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令
和
五
年
三
月
二
十

一
日 

正
信
寺 

春
彼
岸 

法
話 

表
と
裏
の
関
係 

釋
英
和 

 

【は
じ
め
に
】 

本
日
も
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
、
春
の
お
彼
岸
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

今
日
は
表
と
裏
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

【
コ
イ
ン
の
表
裏
】 

昨
年
は
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
あ
り
ま
し
た
。
キ
ッ
ク
オ
フ
を
決
め
る
と
き

や
同
点
で
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
キ
ッ
ク
を
行
う
と
き
の
先
攻
を
決
め
る
の
に
コ
イ
ン
ト
ス

と
い
う
の
を
行
い
ま
す
。
試
合
開
始
前
に
、
両
チ
ー
ム
の
キ
ャ
プ
テ
ン
が
握
手
し
た

の
ち
、
コ
イ
ン
の
裏
と
表
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
た
上
で
主
審
が
コ
イ
ン
を
投
げ
、

コ
イ
ン
ト
ス
に
勝

っ
た
方
の
チ
ー
ム
が
キ
ッ
ク
オ
フ
で
始
め
る
か
前
半
に
攻
め
る
ゴ

ー
ル
、
つ
ま
り
エ
ン
ド
を
決
め
て
試
合
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
日
差
し
や
風
の
影
響
を

考
え
て
、
エ
ン
ド
を
決
め
る
こ
と
が
多
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
コ
イ
ン
ト
ス
も
、
近
年
ル
ー
ル
が
改
正
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

昔
は
、
コ
イ
ン
を
指
で
弾
い
て
地
面
に
投
げ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
芝
や
土
の

グ
ラ
ン
ド
で
行
っ
て
い
た
の
で
、
コ
イ
ン
は
必
ず
表
か
裏
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
最

近
は
、
人
工
芝
の
グ
ラ
ン
ド
が
多
く
な
っ
て
人
工
芝
の
間
に
コ
イ
ン
が
挟
ま
っ
て
立

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、
審
判
が
コ
イ
ン
を
指
で
は
じ
い
て
両
手
で
挟
ん
で
キ
ャ

ッ
チ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
コ
イ
ン
の
表
と
裏
も
、
時
代
の
流
れ

に
寄
り
決
め
方
が
変
わ
っ
て
く
る
の
か
と
驚
き
ま
し
た
。 

 

ご
存
知
の
よ
う
に
、
コ
イ
ン
に
は
表
と
裏
が
あ
り
ま
す
。
表
裏

一
体
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
が
、
表
だ
け
、
裏
だ
け
と
い
う
コ
イ
ン
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

光
と
影
な
ど
も
、
光
が
な
け
れ
ば
影
も
で
き
な
い
の
で
、
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
身
の
回
り
に
は
、
望
ま
し
い
も
の
と
忌
み
嫌
う

も
の
が
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
は
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

【補
陀
洛
渡
海
】 

こ
の
表
裏

一
体
の
関
係
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
昨
年
、
私
が
正
信

寺
の
住
職
を
継
承
し
た
あ
と
、
井
上
靖
の

「補
陀
落
渡
海
記
」
と
い
う
短
編
を
読
ん

だ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。 

極
楽
は
西
方
に
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
対
し
て
、
華
厳
経
に
よ
れ
ば
補
陀
洛
は

南
方
に
あ
る
観
音
菩
薩
の
浄
土
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
紀
伊
半
島
の
熊
野
地
方
で
は
、

海
の
遥
か
南
に
補
陀
洛
が
あ
る
と
信
仰
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
井
上
靖
の
小
説
の
記
載

