
こ
と
が
多

い
主
婦
と
猫
ま
で
も
、
と
い
う

意
味
か
ら
だ
れ
も
か
れ
も
と

い
う
意
味
に
な
る
と
い
う
説

で
す
。
た
だ
し
、
昔
の
猫
が
家

の
中
で
じ
っ
と
し
て
い
た
と

は
思
え
ま
せ
ん
し
、
よ
ほ
ど
裕

福
な
家
で
も
な
い
限
り
、
当
時

は
女
性
も
仕
事
を
し
て
い
る

の
が
普
通
で
す
か
ら
、
こ
の
説

も
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

私
は
説
１
が
有
力
だ
と
思

う
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
一
休
さ
ん
は
人
騒
が
せ
な

歌
を
残
し
た
も
の
で
す
。（
淨
）

仏
教
豆
知
識

徳
法
寺
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
　

ご
案
内

　
「
僧
伽
」の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
や
報
恩
講
、春
秋
彼
岸

の
案
内
、
お
講
の
案
内
、
学

習
会
の
レ
ジ
ュ
メ
、
交
流
広

場
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は

http://tokuhou-ji.com
/

で
す
。
是
非
覗
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。



僧　　　　　伽（サンガ） (６)第89号

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◆ 

法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
︱
四

　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

◎
お
講
（
石
坂
同
信
会
主
催
）

毎
月
二
十
一
日

午
後
七
時
半
よ
り

講
師　

四
月　

細
川　

公
英

　
　
　

五
月　

杉
谷　
　

淨

　
　
　

六
月　

西
山　
　

彰

　
　
　

七
月　

杉
谷　
　

淨

◎
報
恩
講

　

五
月
二
十
四
日
（
日
）

　

午
前
九
時
半
よ
り

　
　

正
信
偈
の
お
勤
め

　

午
前
十
時
半

　
　

法
話

　
　
　

真
宗
大
谷
派

　
　
　

教
学
研
究
所
所
員

 
榎
榎
榎
榎 

御
手
洗　

隆
明
師

　

正
午

　
　

御
斎　

手
打
ち
そ
ば

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 

更
科
藤
井

　

午
後
一
時

　
　

絵
本
と
民
族
音
楽
の
世
界

　
　

ロ
ビ
ン
・
ロ
イ
ド
さ
ん
の

　
　

音
楽
と
増
田
梨
花
さ
ん
の

　
　

絵
本
読
み
合
わ
せ

　

午
後
二
時
半

　
　

講
演

　
　

立
命
館
大
学
教
授

 
榎
榎
榎
榎
榎 

増
田　

梨
花
氏

（
表
紙
の
続
き
）

　

作
家
で
舞
台
の
演
出
家
で
も

あ
る
鴻
上
尚
史
氏
は
、
十
二
月

十
七
日
付
け
朝
日
新
聞
の
『
問

わ
れ
る
既
存
メ
デ
ィ
ア
』
と
い

う
特
集
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
「
最
近
は
『
あ
な
た
は
い
ま
の

ま
ま
で
い
い
』『
あ
り
の
ま
ま
で

価
値
が
あ
る
』と
自
分
を
無
条
件

に
肯
定
し
て
く
れ
る
本
が
売
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
何
も
し
な

く
て
も
日
本
人
だ
か
ら
最
高
の

存
在
』
と
訴
え
る
超
保
守
的
な

人
々
の
考
え
方
に
通
じ
ま
す
。

　

地
道
に
考
え
、
知
恵
を
積
み

重
ね
れ
ば
『
日
本
人
で
い
る
だ

け
で
素
晴
ら
し
い
』
と
い
う
論

理
は
受
け
入
れ
が
た
い
。」

　

こ
の
一
文
は
、
大
ヒ
ッ
ト
し

た
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
の
主
題
歌

を
批
判
し
た
も
の
で
な
い
。
間

違
い
な
く
、
百
田
尚
樹
氏
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
の
よ
う
な
本
の
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。　

　

さ
ら
に
鴻
上
氏
は
、
次
の
よ

う
に
続
け
て
い
る
。

　
「
し
か
し
、こ
う
し
た
主
張
を

展
開
す
る
人
た
ち
は
、
リ
ベ
ラ

ル
勢
力
や
外
国
人
へ
の
憎
悪
を

呼
び
覚
ま
す
言
葉
を
熟
知
し
て

い
ま
す
。
知
性
や
論
理
で
は
な

く
、
人
々
の
感
情
を
揺
さ
ぶ
り
、

感
情
を
動
か
す
言
葉
を
発
信
す

る
力
が
あ
り
ま
す
。」

　

