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盧
　
無
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垂
示
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咫
　
工
匠
チ
ュ
ン
ダ
の
嘆
願

有
為
転
変
は
現
世
の
相
、
愛
別
離
苦
は
悲
し
き
現
実
、
生
者
必
滅
は
不
可
避
の
運
命
と
は
言
い
な
が
ら
、
大
聖
シ
ャ
カ
が
忽

然
と
し
て
死
滅
す
る
と
は
耐
え
難
い
。
た
と
え
、
シ
ャ
カ
本
人
は
、
そ
の
生
涯
に
な
し
え
た
行
蹟
に
感
謝
と
喜
悦
を
覚
え
て
、

死
は
な
ん
ら
意
に
介
す
る
と
こ
ろ
無
し
と
し
て
も
、
弟
子
た
ち
は
シ
ャ
カ
の
教
法
の
み
か
、
そ
の
肉
体
も
不
滅
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
師
を
失
な
え
ば
、

世
間
は
虚
空
と
な
り
、
世
間
は
虚
空
と
な
れ
り
。
我
等
今
よ
り
救
護
く

ご

有
る
こ
と
無
く
、
宗
仰
す
る
と
こ
ろ
無
し
。
貧
窮
孤

露
に
し
て
、
一
旦
無
上
世
尊
に
遠
離
せ
ば
、
も
し
疑
惑
有
ら
ん
と
き
、
ま
さ
に
ま
た
誰
に
か
問
ふ
べ
き
。（
序
品
第
一
・

一
。
大
正
一
二
・
六
○
五
、
以
下
略
）

と
嘆
く
。

＊
阿
含
の
『
涅
槃
経
』
で
は
、
一
年
前
か
ら
説
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
は
、
い

き
な
り
二
月
十
五
日
、
入
滅
当
日
の
朝
か
ら
の
一
日
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
シ
ャ
カ
に
最
後
の
供
養
を
ゆ
る
さ
れ
た
拘
尺
く

し

那
城
な
が
ら

の
工
匠
の
子
純
ち
ゅ
ん
陀だ

（C
um
da

・
妙
義
）
は
、『
涅
槃
経
』
の
舞
台
ま

わ
し
の
役
を
つ
と
め
て
、
シ
ャ
カ
の
延
命
を
こ
い
ね
が
う
。

佛
智
よ
く
よ
く
我
等
が
無
明
の
闇
を
断
じ
た
ま
ふ
。
け
だ
し
日
出
づ
る
時
、
雲
を
除
き
光
あ
ま
ね
く
照
ら
す
が
如
し
。
如

来
よ
く
よ
く
一
切
諸
々
の
煩
悩
を
除
き
た
ま
ふ
。
け
だ
し
虚
実
の
中
、
雲
起
り
て
清
涼
を
得
る
が
如
し
。
こ
の
諸
々
の
衆

生
等
、
恋
慕
し
て
悲
慟
を
増
し
、
悉
く
皆
生
死
の
苦
水
に
漂
は
さ
る
。
是
を
以
て
の
故
に
世
尊
、
衆
生
の
信
を
長
じ
、
生

死
の
苦
を
断
ぜ
ん
が
為
に
、
久
し
く
世
間
に
住
し
た
ま
ふ
べ
し
。（
純
陀
品
第
二
・
六
）

と
。
残
念
切
々
た
る
も
の
が
あ
る
。

哂
　
寿
命
無
量
と
雖
も

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ャ
カ
の
語
る
と
こ
ろ
は
〈
諸
行
無
常
〉
の
法
印
で
あ
っ
た
。

一
切
の
諸
々
の
世
間
、
生
ず
る
者
は
皆
死
に
帰
す
。
寿
命
無
量
と
雖
も
、
要
必
ず
終
尽
有
り
。
そ
れ
盛
ん
な
る
必
ず
衰
ふ

る
こ
と
有
り
。
合
会
は
別
離
有
り
。
壮
年
久
し
く
停
ら
ず
、
盛
色
、
病
に
侵
さ
る
。
命
死
に
呑
ま
れ
、
法
の
常
に
住
す
る

有
る
こ
と
無
し
。
諸
王
の
自
在
を
得
、
勢
力
等
く
雙
ぶ
無
き
も
、
一
切
皆
遷
滅
す
。
寿
命
も
ま
た
か
く
の
如
し
。
衆
苦
は

輪
際
無
く
、
流
転
し
て
休
息
無
し
。
三
界
皆
常
無
く
、
諸
有
悉
く
楽
に
非
ず
。
道
は
本も
と

性
相
有
り
、
一
切
皆
空
無
な
り
。

可
壊
の
法
流
転
し
て
、
常
に
憂
患
等
有
り
。
恐
怖
の
諸
々
の
過
悪
、
老
病
死
衰
悩
す
。
…
…
此
の
身
は
苦
の
集
る
所
、
一

切
皆
不
浄
な
り
。
扼
縛
癰
瘡
等
、
根
本
は
義
利
無
し
。
上
諸
天
の
身
に
至
り
て
、
皆
ま
た
ま
た
か
く
の
如
し
。
諸
慾
は
皆

常
無
し
。
ゆ
え
に
我
れ
貪
著
せ
ず
。
欲
を
離
れ
て
善
く
思
惟
し
、
真
実
の
法
を
證
す
。
究
意
じ
て
有
を
断
ず
る
者
は
、
今

日
ま
さ
に
涅
槃
す
べ
し
。
我
れ
有
の
彼
岸
に
度
り
、
一
切
の
苦
を
出
過
す
。
こ
の
ゆ
え
に
今
に
於
て
、
唯
上
妙
の
楽
を
受

く
。（
純
陀
品
第
二
・
七
）



＊『
平
家
物
語
』
の
語
り
出
し
、「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
あ
り
。
沙
羅
雙
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の

