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摂
取
の
心
光

吉
元
信
暁

は
じ
め
に

　

親
鸞
は
、『
正
信
偈
』「
依
経
段
」
後
半
部
分
の
「
釈
迦
章
」
中
程
に
お
い
て
、

　
　

摂
取
心
光
常
照
護　

已
能
雖
破
無
明
闇

　
　

貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧　

常
覆
真
実
信
心
天

　
　

譬
如
日
光
覆
雲
霧　

雲
霧
之
下
明
無
闇

（『
真
宗
聖
典
』
東
本
願
寺
出
版
、二
〇
四
～
二
〇
五
頁
。
以
下
『
真
宗
聖
典
』
の
引
用
は
、「
真
宗
聖
典
○
頁
」
と
表
記
す
る
。）

と
、
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
の
光
明
の
は
た
ら
き
を
詠
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
弥
陀
経
和
讃
」
第
一
首
に
お
い
て
、

　
　

十
方
微
塵
世
界
の

　
　
　

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し

　
　
　

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば

論
文

九
州
大
谷
研
究
紀
要
　
第
四
七
号
　
二
〇
二
一



四
六

　
　
　

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
（『
浄
土
和
讃
』「
弥
陀
経
和
讃
」、
真
宗
聖
典
四
八
六
頁
）

と
詠
わ
れ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、
こ
の
『
正
信
偈
』
の
六
句
に
説
か
れ
て
い
る
こ
こ
ろ
を
、「
弥
陀
経
和
讃
」
第
一
首
に
も
触
れ
な
が
ら
尋
ね

て
い
く
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
　
　
　

一
、
摂
取
不
捨
と
阿
弥
陀

（
一
）『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
「
阿
弥
陀
」

　

冒
頭
に
示
し
た
『
正
信
偈
』
の
一
段
は
、「
心
光
常
護
の
益
」、
あ
る
い
は
「
摂
取
不
捨
の
益
」
を
詠
っ
た
一
段
で
あ
る
と

お
さ
え
ら
れ
て
き
た
（
安
田
理
深
『
正
信
偈
講
義
』
第
一
巻
、
二
一
三
頁
を
参
照
）。「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
は
、
阿
弥

陀
仏
の
救
い
を
表
現
す
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。

　
『
歎
異
抄
』
第
一
条
に
も
、

　
　

�

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ

こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。（
真
宗
聖
典
六
二
六
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
と
い
え
ば
摂
取
不
捨
、
摂
取
不
捨
と
い
え
ば
阿
弥
陀
仏
と
い
う
ほ
ど
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し



四
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な
が
ら
、
も
と
も
と
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
に
「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
な
い
。

　

阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
は
古
代
イ
ン
ド
の
言
葉
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）
の
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
、
ア
ミ
タ
ー
バ
が
も
と
の
言
葉
で

あ
る
。
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
は
無
限
の
寿
命
を
も
つ
も
の
。
ア
ミ
タ
ー
バ
は
無
限
の
光
明
を
も
つ
も
の
。
ゆ
え
に
、「
無
量
寿
」、「
無

量
光
」、
あ
る
い
は
「
光
明
無
量
」、「
寿
命
無
量
」
と
い
う
の
が
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
な
る
。

　
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
極
楽
と
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
、
阿
弥
陀
仏
は
こ
う
い
う
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
の
は
次
の
部
分
で
あ
る
。

　
　

�

舎
利
弗
、
汝
が
意
に
お
い
て
云
何
。
か
の
仏
を
何
の
ゆ
え
ぞ
阿
弥
陀
と
号
す
る
。（『
仏
説
阿
弥
陀
経
』、
真
宗
聖
典

一
二
八
頁
）

　

釈
尊
が
弟
子
の
舎
利
弗
に
、
極
楽
に
お
ら
れ
る
仏
を
ど
う
し
て
阿
弥
陀
と
呼
ぶ
の
か
と
問
い
か
け
る
。『
仏
説
阿
弥
陀
経
』

は
対
話
の
経
典
で
は
な
く
釈
尊
が
一
人
語
り
に
説
き
続
け
る
経
典
な
の
で
、
釈
尊
は
舎
利
弗
の
答
え
を
待
た
ず
に
次
の
よ
う

に
続
け
る
。

　
　

�

舎
利
弗
、
か
の
仏
の
光
明
、
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
、
障
碍
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
号
し
て