百
田
氏
が
、
先
の
東
京
都
知

事
選
に
お
い
て
、
某
立
候
補
者

に
肩
入
れ
す
る
あ
ま
り
、
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
ま
が
い
の
暴
言
を

吐
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い
。鴻
上
氏
の
言
う「
発

信
力
」
が
、
や
や
拙
い
形
で
噴

出
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。　

　

最
近
、
百
田
氏
は
一
人
の
男

の
最
期
を
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

小
説
に
仕
上
げ
た
。
一
昨
年
亡

く
な
っ
た
、
歌
手
で
タ
レ
ン
ト

の
や
し
き
た
か
じ
ん
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
献
身
的
な
若
妻

の
愛
を
、
彼
は
『
殉
愛
』
と
名

付
け
た
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
、

遺
族
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
つ
い
て

い
る
と
い
う
。
正
確
な
取
材
に

基
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
の
だ
。

さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
。
ど
う

も
百
田
氏
に
は
自
分
の
思
い
だ

け
で
人
物
を
理
想
化
し
て
描
い

て
し
ま
う
癖
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

か
つ
て
作
家
の
村
上
春
樹
氏

は
、
日
中
間
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
高
ま
り
を
危
惧
し
て
、
安

酒
に
気
を
付
け
よ
と
新
聞
紙
上

で
警
告
を
発
し
た
。
安
酒
は
す

ぐ
に
酔
え
る
が
悪
酔
い
す
る
の

で
ご
用
心
を
、
と
い
う
わ
け
だ
。

新
聞
の
ほ
ぼ
一
面
を
使
っ
て
、

両
国
の
彼
の
フ
ァ
ン
に
向
け
て

訴
え
た
渾
身
の
エ
ッ
セ
イ
は
、

堂
々
と
し
た
品
格
を
備
え
た
名

文
だ
っ
た
。

　

そ
う
い
え
ば
三
十
年
近
く
前
、

鴻
上
尚
史
氏
が
主
宰
す
る
「
第

三
舞
台
」
の
公
演
を
、
大
阪
阿

倍
野
の
近
鉄
小
劇
場
で
見
た
こ

と
が
あ
る
。『
ビ
ー
・
ヒ
ア
・
ナ

ウ
』
と
題
さ
れ
た
超
シ
ュ
ー
ル

で
難
解
な
演
劇
だ
っ
た
が
、
鴻

上
と
い
う
若
い
演
出
家
の
並
々

な
ら
ぬ
才
気
を
感
じ
さ
せ
る
に

十
分
だ
っ
た
。
小
倉
寛
久
と
ま

だ
無
名
だ
っ
た
筧
利
夫
が
出
て

い
た
。

　

つ
い
で
に
書
か
せ
て
い
た
だ

く
と
、
私
は
や
し
き
た
か
じ
ん

が
結
構
好
き
で
、
彼
の
C
D
を

二
枚
も
持
っ
て
い
る
。特
に「
東

京
」
は
私
の
重
要
な
カ
ラ
オ
ケ

の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
一
つ
だ
。

大
体
彼
の
歌
は
、
ワ
ン
パ
タ
ー

ン
で
、「
浮
気
さ
れ
て
も
騙
さ
れ

て
も
ア
ン
タ
に
つ
い
て
い
く

わ
」
と
い
う
、
男
性
に
と
っ
て

こ
の
上
な
く
都
合
の
い
い
女
の

人
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た

安
酒
に
よ
く
合
う
の
だ
。

　

歳
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
だ
ん

だ
ん
面
倒
な
こ
と
が
嫌
に
な
り
、

安
酒
に
酔
い
し
れ
、
思
考
停
止

状
態
に
憧
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
し
か
し
地
道
に
考
え
ら

れ
、
知
恵
を
積
み
重
ね
ら
れ
て

熟
成
さ
れ
た
本
物
の
味
だ
け
は
、

忘
れ
た
く
は
な
い
も
の
だ
。
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第
三
舞
台
の

　
　
　

こ
と
な
ど