理
を
あ
ら
は
す
。
驕
れ
る
者
久
し
か
ら
ず
。
た
だ
春
の
夜
の
夢
の
如
し
。
猛
き
人
も
つ
ひ
に
は
滅
び
ぬ
…
…
」
の
趣
旨

は
、
こ
の
『
大
般
涅
槃
経
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
聖
行
品
一
九
・
下
の
雪
山
偈
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生

減
滅
已
、
寂
滅
為
楽
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
シ
ャ
カ
の
境
界
は
皆
無
常
で
あ
る
。
萬
有
の
本
質
も
相
状
も
ま
た
無
常
で
あ
る
と
、
ひ
た
す
ら
に
諸
行
無
常
相

を
説
き
聞
か
せ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
弟
子
な
ら
ぬ
愛
す
べ
き
一
俗
信
徒
・
純
陀
は
凡
情
あ
か
ら
さ
ま
に
、

世
尊
か
く
の
如
し
、
か
く
の
如
し
。
誠
に
聖
言
の
如
し
。
我
れ
今
所
有
の
智
慧
微
淺
に
し
て
、
け
だ
し
ぶ
ん

蚋せ
い

の
ご
と
し
。

何
ぞ
よ
く
如
来
涅
槃
深
奥
の
義
を
思
議
せ
ん
。（
同
）

と
、
首
を
振
る
。咤

　
諸
行
に
同
じ
う
す
べ
か
ら
ず

こ
の
一
鍛
冶
工
・
純
陀
の
思
う
が
ま
ま
の
凡
情
吐
露
は
、
つ
い
に
〈
法
身
常
住
〉
の
思
想
を
抽
き
出
す
と
と
も
に
、
シ
ャ
カ

は
何
故
入
滅
す
る
の
か
、
つ
ま
り
シ
ャ
カ
の
死
は
〈
無
常
垂
示
〉
の
た
め
、
と
い
う
意
義
を
打
ち
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

大
弟
子
・
文
殊
師
利
（M

a ~njuśr -i

）
は
、
あ
ら
れ
も
な
い
純
陀
の
重
請
を
見
聞
し
て
、
こ
れ
を
た
し
な
め
、

汝
、
今
ま
さ
に
諸
行
性
相
を
観
ず
べ
し
。
か
く
の
如
く
に
行
を
観
ず
れ
ば
、
空
三
昧
を
具
す
。
正
法
を
求
め
ん
と
欲
せ
ば

か
く
の
如
く
に
學
す
べ
し
。

と
、
諸
法
皆
空
の
真
理
に
住
す
る
の
禅
定
を
す
す
め
た
が
、
庶
民
・
純
陀
は
、
か
か
る
定
型
化
し
た
空
三
昧
的
解
決
を
聴
か
ば

こ
そ
、
こ
の
智
慧
第
一
の
大
弟
子
に
噛
み
つ
く
。
む
し
ろ
文
殊
師
利
を
向
こ
う
に
ま
わ
し
て
堂
々
の
長
広
舌
を
ふ
る
う
の
で
あ
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る
。

我
れ
聞
く
、
諸
天
は
寿
命
極
長
と
。
い
か
ん
ぞ
世
尊
、
こ
れ
天
中
天
に
し
て
寿
命
さ
ら
に
ち
ぢ
ん
で
百
年
を
満
た
ざ
ら
ん
。

聚
落
主
の
ご
と
き
勢
自
在
を
得
。
自
在
力
を
以
て
よ
く
他
人
を
制
す
。
こ
の
人
、
福
尽
き
て
其
の
後
貧
賎
に
、
人
に
軽
蔑

せ
ら
れ
、
他
に
策
使
せ
ら
る
。
ゆ
え
は
い
か
ん
。
勢
力
を
失
す
る
が
故
な
り
。
世
尊
も
亦
し
か
な
り
。
諸
行
に
同
じ
う
す
。

諸
行
に
同
じ
う
す
れ
ば
、
即
ち
称
し
て
天
中
天
と
為
す
こ
と
を
得
ず
。
何
を
以
て
の
ゆ
え
に
。
諸
行
は
即
ち
こ
れ
生
死
の

法
の
ゆ
え
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
文
殊
、
如
来
を
観
じ
て
諸
行
に
同
じ
う
す
る
こ
と
な
か
れ
。
…
…
文
殊
師
利
、
汝
、
今
憶

想
分
別
し
て
、
如
来
法
を
以
て
諸
行
に
同
じ
う
す
べ
か
ら
ず
。（
純
陀
品
第
二
・
九
）

〈
天
人
〉
だ
っ
て
寿
命
極
長
と
言
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
、
シ
ャ
カ
が
人
寿
百
才
に
も
満
た
ず
し
て
、
僅
々
八
十
才
で

死
ぬ
と
は
…
…
。
文
殊
よ
、
わ
れ
ら
の
シ
ャ
カ
を
他
の
万
有
と
同
じ
に
見
る
と
は
何
事
ぞ
、
と
。
ま
た
、
い
か
に
も
純
陀
ら
し

く
、
世
間
の
話
題
を
と
り
あ
げ
て
、
巨
富
の
長
者
に
子
が
生
ま
れ
た
が
、
人
相
見
が
、「
こ
の
子
は
短
命
」
と
判
じ
た
と
す
る
。

短
命
で
は
家
を
嗣
ぐ
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
、「
こ
れ
を
視
る
こ
と
草
の
如
く
す
る
。」
そ
の
よ
う
に
、「
そ
れ
短
寿
者
は
沙
門

に
も
、
婆
羅
門
に
も
、
男
女
、
大
小
に
敬
念
せ
ら
れ
ず
。
も
し
如
来
を
し
て
、
諸
行
に
同
じ
う
せ
し
め
ば
、
ま
た
ま
た
一
切
世

間
の
人
天
衆
生
に
奉
敬
せ
ら
れ
ず
。」
か
く
の
如
く
、
文
殊
よ
、「
如
来
も
一
切
の
諸
行
に
同
じ
」
と
語
る
な
か
れ
、
と
弁
じ
た
。