阿
弥
陀
と
す
。
ま
た
舎
利
弗
、
か
の
仏
の
寿
命
お
よ
び
そ
の
人
民
も
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
な
り
、
か
る
が
ゆ
え
に
阿

弥
陀
と
名
づ
く
。（
同
前
）

　
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
の
元
の
言
葉
の
ア
ミ
タ
ー
バ
、ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
の
通
り
に
、光
明
が
無
量
で
寿
命
が
無
量
で
あ
る
。
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だ
か
ら
「
阿
弥
陀
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
と
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
二
）
善
導
の
問
い
直
し

　
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
を
見
る
限
り
、「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
阿
弥
陀
の
光
明

の
は
た
ら
き
と
い
え
ば
「
摂
取
不
捨
」
な
の
か
。
親
鸞
は
、
な
ぜ
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」（『
歎
異
抄
』
第
一
条
）
と
言
わ
れ

て
い
る
の
か
。「
摂
取
不
捨
」
と
「
阿
弥
陀
」
が
詠
わ
れ
る
の
は
、「
は
じ
め
に
」
に
も
あ
げ
た
次
の
和
讃
で
あ
る
。

　
　

十
方
微
塵
世
界
の

　
　
　

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し

　
　
　

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば

　
　
　

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
（
真
宗
聖
典
四
八
六
頁
）

　

な
ぜ
阿
弥
陀
と
名
づ
け
る
の
か
。
そ
れ
は
、
十
方
微
塵
世
界
の
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し
て
、
摂
取
し
て
捨
て
な
い
か

ら
だ
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
と
な
づ
け
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
「
摂
取
不
捨
」
を
詠
わ
れ
た
和
讃
で
あ
る
。

　

こ
の
和
讃
は
、「
弥
陀
経
意
」、つ
ま
り
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
意
（
こ
こ
ろ
）
を
詠
っ
た
和
讃
で
あ
る
。『
仏
説
阿
弥
陀
経
』

に
は
「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
は
で
て
こ
な
い
の
だ
が
、
親
鸞
は
弥
陀
経
の
意
（
こ
こ
ろ
）
を
詠
う
和
讃
に
、
こ
の
「
摂

取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
善
導
に
よ
る
の
で
あ
る
。
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。



四
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�
問
う
て
曰
く
、
何
が
故
ぞ
阿
弥
陀
と
号
す
る
。
答
え
て
曰
く
、『
弥
陀
経
』
及
び
『
観
経
』
に
云
わ
く
、
彼
の
仏
の
光

明
は
無
量
に
し
て
、
十
方
国
を
照
ら
す
に
障
碍
す
る
所
な
し
。（『
往
生
礼
讃
』、
真
聖
全
一
、六
五
三
頁
）

　

こ
こ
ま
で
は
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
「『
弥
陀
経
』
及
び
『
観
経
』

に
云
わ
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
観
経
』
に
も
と
づ
い
て
次
の
言
葉
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　

た
だ
念
仏
の
衆
生
を
観
わ
し
て
、
摂
取
し
て
捨
て
ざ
る
が
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
く
。（
同
前
）

　

実
際
に
、『
観
経
』、
す
な
わ
ち
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
で
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

　
　

�

一
一
の
光
明
遍
く
十
方
世
界
を
照
ら
す
。
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。（『
仏
説
観
無
量
寿
経
』、
真
宗

聖
典
一
〇
五
頁
）

　
と
あ
る
。
な
ぜ
阿
弥
陀
と
名
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
い
は
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
出
て
き
て
、
そ
し
て
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』

に
答
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
に
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
の
言
葉
を
持
っ
て
き
て
、善
導
は
『
往

生
礼
讃
』
の
中
で
「『
弥
陀
経
』
及
び
『
観
経
』
に
云
わ
く
」
と
い
う
形
で
、『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
と
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』

の
言
葉
で
そ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
言
葉
で
そ
の
ま
ま
答
え
る
の
で
な
く
、「
な
ぜ
阿
弥
陀
と
呼
ぶ
の
か
」
と
い
う
問
い
を
、
善
導
自
身



五
〇

が
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。

　

同
じ
と
こ
ろ
を
、
曇
鸞
も
『
浄
土
論
註
』
の
中
で
、
経
典
に
は
「
光
明
は
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
障
碍
す

る
所
な
し
。」
と
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
国
の
衆
生
ら
は
皆
救
わ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
う
は
思
え
な
い
。
照
ら
さ

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
無
碍
の
光
と
は
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
問
い
を
出
し
て
い
る
。（『
浄
土
論
註
』、