で
は

「補
陀
落
」
で
す
が
、
実
際
の
熊
野
に
あ
る
お
寺
の
表
記
は

「補
陀
洛
」
で
す
の

で
、
文
中
で
は
補
陀
洛
と
記
載
し
ま
す
。 

熊
野
補
陀
洛
山
寺
の
代
々
の
住
職
に
は
、
六
十

一
歳
の
十

一
月
に
渡
海
船
と
い
う

船
に
乗
っ
て
、
観
音
浄
土
を
め
ざ
し
生
き
な
が
ら
海
に
出
て
往
生
を
願
う
渡
海
上
人

の
慣
わ
し
が
あ
り
ま
し
た
。
沖
縄
に
流
れ
着
い
た
と
い
う
事
例
も
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
殆
ど
は
即
身
仏
と
し
て
往
生
し
ま
し
た
。
六
十

一
歳
の
住
職
と
い
う
の

は
、
ま
さ
に
私
と
同
じ
境
遇
な
の
で
す
。 

 

こ
れ
は
、
井
上
靖
の
創
作
で
は
な
く
史
実
で
す
。 

昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
の

「鎌
倉
殿
の
十
三
人
」
の
原
作
の
下
地
と
な
っ
た
吾
妻
鏡

に
も
、
天
福
元
年

（
一
二
三
三
年
） 

五
月
二
十
七
日
の
条
に
、
下
河
辺
六
郎
行
秀
と
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い
う
元
武
士
が
補
陀
洛
山
寺
で

「智
定
房
」
と
号
し
渡
海
に
臨
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
下
河
辺
行
秀
は
、
源
頼
朝
が

「日
本
無
双
の
弓
取
り
」
と
称
し
、
源
平
合
戦
で

は
鎧
を
売
っ
て
船
を
用
意
し
た
下
河
辺
行
平
の
弟
で
す
。 

 

井
上
靖
の

「補
陀
落
渡
海
記
」
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
ま
す
。
主
人
公
、
金
光
坊

は
、
補
陀
洛
山
寺
の
住
職
に
就
任
し
ま
す
。
金
光
坊
が
若
い
修
行
僧
の
時
に
何
人
も

住
職
を
補
陀
洛
渡
海
に
見
送
り
、
そ
の
先
輩
僧
侶
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
の
あ
る
立
ち
振

る
舞
い
や
考
え
を
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
ざ
自
分
が
そ
の
年
に
な
り
渡
海
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
そ
の
境
地
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
す
。

ま
だ
生
き
た
い
と
い
う
俗
世
間
の
欲
望
が
生
ま
れ
、
船
か
ら
逃
げ
出
す
の
で
す
が
、

周
囲
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
弟
子
に
見
つ
か
り
、
ま
た
、
船
に
乗
せ
ら
れ
て
流
さ
れ
る

と
い
う
の
で
す
。 

自
分
の
意
志
と
は
別
に
死
に
向
う
恐
怖
と
葛
藤
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
特
攻
隊

と
似
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、
特
攻
は
命
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
補
陀
洛
渡

海
は
自
分
の
信
じ
る
教
え
に
従
っ
て
自
発
的
に
捨
身
を
行
っ
て
民
衆
を
先
導
す
る
行

な
の
で
す
。 

死
に
た
く
な
い
と
ま
で
言
っ
た
金
光
坊
を
見
送

っ
た
弟
子
が
補
陀
洛
山
寺
最
後
の

渡
海
上
人
と
な
っ
た
記
述
さ
れ
て
物
語
が
終
わ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
以
後
は
、
補
陀
洛
山
寺
で
は
、
亡
く
な
っ
た
住
職
を
海
に
流
す
よ
う
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
渡
海
は
明
治
四
十
二
年

（
一
九
○
九
年
）
ま
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
天
俊

上
人
が
渡
海
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

 

渡
海
し
て
檀
家
や
弟
子
に
尊
敬
さ
れ
て
即
身
仏
と
し
て
死
ぬ
の
か
、
周
囲
か
ら
蔑

ま
れ
な
が
ら
生
き
永
ら
え
る
か
、
表
と
裏
の
関
係
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。 

 

と
、
同
時
に
、
私
は
正
信
寺
の
住
職
で
良
か
っ
た
、
補
陀
洛
山
寺
の
住
職
で
な
く

て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
本
を
読
ん
で
、
私
も
、
住
職
と
し
て
ど
の
く
ら