そ
し
て
、

正
法
を
護
ら
ん
と
欲
せ
ば
、「
如
来
、
諸
行
に
同
じ
、
諸
行
に
同
じ
か
ら
ず
」
と
説
く
こ
と
勿
れ
。
唯
ま
さ
に
自
ら
責
む
べ

し
、「
我
れ
今
愚
痴
に
し
て
、
未
だ
慧
眼
あ
ら
ず
」
と
。
如
来
の
正
法
は
思
議
す
べ
か
ら
ず
。

と
、
論
じ
て
い
く
う
ち
に
、

我
れ
定
ん
で
知
り
ぬ
、
如
来
の
身
は
即
ち
是
れ
法
身
。
食
身
と
為
す
に
非
ざ
る
こ
と
を
。（
純
陀
品
第
二
・
一
○
）

と
、
い
つ
し
か
「
微
妙
の
大
智
を
成
就
し
、
善
く
甚
深
の
大
乗
経
典
に
入
」
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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咾
　
二
施
の
果
報
等
し
く
し
て

実
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
純
陀
は
最
後
の
供
養
を
さ
さ
げ
て
い
た
。
こ
の
供
養
の
一
事
が
『
涅
槃
経
』
の
佛
身
論
の
口
火
と

な
っ
て
い
た
こ
と
を
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
四
十
五
年
前
、
シ
ャ
カ
が
成
道
直
前
に
、
村
の
二
少
女

か
ら
乳
に
ゅ
う
糜び

の
供
養
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
四
十
五
年
後
の
今
、
涅
槃
直
前
に
純
陀
の
供
養
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
二
つ
の
供
養
の
意
味
の
軽
重
は
明
ら
か
な
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
当
の
シ
ャ
カ
は
両
者
の
意
義
に
差
別
な
し
と
す
る
。

純
陀
は
異
議
を
申
し
立
て
る
。

二
施
の
果
報
差
別
無
し
と
は
、
是
の
義
然
ら
ず
。
何
を
以
て
の
ゆ
え
に
、
先
の
受
施
者
は
煩
悩
未
だ
尽
き
ず
、
未
だ
一
切

種
智
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
ず
。
亦
、
未
だ
衆
生
を
し
て
檀
波
羅
蜜
を
具
足
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ず
。
後
の
受
施
者
は
、

煩
悩
す
で
に
尽
き
、
す
で
に
一
切
種
智
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
、
よ
く
衆
生
を
し
て
、
あ
ま
ね
く
檀
波
羅
蜜
を
具
足
す
る

こ
と
を
得
し
む
。
云
々
。（
純
陀
品
第
二
・
三
）

施
食
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
さ
き
の
場
合
、
受
施
者
の
シ
ャ
カ
は
ま
だ
成
道
以
前
で
あ
り
、
雑
食
身
・
煩
悩
身
・
無
常
身
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
の
場
合
、
つ
ま
り
今
純
陀
の
施
食
の
時
は
、
こ
れ
を
受
け
る
シ
ャ
カ
は
す
で
に

成
道
を
果
た
し
て
無
煩
悩
身
・
金
剛
身
・
法
身
・
常
身
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
果
報
は
同
じ
で
は
な
く
、

違
う
は
ず
で
は
な
い
か
…
…
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
、
シ
ャ
カ
は
「
二
施
の
果
報
差
別
無
し
」
と
言
う
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
す
で
に
見
透
せ
よ
う
が
、
こ
こ
に
シ
ャ
カ

が
無
始
常
住
の
佛
陀
で
あ
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
仕
組
な
の
で
あ
る
。
シ
ャ
カ
は
、
あ
の
時
、

陀
、

陀

波
羅
の
二
牧
女
か
ら
乳
糜
を
受
け
て
後
に
正
覚
を
得
た
と
肉
眼
に
は
見
え
よ
う
が
、
実
は
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
以
来
、
食
身
・

煩
悩
身
を
離
れ
て
、
常
身
・
法
身
・
金
剛
身
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
二
施
食
に
差
別
な
し
。
先
き
の
場
合
も
、「
我
れ
実
は
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食
せ
ず
。
…
…
我
れ
今
も
ま
た
食
せ
ず
」
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
一
件
で
も
「
佛
身
常
住
」
が
語
り
出
さ
れ
て

い
る
『
涅
槃
経
』
の
工
夫
な
の
で
あ
る
。

＊「
小
乗
の
阿
含
部
経
典
の
『
遊
行
経
』
で
は
純
陀
の
施
食
が
入
滅
を
禍
い
す
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
か

ん
と
し
て
二
施
の
果
報
無
差
な
り
と
言
ひ
、
寧
ろ
重
点
は
涅
槃
の
際
の
施
食
に
意
義
あ
ら
し
む
る
に
在
っ
た
の
で
あ
る
が
、

今
、『
涅
槃
経
』
に
於
て
は
、
逆
に
重
点
を
成
道
前
の
施
食
に
置
き
、
成
道
の
前
の
施
食
が
成
道
後
の
施
食
に
劣
る
も
の
に

非
ざ
る
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
種
の
施
食
の
果
報
無
差
な
る
根
拠
を
佛
性
と
い
ふ
所
に
発
見
し
た
。
言
ひ
得
る
な
ら

ば
、『
遊
行
経
』
に
は
純
陀
の
罪
を
救
っ
て
佛
の
涅
槃
を
正
常
視
せ
ん
と
す
る
宗
教
的
情
操
の
発
露
が
見
ら
れ
、『
涅
槃
経
』

に
は
同
じ
二
種
施
食
果
報
無
差
な
る
命
題
に
よ
り
な
が
ら
、
進
ん
で
佛
陀
の
本
質
探
求
と
い
ふ
哲
學
的
思
索
へ
転
換
せ
し