真
聖
全
一
、二
八
三
頁
を
参
照
。）

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
七
高
僧
と
い
う
の
は
問
い
を
問
う
て
く
だ
さ
っ
た
方
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
問
い
を
問
う
と
い
う

の
は
、
何
か
新
し
い
問
い
を
も
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
い
ま
ま
で
あ
た
り
ま
え
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
改
め

て
問
い
直
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
問
い
直
し
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
七
高
僧
な
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

二
、
阿
弥
陀
と
私

（
一
）
本
尊
と
し
て
の
名
号

　

経
典
に
あ
る
問
い
を
善
導
が
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
を
受
け
止
め
て
、
親
鸞
が
和
讃
に
さ
れ

た
。
そ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
宮
城
顗
（
一
九
三
一
～
二
〇
〇
八
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�『
阿
弥
陀
経
』
の
経
文
だ
け
で
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
阿
弥
陀
仏
の
上
で
あ
ら
わ
さ
れ

讃
嘆
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
私
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
あ
き
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
た
だ
、
光
明

の
徳
の
す
ぐ
れ
た
仏
さ
ま
だ
と
、
遠
く
か
ら
讃
仰
す
る
ば
か
り
で
す
。
…
（
中
略
）
…
今
こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
ま
す



五
一

の
は
、私
た
ち
に
と
っ
て
の
本
尊
と
し
て
の
名
号
で
あ
り
ま
す
。
本
尊
と
し
て
と
い
う
こ
と
は
、帰
命
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
私
の
生
き
方
が
定
ま
り
、
歩
み
を
賜
っ
た
喜
び
に
お
い
て
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
の
生
き
方
と
無
関
係
に
、た
だ
礼
拝
の
対
象
と
し
て
そ
の
仏
の
徳
を
讃
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、本
尊
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
結
局
「
モ
ノ
」
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
宮
城
顗
『
和
讃
に
学
ぶ　

浄
土
和
讃
』、
一
〇
〇
～

一
〇
一
頁
。
傍
線
筆
者
）

　
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
経
文
で
は
、
阿
弥
陀
と
私
が
「
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
」
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
と
私

が
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
い
直
し
を
し
て
み
る
と
、「
阿
弥
陀
」
と
い
う
名
前
、つ
ま
り
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
、「
本

尊
と
し
て
の
名
号
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
帰
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
生
き
方
が
定
ま
り
、
歩
み
を
賜
っ
た
喜
び
に
お
い

て
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
名
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
い
直
し
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
和
讃
が
、
こ
の
「
十
方

微
塵
世
界
の
／
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は
し
／
摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば
／
阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」
の
和
讃
な
の
で

あ
る
。

（
二
）
本
願
の
名
号

　

ま
た
、
安
田
理
深
（
一
九
九
〇
～
一
九
八
二
）
は
、

　
　

�

摂
取
不
捨
は
、
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
の
字
引
に
は
出
て
い
な
い
。
…
阿
弥
陀
と
い
う
名
義
は
、
阿
弥
陀
を
あ
ら
わ
す
の

み
で
は
な
い
。
仏
の
名
に
お
い
て
、我
わ
れ
が
応
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
初
め
て
本
願
の
名
号
と
い
う
意
義
を
も
つ
。



五
二

…
照
ら
す
と
い
う
の
は
仏
の
徳
だ
が
、
摂
取
不
捨
と
は
照
ら
さ
れ
る
我
わ
れ
に
あ
る
。
摂
取
不
捨
は
字
引
に
は
な
い
。

仏
に
照
ら
さ
れ
た
人
だ
け
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
の
信
念
の
内
容
と
し
て
仏
を
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。（
安

田
、
前
掲
、
二
一
六
頁
。
傍
線
筆
者
）

　

ま
ず
、「
本
願
の
名
号
」
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
、「
阿
弥
陀
」
と
い
う
名
号
は
「
願
い
」

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
と
。
た
だ
何
と
な
く
そ
こ
に
い
る
の
が
「
阿
弥
陀
」
な
の
で
は
な
く
、「
願
い
」
か
ら
生
ま
れ
て

き
た
の
が
「
阿
弥
陀
」
な
の
だ
と
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
摂
取
不
捨
」
と
は
、「
自
己
の
信
念
の
内
容
と
し
て
仏
を
語
っ
た
言

葉
で
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
、「
照
ら
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
だ
と
。
こ
れ
を
改
め
て
、

宮
城
顗
は
、『
正
信
偈
』
の
「
摂
取
の
心
光
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