い
の
覚
悟
が
あ
る
か
、
自
問
自
答
し
て
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
今
ま
で
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
生
き
ざ
ま
の
中
で
、
自
分
の
進
む
べ
き
仕
事
に
邁
進
す
る
か
、
上
司
に
胡
麻

を
す
っ
て
立
身
出
世
す
る
よ
う
な
仕
事
を
す
る
か
と
い
う
判
断
も
あ
っ
た
な
ぁ
と
思

い
だ
し
ま
し
た
。 

 

【成
功
と
失
敗
】 

成
功
と
失
敗
も
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
に
周
利
槃
特

（し
ゅ
り
は
ん
ど
く
）
と
い
う
お
弟
子
が
い
ま

し
た
。
生
ま
れ
つ
き
物
覚
え
が
悪
く
、
自
分
の
名
前
も
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

自
分
の
名
前
を
書
い
た
板
を
首
か
ら
下
げ
て
名
前
を
聞
か
れ
た
と
き
に
そ
の
板
を
見

せ
て
名
乗
る
ほ
ど
で
し
た
。
そ
の
一
方
、
お
兄
さ
ん
の
摩
訶
槃
特

（ま
か
は
ん
ど
く
）

は
優
秀
な
人
で
、
周
利
槃
特
よ
り
先
に
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
に
な
り
、
頭
角
を
現
し

て
い
ま
し
た
。 

 

周
利
槃
特
は
お
兄
さ
ん
の
摩
訶
槃
特
の
勧
め
で
出
家
し
ま
す
が
、
三
ヶ
月
経

っ
て

も
仏
教
の
教
え
を

一
文
も
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
さ
す
が
に
見
か
ね
た
摩
訶
槃

特
は
周
利
槃
特
を
還
俗
さ
せ
よ
う
と
思
い
、
「お
ま
え
は
あ
ま
り
に
も
愚
か
で
こ
の
教

え
を
聞
い
て
も
意
味
が
な
い
。
家
に
帰
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
」
と
伝
え
ま
し
た
。 

そ
の
言
葉
を
聞
い
た
周
利
槃
特
は
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
、
道
で
う
ず
く
ま
っ
て
泣

い
て
い
る
と
、
ち
ょ
う
ど
お
釈
迦
さ
ま
が
通
り
か
か
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

「な
ぜ
そ
ん
な
に
悲
し
む
の
か
」 

 
 お

釈
迦
さ
ま
が
お
尋
ね
に
な
る
と
、
顔
を
上
げ
た
周
利
槃
特
は
自
分
の
愚
か
さ
を
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告
白
し
ま
し
た
。 

 
 

「悲
し
む
必
要
は
な
い
。
お
ま
え
は
自
分
の
愚
か
さ
を
知
っ
て
い
る
。
世
の
中
に

は
賢
い
と
思
っ
て
い
る
愚
か
者
が
多
い
。
愚
か
さ
を
知
る
こ
と
は
、
最
も
さ
と
り
に

近
い
の
だ
」 

 

周
利
槃
特
は
お
釈
迦
さ
ま
の
言
い
つ
け
の
通
り
掃
除
を
し
な
が
ら
、
「塵
を
払
わ
ん
、

垢
を
除
か
ん
」
の
言
葉
を
必
死
に
覚
え
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
「塵
を
払
わ
ん
」
を
覚

え
る
と
、
「垢
を
除
か
ん
」
を
忘
れ
、
「垢
を
除
か
ん
」
を
覚
え
る
と
、
「塵
を
払
わ
ん
」

を
忘
れ
、
こ
ん
な
短
い
言
葉
で
も
な
か
な
か
覚
え
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 し