め
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
吾
々
は
こ
こ
に
素
材
を
巧
妙
に
転
用
し
た
『
涅
槃
経
』
の
思
想
的
鋭

敏
を
認
め
ず
に
居
ら
れ
ぬ
。」（
横
超
慧
日
『
涅
槃
経
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
二
年
、
九
一
、
二
頁
）。

従
来
、「
色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を
、
わ
が
世
、
誰
ぞ
常
な
ら
む
」
と
諸
行
無
常
を
説
く
佛
教
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
、
当
の

シ
ャ
カ
み
ず
か
ら
、
そ
の
無
常
相
を
あ
ら
わ
す
死
の
時
を
借
り
て
、
こ
れ
を
逆
手
に
と
り
、
シ
ャ
カ
の
死
は
、
無
常
垂
示
の
た

め
の
方
便
で
あ
り
、
実
の
シ
ャ
カ
は
常
住
、
不
変
易
な
る
こ
と
を
、
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
説
い
て
行
く
の
で
あ
り
、

『
大
般
涅
槃
経
』
作
者
た
ち
の
妙
手
、
巧
者
ぶ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
シ
ャ
カ
の
常
住
を
説
く
に
は
最
も
ふ
さ
わ
し

く
な
い
と
思
わ
れ
る
〈
死
〉
の
舞
台
を
、
か
え
っ
て
逆
用
し
て
の
製
作
者
た
ち
の
大
胆
な
作
意
と
、
苦
心
、
工
夫
は
い
か
ば
か

り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

咼
　
諸
佛
の
法
爾
な
り

さ
て
、
元
の
咤
に
帰
っ
て
、
シ
ャ
カ
に
と
り
す
が
り
、
そ
の
延
命
を
訴
え
つ
づ
け
て
い
た
純
陀
も
、
つ
い
に
シ
ャ
カ
の
身
は

172



滅
失
す
る
が
、
そ
の
法
身
は
常
住
と
い
う
こ
と
で
、
納
得
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ざ
シ
ャ
カ
が
、「
今
ま
さ
に
是
れ
時
な
り
。

如
来
、
正
に
當
に
般
涅
槃
す
べ
し
。」
と
告
げ
れ
ば
、
純
陀
た
ま
ら
ず
、
號
哭
悲
咽
し
て
、「
苦
な
る
哉
、
苦
な
る
哉
、
世
間
は

虚
空
な
り
」
と
声
を
あ
げ
、「
我
等
い
ま
、
一
切
ま
さ
に
共
に
五
體
を
地
に
投
じ
、
同
聲
に
佛
を
勧
め
て
般
涅
槃
し
た
ま
ふ
こ
と

な
か
ら
し
む
べ
し
」
と
大
衆
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
純
陀
に
、
シ
ャ
カ
は
語
り
か
け
る
。

大
い
に
啼
哭
し
て
自
ら
そ
の
心
を
乱
す
こ
と
な
か
れ
。
ま
さ
に
是
の
身
は
猶
し
芭
蕉
、
熱
時
の
炎
、
水
沫
、
幻
、
化
、
乾け
ん

闥だ
つ

婆ば

城
（
蜃
気
楼
）
の
如
し
。
…
…

と
し
て
、
一
気
に
諸
行
無
常
相
を
宣
説
す
る
。

我
れ
、
汝
お
よ
び
一
切
を
哀
憫
す
る
を
以
て
、
こ
の
ゆ
え
に
今
日
涅
槃
に
入
ら
ん
と
欲
す
。
何
を
以
て
の
ゆ
え
に
。
諸
佛

の
法
爾
な
り
。
有
為
も
ま
た
然
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
諸
佛
は
こ
の
偈
を
説
き
た
ま
ふ
。

有
為
の
法
は
、
そ
の
性
無
常
な
り
。
生
じ
お
は
り
て
住
せ
ず
、
寂
滅
を
楽
と
な
す
。

純
陀
、
汝
い
ま
ま
さ
に
一
切
行
雑
、
諸
法
無
我
、
無
常
、
不
住
を
観
ず
べ
し
、
此
の
身
は
多
く
無
量
の
過
患
有
り
。
け
だ

し
水
泡
の
如
し
。
こ
の
ゆ
え
に
汝
い
ま
啼
泣
す
べ
か
ら
ず
。（
純
陀
品
第
二
・
一
三
）

一
切
の
生
類
に
、
万
有
の
無
常
な
る
理
を
知
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
涅
槃
の
相
を
示
す
の
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
に
到
っ
て
、

純
陀
は
シ
ャ
カ
の
教
え
を
会
得
す
る
。
な
お
憂
悩
を
覚
え
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
。

是
の
如
し
、
是
の
如
し
。
誠
に
尊
教
の
如
し
。
如
来
、
方
便
示
現
し
て
涅
槃
に
入
り
た
ま
ふ
と
知
る
と
雖
も
、
而
も
我
れ

憂
悩
を
懷
か
ざ
る
こ
と
能
は
ず
。
覆
う
て
自
ら
思
惟
し
て
、
ま
た
慶
悦
を
生
ず
。（
同
）

と
。
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哘
　
衆
生
を
化
せ
ん
が
為
に

以
後
、
こ
の
〈
方
便
涅
槃
〉
の
思
想
は
貫
流
し
て
行
く
。
定
型
化
の
嫌
い
が
あ
る
が
、
月
喩
品
第
十
五
に
は
次
の
喩
説
が
説

か
れ
て
い
る
。
以
て
本
経
の
勘
所
を
知
り
得
よ
う
。

譬
へ
ば
人
有
り
て
、
月
の
現
ぜ
ざ
る
を
見
て
、
皆
「
月
没
す
」
と
言
ひ
て
没
想
を
作
す
。
し
か
も
、
こ
の
月
性
、
実
は
没