こ
の
場
合
の
心
光
と
い
う
の
は
、
一
切
の
衆
生
を
摂
取
せ
ん
と
い
う
願
の
心
で
す
。
願
心
の
光
明
で
す
。
そ
の
願
心
が

つ
ね
に
衆
生
を
摂
護
す
る
、
照
ら
し
護
る
の
で
す
。（
宮
城
顗
『
正
信
念
仏
偈
講
義
』
第
二
巻
、
一
五
二
～
一
五
三
頁
）

　
「
摂
取
の
心
光
」
の
「
心
」、こ
れ
は
「
願
心
」
だ
と
。「
願
い
」
だ
と
。「
本
尊
と
し
て
の
名
号
」、そ
れ
か
ら
「
本
願
の
名
号
」。

つ
ま
り
阿
弥
陀
の
「
願
い
」
が
私
を
「
摂（
マ
マ
）護
す
る
」、「
照
ら
し
護
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
阿
弥
陀
と
私
と
い
う
こ
と
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
い
く
、
そ
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
が
「
摂
取
心
光
常
照
護
」
で
あ
り
、「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
な
の

で
あ
る
。

　

本
論
が
課
題
と
し
て
い
る
『
正
信
偈
』
の
六
句
が
、「
心
光
常
護
の
益
」、「
摂
取
不
捨
の
益
」
と
お
さ
え
ら
れ
て
き
た
と

い
う
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
。
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三
、「
唯
」
の
自
覚

（
一
）
護
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚

　

前
節
で
は
、
照
ら
す
の
は
仏
だ
が
「
摂
取
不
捨
」
と
は
照
ら
さ
れ
る
我
々
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
安
田
理
深
及
び
宮

城
顗
の
論
述
に
し
た
が
っ
て
確
認
し
て
き
た
。
安
田
理
深
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』

の
中
に
「
た
だ
念
仏
の
衆
生
を
観
わ
し
て
」
と
あ
る
、
そ
の
「
た
だ
」
に
つ
い
て
、

　
　

�

た
す
け
る
の
は
仏
の
問
題
だ
が
、
た
す
か
る
の
は
我
わ
れ
の
問
題
で
あ
る
。
自
覚
の
問
題
で
あ
る
。
…
摂
取
不
捨
に
、

誰
を
も
た
す
け
る
願
が
信
と
し
て
成
就
し
て
い
る
。
だ
か
ら
善
導
大
師
は
「
唯0

観
念
仏
衆
生
」（「
た
だ
念
仏
の
衆
生
を

み
そ
な
わ
し
て
」）（『
教
行
信
証
』
聖
典
一
七
四
頁
）
と
い
っ
て
、「
唯
」
と
い
う
経
文
に
な
い
言
葉
を
置
か
れ
る
。（
安

田
、
前
掲
、
二
一
七
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
で
は
、「
一
一
光
明
、
遍
照
十
方
世
界
。
念
仏
衆
生
、
摂
取
不
捨
。」（
真
宗
聖
典

一
〇
五
頁
）
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、善
導
は
、「
唯
観
念
仏
衆
生　

摂
取
不
捨
」（『
往
生
礼
讃
』、真
聖
全
一
、六
五
三
頁
）

と
記
述
し
て
い
る
。「
一
一
光
明
、
遍
照
十
方
世
界
」
を
略
し
、
新
た
に
「
唯
」
の
字
と
「
観
」
の
字
が
加
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
親
鸞
は
和
讃
の
中
で
は
、「
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し　

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば
」
と
、「
唯
」
の
言
葉

は
な
い
が
、「
観
」
は
入
れ
ら
れ
る
。
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善
導
は
、『
観
経
疏
』
に
お
い
て
、

　
　
「
観
」
と
言
う
は
「
照
」
な
り
。（『
観
経
四
帖
疏
』、
真
聖
全
一
、四
四
五
頁
）

と
言
っ
て
い
る
。「
一
一
光
明
、遍
照
十
方
世
界
」、つ
ま
り
「
照
」
を
「
唯
」
と
「
観
」
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

た
だ
単
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
た
す
か
る
我
わ
れ
の
問
題
」
と
し
て
、「
自

覚
の
問
題
」
と
し
て
受
け
止
め
た
と
い
う
こ
と
の
表
明
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

金
子
大
栄
（
一
八
八
一
～
一
九
七
六
）
は
、
親
鸞
の
和
讃
の
「
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し
」
に
つ
い
て
、