か
し
周
利
槃
特
は
、
そ
れ
を
二
十
年
間
続
け
ま
し
た
。
そ
の
間
、

一
度
だ
け
お

釈
迦
さ
ま
か
ら
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

「そ
な
た
は
何
年
掃
除
し
て
も
上
達
し
な
い
が
、
そ
れ
に
腐
ら
ず
よ
く
続
け
て
い

る
。
上
達
す
る
こ
と
も
大
切
だ
が
、
根
気
と
継
続
は
も
っ
と
大
事
だ
。
そ
こ
が
他
の

弟
子
に
見
ら
れ
ぬ
殊
勝
な
点
だ
」 

 
 彼

の
ひ
た
む
き
な
精
進
を
、
お
釈
迦
さ
ま
は
評
価
さ
れ
た
の
で
す
。 

 
 や

が
て
周
利
槃
特
は
、
チ
リ
や
ホ
コ
リ
は
、
あ
る
と
思
っ
て
い
る
所
ば
か
り
に
あ

る
の
で
は
な
く
、“
こ
ん
な
所
に
あ
る
も
の
か
”
と
思
っ
て
い
る
所
に
意
外
に
あ
る
も

の
だ
と
知
り
、
そ
し
て
、 

「自
分
は
自
分
の
こ
と
を
愚
か
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
自
分
で
気
づ
か
な
い
と
こ

ろ
に
、
ど
れ
だ
け
愚
か
さ
が
あ
る
か
分
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
驚
き
ま
し
た
。 

 
 そ

の
と
き
つ
い
に
彼
に
、
阿
羅
漢
の
さ
と
り
が
開
け
た
の
で
す
。 

 
 

後
に
周
利
槃
特
は
十
六
羅
漢
と
呼
ば
れ
る
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
弟
子
の
中
で
も
特

に
優
れ
た
弟
子
の
一
人
と
し
て
、
「義
持
第

一
の
周
利
槃
特
尊
者
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
仏
説
阿
弥
陀
経
の
中
に
も
、
「皆
是
大
阿
羅
漢 

衆
所
知
識 

長
老

舎
利
弗

・
・
周
利
槃
陀
伽
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。 

 

周
利
槃
特
は
、
仏
教
の
教
え
を
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
失
敗
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
失
敗
を
自
覚
し
て
自
分
の
愚
か
さ
に
気
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
羅
漢
の
さ
と

り
を
得
る
と
い
う
成
功
を
得
ま
し
た
。 

失
敗
と
成
功
は
コ
イ
ン
の
表
裏
と
同
じ
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

 

【周
利
槃
特
と
茗
荷
の
関
係
】 

蛇
足
に
な
り
ま
す
が
、
周
利
槃
特
の
死
後
、
彼
の
墓
の
周
り
に
見
慣
れ
な
い
草
が

生
え
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
草
を
何
と
呼
ぶ
か
考
え
た
と
き
、
周
利
槃
特
が
自
分
の
名
前
が
覚
え
ら
れ
ず
、

名
前
を
書
い
た
板
を
背
負

っ
て
い
た
こ
と
か
ら

「名
」
を

「荷

（に
な
）
う
」
と
い
う

こ
と
で
そ
の
草
に

「茗
荷
」
と
名
前
を
付
け
ま
し
た
。 

こ
の
言
い
伝
え
が
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
茗
荷
を
食
べ
る
と
物
覚
え
が

悪
く
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
故
事
に
由
来
す
る
も
の
で
す
が
、
科
学
的
な
根
拠
は

な
い
よ
う
で
す
。 

 

更
に
余
談
で
す
が
、
周
利
槃
特
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
の
が
赤
塚
不
二
夫
さ

ん
の
マ
ン
ガ

「天
才
バ
カ
ボ
ン
」
に
出
て
く
る

「レ
レ
レ
の
お
じ
さ
ん
」
だ
と
い
う
説

が
あ
り
ま
す
。
レ
レ
レ
の
お
じ
さ
ん
も
周
利
槃
特
と
同
じ
よ
う
に
常
に
箒
を
も
っ
て

掃
除
し
て
い
ま
す
。 

 
 お

釈
迦
さ
ま
の
こ
と
を
別
の
呼
び
方
で
「薄
伽
梵
（ば
が
ぼ
ん
）
」
と
呼
び
ま
す
が
、
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こ
こ
か
ら
天
才
バ
カ
ボ
ン
の