す
る
こ
と
無
き
な
り
。
他
方
に
転
現
す
れ
ば
、
彼
処
の
衆
生
「
復
月
出
ず
」
と
謂
ふ
。
し
か
も
此
の
月
性
実
は
出
づ
る
こ

と
無
き
な
り
。
何
を
以
て
の
ゆ
え
に
、
須
彌
山
障
ふ
る
を
以
て
の
ゆ
え
に
現
ぜ
ず
。
そ
の
月
常
に
生
じ
て
、
性
出
没
無
き

が
如
し
。
如
来
・
應
具
・
正
遍
知
（
シ
ャ
カ
）
も
ま
た
ま
た
か
く
の
如
し
。
三
千
大
千
世
界
に
出
現
し
、
或
は
閻
浮
提

（
こ
の
世
界
）
に
父
母
有
る
を
示
す
。
衆
生
皆
「
閻え
ん

浮ぶ

提だ
い

に
生
ず
」
と
謂
ふ
。
或
は
閻
浮
提
に
涅
槃
を
示
現
す
。
如
来
の

性
、
実
に
涅
槃
無
し
。
し
か
も
、
諸
々
の
衆
生
皆
、「
如
来
実
に
般
涅
槃
す
」
と
謂
ふ
。
譬
へ
ば
月
没
の
如
し
。
善
男
子
、

如
来
の
性
、
実
は
生
滅
無
く
、
衆
生
を
化
せ
ん
が
為
に
生
滅
有
る
を
示
す
。（
月
喩
品
第
十
五
・
一
）

月
に
盈
虧
出
没
は
あ
っ
て
も
、
月
は
常
在
す
る
。
シ
ャ
カ
の
本
性
は
出
没
無
く
、
常
住
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
現
相
は
生

と
滅
を
顕
わ
し
、
王
子
と
し
て
生
ま
れ
、
い
ま
や
沙
羅
雙
樹
の
間
に
涅
槃
に
入
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
衆
生
教
化
の
方

便
の
相
で
あ
る
、
と
。

菩
薩
品
第
十
六
に
は
、

「
蛇
の
皮
を
脱
す
る
が
如
く
、
死
滅
と
せ
ん
や
。」「
不
な
り
。」「
如
来
も
亦
し
か
な
り
。
方
便
示
現
し
て
毒
身
を
棄
捨
す
。

如
来
無
常
滅
と
言
ふ
べ
き
や
。」「
不
な
り
。
如
来
此
の
閻
浮
提
の
中
に
於
て
方
便
し
て
身
を
捨
つ
。
か
の
毒
蛇
の
故
皮
を

捨
つ
る
が
如
し
。
是
の
ゆ
え
に
如
来
名
づ
け
て
常
住
と
為
す
。」（
菩
薩
品
第
十
六
・
二
））

と
い
う
シ
ャ
カ
と
迦
葉
菩
薩
の
問
答
が
見
え
て
い
る
。
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哥
　
起
ち
て
結
跏
趺
座
す

一
切
大
衆
所
問
品
第
十
七
の
結
び
に
い
た
る
や
、
よ
う
や
く
シ
ャ
カ
は
、

我
れ
い
ま
背
疾
み
挙
体
皆
病
む
。
我
れ
い
ま
臥
せ
ん
と
欲
す
。

と
、
言
う
な
り
、
こ
ど
も
や
重
病
人
の
よ
う
に
右
脇
に
臥
し
た
。
こ
れ
を
眼
の
あ
た
り
に
し
た
迦
葉
は
、
さ
す
が
純
陀
と
は
異

な
っ
た
目
く
ば
り
な
が
ら
、
質
す
る
。
―
―
す
な
わ
ち
、
諸
病
を
免
れ
、
患
苦
悉
く
除
い
て
、
怖
畏
無
き
は
ず
の
シ
ャ
カ
が
、

常
人
と
同
じ
よ
う
に
黙
然
と
臥
伏
す
る
と
は
如
何
か
、
と
。
こ
れ
で
は
、
弟
子
が
躓
く
ば
か
り
か
、

ま
さ
に
外
道
九
十
五
種
に
軽
慢
せ
ら
れ
、
無
常
相
を
生
ぜ
し
む
べ
し
。
か
の
諸
々
の
外
道
、
ま
さ
に
こ
の
言
を
な
す
べ
し
。

「
我
ら
我
性
、
人
、
自
在
、
時
節
、
微
塵
等
の
法
を
以
て
、
常
住
に
し
て
変
易
有
る
こ
と
無
し
と
な
す
に
し
か
ず
。
沙
門
瞿ぐ

雲ど
ん

（
シ
ャ
カ
）
無
常
に
遷
さ
る
。
是
れ
変
易
の
法
」（
現
病
品
第
十
八
・
一
）

と
。
外
道
か
ら
も
嘲
罵
さ
れ
ま
し
ょ
う
、
と
。
い
さ
さ
か
勝
っ
た
理
の
う
ち
に
、
悲
し
み
を
こ
め
て
の
設
問
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
聞
く
や
、
シ
ャ
カ
は
俄
然
、

大
悲
心
に
薫
じ
、
諸
々
の
衆
生
の
各
々
の
所
念
を
知
り
、
ま
さ
に
随
順
し
て
畢
意
利
益
せ
ん
と
欲
し
、
す
な
わ
ち
臥
よ
り

起
ち
て
結
跏
趺
座
す
。
顔
貌
熈
怡
き

い

、
融
金
聚

ゆ
う
こ
ん
じ
ゅ

の
如
し
。
面
目
端
厳
、
猶
し
月
の
盛
満
の
ご
と
し
。
形
容
清
浄
、
諸
々
の
垢

壊
無
し
。
大
光
明
を
放
ち
て
虚
空
に
充
　
す
。
…
…
衆
生
に
大
智
の
炬
を
恵
施
し
て
悉
く
無
明
の
黒
闇
を
滅
す
る
を
得
し