　
　

��

そ
れ
は
「
す
べ
て
を
し
ろ
し
め
す
照
覧
の
眼
」
で
あ
る
。
何
も
か
も
お
見
通
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
ど
こ
で
何

を
煩
い
何
に
悩
ん
で
い
る
か
。
何
を
悲
し
み
、
何
を
喜
ぶ
か
を
み
そ
な
わ
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
十
方

微
塵
世
界
の
、
念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
金
子
大
栄
『
和
讃
日
日
』、
二
八
～
二
九
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
親
鸞
自
身
は
、
阿
弥
陀
の
光
明
の
お
照
ら
し
（「
光
明
遍
照
」）
を
、「
み
そ
な
わ
し
」（「
観
」）
に
置
き
換

え
て
和
讃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
正
信
偈
』
に
お
い
て
は
、「
摂
取
心
光
常
照
護
」、
常
に
照
護
し
た
も
う
と
詠
わ
れ
て
い
る
。「
照
ら
し
護
る
」
と
。

こ
の
「
照
」
と
「
護
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
曽
我
量
深
（
一
八
七
五
～
一
九
七
一
）
は
『
正
信
念
仏
偈
聴
記
』
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
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�

護
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
上
に
、
照
と
い
う
字
が
あ
る
。
照
ら
し
護
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
護
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
護
の
上
に
照
の
字
が
あ
る
所
以
で
あ
る
。（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
、

一
六
四
頁
）

　

曽
我
量
深
も
や
は
り
、「
照
ら
し
護
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
の
「
照
」
の
字
に
、
護
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
を

見
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
本
願
の
中
に
あ
る
こ
と
の
再
認
識
と
い
う
自
覚

　

さ
ら
に
安
田
理
深
は
、「
自
覚
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

本
願
を
信
じ
た
時
の
み
が
本
願
の
中
に
あ
る
の
で
な
く
、本
願
を
疑
う
の
も
本
願
の
中
で
あ
る
。
本
願
の
中
に
あ
っ
て
、

本
願
を
疑
っ
た
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
の
が
信
で
あ
る
。
本
願
の
中
に
あ
っ
て
、
改
め
て
本
願
の
中
に
あ
る
こ
と
を

再
認
識
し
た
の
が
信
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
唯
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
安
田
、
前
掲
、
二
一
七
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
唯
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
論
の
課
題
は
、
釈
尊
が
弥
陀
の
本
願
を
語
っ
て
く
だ
さ
っ

た
と
い
う
一
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
親
鸞
の
解
釈
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
お
釈
迦
様
が
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
言
葉
、

具
体
的
に
は
経
典
の
言
葉
、『
阿
弥
陀
経
』
な
ら
『
阿
弥
陀
経
』、
そ
れ
を
こ
う
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
た
だ
記
述
し
た

の
で
は
な
く
、
親
鸞
自
身
が
そ
の
問
い
を
問
う
て
い
く
中
で
善
導
の
言
葉
に
出
遇
い
、
単
な
る
経
典
の
言
葉
の
解
釈
で
は
な
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く
、
我
々
の
問
題
、
私
の
こ
の
救
い
の
問
題
と
し
て
受
け
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。
教
え
を
教
え
と
し
て
、
我
が
事
と
し
て

受
け
止
め
た
、
自
身
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

四
、
自
身
を
知
る

（
一
）
無
明
と
は

　

で
は
、
我
が
事
と
し
て
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
『
正
信
偈
』
の
一
段
は
、
私
た
ち
に
何

を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
か
。
経
典
に
こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
経
典
が
あ
な
た
に

こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
一
段
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
そ
れ
は
「
自
身
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　

�

摂
取
の
心
光
、
常
に
照
護
し
た
ま
う
。
す
で
に
よ
く
無
明
の
闇
を
破
す
と
い
え
ど
も
、
貪
愛
・
瞋
憎
の
雲
霧
、
常
に
真

実
信
心
の
天
に
覆
え
り
。

　

こ
こ
に
「
無
明
の
闇
を
破
す
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
く
る
。「
無
明
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
古
田
和
弘
師
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

私
ど
も
は
、自
分
の
思
い
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
ま
す
か
ら
、本
当
の
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、も
の
の
道
理
に
つ
い
て
ま
っ



五
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た
く
「
無
知
」
な
の
で
す
。
し
か
も
、
道
理
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
に
、
わ
か
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、そ
の
こ
と
自
体
が
、実
は
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。（
古
田
和
弘『
正
信
偈
の
教
え
』