「バ
カ
ボ
ン
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
名
前
が
付
け

ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

赤
塚
不
二
夫
さ
ん
が
仏
教
に
詳
し
か
っ
た
の
は
事
実
の
よ
う
で

「天
才
バ
カ
ボ
ン
」

の
中
に
バ
カ
ボ
ン
の
パ
パ
は
お
釈
迦
さ
ま
と
同
じ
よ
う
に
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
歩
き
、 

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
言

っ
た
と

い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

 
 

し
か
し
、
赤
塚
不
二
夫
さ
ん
が
考
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
才
バ
カ
ボ
ン
が
お
釈

迦
様
の
呼
び
名
か
ら
命
名
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
別
の
人
が
後
か
ら
考
え
た
説
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
残
念
な
が
ら
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
す
。 

 

【煩
悩
と
覚
り
】 

お
釈
迦
さ
ま
は
煩
悩
を
滅
し
て
、
覚
り
を
得
る
た
め
に
修
行
し
ま
し
た
。
苦
行
を

し
て
も
覚
る
こ
と
が
で
き
ず
、
菩
提
樹
の
下
で
、
村
娘
の
ス
ジ
ャ
ー
タ
か
ら
も
ら
っ

た
ミ
ル
ク
粥
を
食
べ
て
、
中
道
が
良
い
と
覚
る
の
で
し
た
。 

菩
薩
の
四
弘
誓
願

（し
ぐ
ぜ
い
が
ん
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
が
初
め
て
発
心
し
た

時
に
起
こ
す
四
種
の
誓
願
と
さ
れ
ま
す
。 

・
衆
生
無
辺
誓
願
度

（
一
切
衆
生
を
す
べ
て
覚
り
の
彼
岸
に
渡
す
と
誓
う
こ
と
） 

・
煩
悩
無
量
誓
願
断

（
一
切
の
煩
悩
を
断
つ
と
誓
う
こ
と
） 

・
法
門
無
尽
誓
願
知

（仏
の
教
え
を
す
べ
て
学
び
知
る
と
誓
う
こ
と
） 

・
仏
道
無
上
誓
願
成

（仏
道
に
お
い
て
無
上
の
覚
り
を
成
就
す
る
と
誓
う
こ
と
） 

と
あ
り
ま
す
。
「煩
悩
無
量
誓
願
断
」
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
煩
悩
を
断
ず
る

こ
と
が
仏
教
の
基
本
思
想
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
人
間
は
所
詮
、
煩
悩
か
ら
逃
れ
ら
れ
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
観
念
し
、

煩
悩
を
あ
る
が
ま
ま
の
姿
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
悟
り
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
煩
悩

即
菩
提
の
考
え
が
、
次
第
に
大
乗
仏
教
の
中
で
大
き
な
思
想
的
位
置
を
占
め
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。 

私
達
は
、
何
か
し
ら
の
煩
悩
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
煩
悩
か
ら
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

年
越
し
に
は
、
お
寺
の
鐘
楼
で
除
夜
の
鐘
を
百
八
回
突
き
ま
す
。
百
八
は
、
人
が

持
つ
煩
悩
の
数
と
い
わ
れ
て
い
て
、
鐘
を
つ
い
て
そ
れ
を
除
こ
う
と
す
る
こ
と
が
除

夜
の
鐘
の
起
源
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
百
八
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
諸
説
あ

り
ま
す
。 

眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
意
の
六
根
×
人
間
の
感
情
の
あ
り
方

（好
＝
快
感
、
悪
＝

不
快
、
平
＝
ど
ち
ら
で
も
な
い
）
の
三
×
浄
＝
き
れ
い
、
染
＝
き
た
な
い
、
の
二
×
三

世

（過
去

・
現
在

・
未
来
ま
た
は
前
世

・
現
世

・
来
世
）
を
か
け
る
と
百
八
に
な
る
と

い
う
説
。 

そ
し
て
、
四
苦

（四
×
九
）
と
八
苦

（八
×
九
）
を
足
し
た
数
が
百
八
な
ど
で
す
。 

 