む
。
百
千
億
那
由
他
の
衆
生
を
し
て
、
不
退
の
菩
薩
の
心
に
安
止
せ
し
む
。（
同
二
）

の
相
を
あ
ら
わ
し
、

善
男
子
。
我
れ
往
昔
無
量
無
辺
億
那
由
他
百
千
萬
劫
に
於
て
、
已
に
病
根
を
除
き
、
永
く
倚
臥
を
離
る
。
…
…
我
れ
い
ま

実
に
一
切
の
疾
病
無
し
。
ゆ
え
は
如
何
。
諸
佛
世
尊
久
し
く
已
に
一
切
の
病
を
遠
離
す
る
が
ゆ
え
な
り
。
迦
葉
、
是
の
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諸
々
の
衆
生
、
大
乗
方
等
の
密
語
を
知
ら
ず
し
て
、
す
な
は
ち
如
来
真
実
に
疾
有
り
と
謂
ふ
。（
同
四
）

と
、
宣
言
し
た
。
そ
し
て
、
真
相
は
か
く
の
如
し
だ
が
、
無
常
の
世
に
執
す
る
衆
生
に
、
無
常
の
相
を
現
示
さ
ん
が
た
め
の
ゆ

え
に
、
か
く
重
病
人
相
を
と
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

哦
　
無
常
垂
示
の
た
め
に

そ
も
そ
も
、
大
聖
シ
ャ
カ
と
も
あ
ろ
う
者
が
、
年
齢
八
十
に
し
て
、
あ
わ
れ
病
臥
し
て
死
滅
せ
ん
と
す
る
の
か
…
…
、
そ
の

意
味
は
…
…
と
い
う
問
ひ
に
発
し
、
こ
の
テ
ー
マ
に
挑
ん
だ
佛
身
論
で
は
、
シ
ャ
カ
の
超
人
化
・
神
格
化
の
た
め
に
は
〈
任
意

捨
命
〉
を
必
須
条
件
と
し
な
が
ら
も
、
さ
き
の
『
法
華
経
』
は
、
衆
生
に
　
遭
・
恭
敬
の
心
を
生
ぜ
し
む
る
た
め
に
、
方
便
を

以
て
死
し
て
見
せ
た
、
と
強
弁
し
た
。
そ
れ
は
『
法
華
経
』
製
作
グ
ル
ー
プ
の
苦
肉
の
〈
妙
案
〉
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
い

か
ん
せ
ん
、
説
か
ん
が
た
め
に
説
い
た
矮
小
性
を
免
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
こ
の
『
涅
槃
経
』
が
思
い
つ
い

た
弁
解
の
ほ
う
が
、
ま
だ
自
然
で
、
無
理
は
少
な
か
ろ
う
。「
人
よ
、
い
つ
ま
で
も
生
く
る
と
思
う
こ
と
な
か
れ
よ
。
生
命
あ
る

も
の
は
、
す
べ
か
ら
く
、
か
く
の
如
く
死
す
」
と
、
身
を
以
て
無
常
相
を
現
示
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
、
と
。

そ
れ
に
し
て
も
、
シ
ャ
カ
神
格
化
の
極
致
と
も
称
せ
ら
れ
る
『
涅
槃
経
』
―
―
と
か
く
哲
学
的
で
論
癖
に
た
け
た
『
涅
槃
経
』

に
し
て
か
ら
が
、
か
く
の
如
き
平
凡
に
し
て
平
凡
な
る
論
決
を
以
て
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
印
象
的
で
あ
る
。

そ
の
貧
弱
さ
は
蔽
う
べ
く
も
な
い
。
こ
の
上
は
、
た
だ
「
シ
ャ
カ
は
寿
命
尽
き
て
死
し
た
。」
と
い
う
以
外
、
ま
た
以
上
は
あ
る

ま
い
。こ

の
世
に
お
け
る
人
々
の
生
命
は
定
相
な
く
、
ど
れ
だ
け
、
生
き
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
惨
ま
し
く
、
短
く
て
、
苦
悩

に
繋
が
れ
て
い
る
。
生
ま
れ
た
も
の
ど
も
は
死
を
逃
れ
る
道
が
な
い
。
老
い
に
達
し
て
は
死
が
来
る
。
実
に
生
命
あ
る
も

の
ど
も
の
定
め
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。
若
い
人
も
壮
年
の
人
も
、
愚
者
も
賢
者
も
、
す
べ
て
死
に
屈
服
し
て
し
ま
う
。
す
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べ
て
の
者
は
必
ず
死
に
至
る
。
見
よ
。
見
守
っ
て
い
る
親
族
が
と
め
ど
な
く
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
の
に
、
人
は
一
人
ず
つ
、

屠
所
に
引
か
れ
る
牛
の
よ
う
に
連
れ
去
ら
れ
る
。
人
々
が
色
々
と
念
願
し
て
も
、
結
果
は
異
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
期
待

に
そ
む
く
こ
と
、
こ
の
通
り
で
あ
る
。
世
の
あ
り
さ
ま
を
見
よ
。（『
経
集
』
五
七
四
〜
五
八
八
）

古
経
『
経
集
』（Suttanipa –ta

）
の
声
で
あ
っ
た
。
後
世
の
〈
神
格
化
〉
の
工
作
と
は
縁
な
く
、
万
人
普
遍
の
死
を
、
み
ず

か
ら
の
も
の
と
し
た
シ
ャ
カ
の
声
で
あ
る
。
飾
ら
ず
、
捏
ね
回
さ
ず
、
す
っ
き
り
と
死
を
語
っ
た
シ
ャ
カ
自
身
の
声
。
本
来
、

人
生
を
リ
ア
ル
に
生
・
老
・
病
・
死
の
四
苦
で
直
視
し
た
そ
の
〈
人
〉
の
声
。〈
人
〉
の
死
は
〈
垂
示
〉
の
た
め
な
ど
と
い
う
賢

こ
ぶ
っ
た
理
屈
で
な
く
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
で
あ
っ
た
。

蟻
の
ご
と
く
に
あ
つ
ま
り
て
、
東
西
に
い
そ
ぎ
、
南
北
に
わ
し
る
。
高
き
あ
り
、
賎
し
き
あ
り
、
老
い
た
る
あ
り
、
若
き

あ
り
。
行
く
所
あ
り
、
帰
る
家
あ
り
。
夕
に
い
ね
て
、
朝
に
起
く
。
い
と
な
む
と
こ
ろ
何
事
ぞ
や
。
生
を
貧
り
利
を
求
め

て
や
む
時
な
し
。
身
を
養
ひ
て
何
事
を
か
待
つ
。
期
す
る
所
、
た
だ
老
と
死
と
に
あ
り
。
そ
の
来
る
こ
と
速
か
に
し
て
、

念
々
の
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
待
つ
あ
ひ
だ
、
何
の
た
の
し
び
か
あ
ら
む
。
ま
ど
へ
る
も
の
は
こ
れ
を
お
そ
れ
ず
。

名
利
に
お
ぼ
れ
て
先
途
の
近
き
こ
と
を
顧
み
ね
ば
な
り
。（『
徒
然
草
』
七
十
四
段
）

こ
れ
は
仁
和
寺
の
兼
好
の
言
葉
。
ま
た
、

自
分
自
身
の
死
は
、
本
当
に
想
像
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
死
に
つ
い
て
考
察
す
る
時
に
は
、
い
つ
も
わ
れ

わ
れ
は
観
察
者
と
し
て
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
精
神
分
析
學
は
実
際
に
は
誰
も

が
自
分
の
死
を
信
じ
な
い
と
い
う
説
、
言
い
か
え
れ
ば
誰
も
が
意
識
下
で
自
己
の
不
滅
を
確
信
し
て
い
る
と
い
う
説
を
あ

え
て
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。」（Sigm

und
F
reud:

T
houghts

on
W
ar
and
D
eath/C

ollected
Papers.IV

.pp.304.5

）

と
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
大
結
論
。
こ
れ
を
一
首
に
吟
じ
て
み
せ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

今
ま
で
は
人
の
事
だ
と
思
っ
た
に
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わ
れ
が
死
ぬ
と
は
こ
い
つ
あ
た
ま
ら
ぬ

（
十
返
舎
一
九
）

唏
　
キ
リ
ス
ト
と
無
常
垂
示

以
上
、『
涅
槃
経
』
は
、
シ
ャ
カ
を
神
格
化
せ
ん
と
し
て
、
シ
ャ
カ
は
常
住
な
の
だ
が
、
衆
生
に
諸
行
無
常
な
る
こ
と
を
垂
示

せ
ん
が
た
め
、
仮
に
死
し
て
見
せ
た
の
だ
、
と
し
て
の
け
た
こ
と
を
見
て
来
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〉

の
死
に
は
、〈
無
常
垂
示
〉
の
趣
旨
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
―
―
。

も
と
よ
り
、
聖
書
に
は
〈
人
生
無
常
〉
の
思
想
は
流
れ
て
い
る
。

世
の
人
に
臨
む
と
こ
ろ
の
事
は
ま
た
獣
に
も
臨
む
。
こ
の
二
者
に
臨
む
と
こ
ろ
の
事
は
同
一
ひ
と
つ

に
し
て
、
是
も
死
に
彼
も
死

ぬ
る
な
り
。
皆
同
一
の
呼
吸
に
依
れ
り
。
人
は
獣
に
ま
さ
る
所
な
し
。
皆
空
な
り
。
皆
一
の
所
に
往
く
。
皆
塵
よ
り
出
で
、

皆
塵
に
か
へ
る
な
り
。〈
伝
道
之
書
三
・
一
三
、
一
四
〉

聞
け
。「
わ
れ
ら
今
日
も
し
く
は
明
日
そ
れ
が
し
の
町
に
往
き
て
、
一
年
の
間
か
し
こ
に
留
り
、
賣
買
し
て
利
を
得
ん
」
と

言
ふ
者
よ
。
汝
ら
は
明
日
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
汝
ら
の
生
命
は
何
ぞ
、
暫
く
現
れ
て
遂
に
消
ゆ
る
霧
な
り
。

〈
ヤ
コ
ブ
四
・
一
三
、
一
四
〉

な
ど
な
ど
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
も
、〈
死
〉
を
忘
れ
て
、
ほ
く
そ
笑
む
者
に
、「
愚
か
な
る
者
よ
、
今
宵
な
ん
ぢ
の
霊
魂

と
ら
る
べ
し
、
然
ら
ば
汝
の
備
へ
た
る
物
は
、
誰
が
も
の
と
な
る
べ
き
ぞ
。」〈
ル
カ
一
二
・
二
○
〉
と
迫
っ
て
い
た
。
メ
メ
ン

ト
・
モ
リ
（
死
を
覚
え
よ
）
と
。
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唔
　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死

『
涅
槃
経
』
は
シ
ャ
カ
を
主
役
と
し
て
、
人
生
の
無
常
、
人
か
な
ら
ず
死
ぬ
る
こ
と
を
弁
じ
た
が
、
で
は
「
な
に
ゆ
え
人
生
は

無
常
な
の
か
」、「
な
に
ゆ
え
人
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
」
と
い
う
設
問
は
全
く
欠
け
て
い
た
。
そ
れ
は
〈
大
前
提
〉
で
あ
っ

て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
呑
み
込
ま
れ
て
行
く
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
は
自
然
の
こ
と
、
必
然
の
こ
と
と
し
て
。