良
い
煩
悩
、
悪
い
煩
悩
と
い
う
分
類
は
仏
教
で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
私
個
人

の
説
な
の
で
す
が
、
他
人
が
持
っ
て
い
る
物
が
ほ
し
い
と
か
、
上
司
の
足
を
引
っ
張

っ
て
更
に
自
分
の
地
位
と
給
料
を
上
げ
た
い
と
い
う
の
は
、
悪
い
煩
悩
だ
と
思
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
学
力
で
満
足
せ
ず
更
に
勉
強
し
よ
う
と
か
、
あ
の
人
の
よ

出典：https://www.koredeiinoda.net/manga/bakabon_episode4.html 
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う
な
立
派
な
人
に
な
り
た
い
と
い
う
の
は
、
良
い
煩
悩
の
一
つ
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。 

良
い
煩
悩
は
自
分
を
成
長
さ
せ
る
原
動
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま

す
。 

 

唯
円
は
、
歎
異
抄
に
煩
悩
具
足
で
も
阿
弥
陀
様
に
救
わ
れ
る
と
、
親
鸞
聖
人
の
聞

き
書
き
で
著
わ
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
煩
悩
が
あ
る
か
ら
こ
そ
悟
り
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
、
つ
ま
り
菩
提
心
も

生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

煩
悩
と
覚
り
も
、
実
は
表
と
裏
の
関
係
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

【お
わ
り
に
】 

一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
か
つ
好
ま
し
く
、
裏
を
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
で
忌
ま
わ
し
い
も
の
と
感
じ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
意
識
を
変
え
る
こ
と
で
、
裏
が
あ
る
か
ら
表
が
あ
る
と
清
濁
併
せ
て

飲
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

現
在
、
不
幸
な
環
境
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
人
も
、
不
幸
が
あ
る
か
ら
幸
福

も
あ
る
と
考
え
る
と
不
幸
に
あ
る
現
状
を
少
し
で
も
楽
に
捉
え
る
こ
と
、
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

生
死
も
表
と
裏
の
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。
病
気
で
余
命
を
宣
告
さ
れ
た
人
も
、
死

を
意
識
し
て
余
命
を
ど
れ
だ
け
充
実
さ
せ
る
か
考
え
る
こ
と
で
よ
り
よ
く
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
全
て
の
人
も
必
ず
死
が
訪
れ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
誰
も
が

一
瞬
た
り
と
も
無
駄
に
せ
ず
、
よ
り
よ
く
生
き
よ
う

と
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

仏
教
の
教
え
と
し
て
、
而
二
不
二

（に
に
ふ
に
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
文

字
面
を
見
る
と
、
二
つ
に
し
て
二
つ
で
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。 

真
言
密
教
の
世
界
で
は
、
大
日
如
来
を
中
心
と
し
た
曼
荼
羅
図
で

「智
慧
」
を
表

す
金
剛
界
と

「慈
悲
」
を
表
す
胎
蔵
界
は
別
々
に
描
か
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は

一
つ

に
融
合
し
て
い
る
と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
す
。
智
慧
を
離
れ
て
慈
悲
の
徳
は
な
く
、

慈
悲
を
離
れ
て
智
慧
の
徳
も
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。 

例
え
ば
、
お
医
者
様
で
、
医
学
の
知
識
や
技
術
だ
け
あ
っ
て
も
病
気
は
治
せ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
腕
の
良
い
お
医
者
様
で
も
、
人
を
直
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
な
け
れ

ば
病
気
は
治
せ
ま
せ
ん
と
い
う
事
で
す
。 

而
二
不
二
の
考
え
方
で
は
、
コ
イ
ン
の
表
と
裏
も
同
じ
よ
う
に
、
煩
悩
と
悟
り
も

二
つ
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
二
つ
で
は
な
い
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。 

 

本
日
は
、
ご
清
聴
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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