し
か
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
〈
死
〉
を
も
っ
て
、
自
然
の
こ
と
と
せ
ず
、som

ething
w
rong

と
し
、〈
死
〉
の
起
原
に
ま

で
立
ち
入
っ
て
い
る
。〈
死
〉
は
「
罪
の
払
う
値
」
と
究
明
す
る
。

│
イ
エ
ス
の
死
は
、
シ
ャ
カ
の
自
然
死
、
天
命
を
全
う
し

て
の
死
に
対
す
る
に
、〈

死
〉、
さ
ら
に
〈
刑
死
〉
で
あ
っ
た
。
同
じ
〈
死
〉
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
〈
死
〉
の
様
相
は
全
く
異

な
る
。
シ
ャ
カ
の
死
が
〈
無
常
〉
な
ら
、
イ
エ
ス
の
死
は
〈
異
常
〉
で
あ
っ
た
。

〈
シ
ャ
カ
〉
の
死
が
お
の
れ

、
、
、

の
死
で
あ
り
、
衆
生
に
無
常
を
〈
垂
示
〉
す
る
〈
教
訓
〉
の
死
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、〈
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
〉
の
死
は
、
人
類
の
罪
を
一
身
に
背
負
っ
て
の
〈
贖
い
〉
の
死
で
あ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
界
、
万
国
普
遍
の
『
使
徒
信
条
』
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
ロ
ー
マ
総
督
「
ポ
ン
テ
オ
・
ピ
ラ
ト
の

も
と
に
」〈
犯
罪
者
〉
と
し
て
、
ま
た
石
打
ち
な
ど
で
な
く
、「
十
字
架
」
の
上
で
、
つ
ま
り
〈
呪
わ
れ
た
者
〉
と
し
て
殺
さ
れ
、

葬
ら
れ
た
の
で
あ
り
、「
陰
府
に
下
っ
て
」、
陰
府
の
軍
勢
、
永
遠
の
死
の
恐
怖
と
肉
弾
あ
い
う
つ
闘
争
を
し
、
死
の
恐
怖
、
陰

府
の
苦
悩
と
掴
み
合
い
の
戦
い
を
通
じ
て
勝
利
し
、〈
復
活
〉
の
凱
歌
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。（
カ
ル
ヴ
ァ
ン
『
基
督
教
綱
要
』

Ⅱ
・
16
・
10
、
11
。）

〈
シ
ャ
カ
〉
の
死
と
〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〉
の
死
と
。〈
無
常
垂
示
〉
に
対
す
る
に
〈
代
償
的
贖
罪
〉
と
。
そ
の
間
の
あ
ま

り
な
差
異
に
驚
く
の
で
あ
る
。『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
』（D

er
H
eiderbeg

C
atechism

us

）
は
述
べ
る
。
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（
問
四
二
）

そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が
私
た
ち
の
た
め
に
死
ん
で
下
さ
っ
た
上
は
、
な
ぜ
私
た
ち
が
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。

（
答
）私

た
ち
の
死
は
罪
に
対
す
る
償
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
〈
ロ
ー
マ
七
・
二
四
、
詩
四
九
・
七
〉。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は

罪
に
対
し
て
死
ぬ
の
で
あ
り
、
永
遠
の
生
命
の
戸
口
に
立
つ
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
〈
第
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
五
・
九
、
一

○
〉。

（
問
四
三
）

私
た
ち
は
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
の
死
か
ら
さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
な
益
を
得
る
の
で
す
か
。

（
答
）そ

れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
力
に
よ
っ
て
、
古
い
私
が
主
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
殺
さ
れ
、
葬
ら
れ
〈
ロ
ー
マ
六
・

六
〉、
私
た
ち
の
死
す
べ
き
か
ら
だ
の
悪
い
情
欲
が
、
も
は
や
私
た
ち
を
支
配
せ
ず
〈
ロ
ー
マ
六
・
一
二
〉、
私
た
ち
が

主
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
を
感
謝
の
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
た
め
で
あ
り
ま
す
〈
ロ
ー
マ
一
二
・
一
〉。

〈
教
訓
〉
と
し
て
の
死
と
、〈
代
償
・
贖
罪
〉
と
し
て
の
死
と
。〈
シ
ャ
カ
〉
の
死
か
ら
得
る
も
の
と
、〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〉

の
死
か
ら
得
る
も
の
と
の
格
差
の
ほ
ど
に
、
あ
ら
た
め
て
頭
首
を
下
げ
ざ
る
を
得
な
い
。

我
等
の
な
ほ
弱
か
り
し
時
、
キ
リ
ス
ト
定
ま
り
た
る
日
に
及
び
て
敬
虔
な
ら
ぬ
者
の
た
め
に
死
に
給
へ
り
。

そ
れ
義
人
の
た
め
に
死
ぬ
る
も
の
ほ
と
ん
ど
無
し
。
仁
者
の
た
め
に
は
死
ぬ
る
こ
と
を
厭
は
ぬ
者
も
や
あ
ら
ん
。
然
れ
ど

我
等
が
な
ほ
罪
人
た
り
し
時
、
キ
リ
ス
ト
我
等
の
た
め
に
死
に
給
ひ
し
に
由
り
て
、
神
は
我
ら
に
対
す
る
愛
を
あ
ら
は
し

給
へ
り
。
か
く
今
そ
の
血
に
頼
り
て
我
ら
義
と
せ
ら
れ
た
ら
ん
に
は
、
ま
し
て
彼
に
よ
り
て
怒
よ
り
救
は
れ
ざ
ら
ん
や
。
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我
等
も
し
敵
た
り
し
と
き
御
子
の
死
に
頼
り
て
神
と
和
ぐ
こ
と
を
得
た
ら
ん
に
は
、
ま
し
て
和
ぎ
て
の
ち
そ
の
生
命
に
よ

り
て
救
は
れ
ざ
ら
ん
や
。

然
の
み
な
ら
ず
今
わ
れ
ら
に
和
ぎ
を
得
さ
せ
給
へ
る
我
ら
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
頼
り
て
神
を
喜
ぶ
な
り
。

〈
ロ
ー
マ
書
五
・
六
〜
一
一
〉

（
次
号
に
つ
づ
く
）
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