（
上
）、
一
四
九
頁
）

　
「
無
明
」
と
い
う
の
は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
は
、
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
二
）
無
明
が
破
れ
る

　

で
は
、
そ
れ
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
安
田
理
深
の
言
葉
を
続
け
る
。

　
　

�

無
明
が
破
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、無
明
が
明
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
闇
の
夜
が
明
け
て
昼
に
な
っ
た
。…（
中

略
）
…
貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
曇
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
夜
が
明
け
た
と
い
う
こ
と
と
、
曇
っ
て

い
る
こ
と
と
、
明
瞭
に
区
別
し
て
あ
る
。
夜
か
昼
か
と
い
う
こ
と
と
、
曇
か
晴
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
し
か

も
大
切
な
の
は
、
夜
が
明
け
て
貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧
が
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
悪
業
煩
悩
が
わ
か
ら
な
い
の

は
、
無
明
の
中
に
い
る
証
拠
で
あ
る
。
煩
悩
悪
業
の
身
と
い
う
こ
と
は
、
夜
の
証
明
で
は
な
く
、
夜
が
明
け
た
こ
と
の

証
明
で
あ
る
。
仏
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、自
分
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。（
安
田
、前
掲
、二
二
〇
頁
）



五
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曇
り
の
と
き
は
太
陽
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
曇
り
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。
ま
っ
た
く
真
っ
暗
で
あ
れ
ば
、
雲
が
出
て

い
る
の
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
。
太
陽
が
出
て
は
じ
め
て
曇
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
無
明
が
破

れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
破
れ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、『
正
信
偈
』
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
貪
愛
瞋
憎
の

雲
霧
、
常
に
真
実
信
心
の
天
に
覆
え
り
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
煩
悩
悪
業
の
身
、
つ
ま
り

貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧
に
覆
わ
れ
て
い
る
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
が
、「
無
明
が
破
れ
た
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
こ
こ
の
一
段
を
、
ご
自
身
で
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�「
摂
取
心
光
常
照
護
」
と
い
う
は
、
信
心
を
え
た
る
人
を
ば
無
碍
光
仏
の
心
光
、
つ
ね
に
て
ら
し
ま
も
り
た
ま
う
ゆ
え

に
、
無
明
の
や
み
は
れ
、
生
死
の
な
が
き
よ
、
す
で
に
あ
か
つ
き
に
な
り
ぬ
と
し
る
べ
し
と
な
り
。「
已
能
雖
破
無
明

闇
」
と
い
う
は
、
こ
の
こ
こ
ろ
な
り
。
信
心
を
う
れ
ば
あ
か
つ
き
に
な
る
が
ご
と
し
と
し
る
べ
し
。「
貪
愛
瞋
憎
之
雲

霧　

常
覆
真
実
信
心
天
」
と
い
う
は
、
わ
れ
ら
が
貪
愛
瞋
憎
を
く
も
き
り
に
た
と
え
て
、
つ
ね
に
信
心
の
天
に
お
お
え

る
な
り
と
し
る
べ
し
。「
譬
如
日
月
覆
雲
霧　

雲
霧
之
下
明
無
闇
」
と
い
う
は
、
日
月
の
く
も
き
り
に
お
お
わ
る
れ
ど

も
、
や
み
は
れ
て
、
く
も
き
り
の
し
た
あ
き
ら
か
な
る
が
ご
と
く
、
貪
愛
瞋
憎
の
く
も
き
り
に
信
心
は
お
お
わ
る
れ
ど

も
、
往
生
に
さ
わ
り
あ
る
べ
か
ら
ず
と
し
る
べ
し
と
な
り
。（『
尊
号
真
像
銘
文
』、
真
宗
聖
典
五
三
二
頁
）

　
「
し
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
何
回
も
何
回
も
繰
り
返
し
で
て
く
る
。
何
を
「
し
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
「
し
る
」
と
い
う
の
は
、
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
問

題
に
し
な
が
ら
歩
ん
で
い
き
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



五
九

（
三
）「
雖
」
の
押
さ
え

　

重
ね
て
、

　

①
す
で
に
よ
く
無
明
の
闇
を
破
す
と
い
え
ど
も
、
貪
愛
・
瞋
憎
の
雲
霧
、
常
に
真
実
信
心
の
天
に
覆
え
り
。

　

②
た
と
え
ば
日
光
の
雲
霧
に
お
お
わ
る
れ
ど
も
、
雲
霧
の
下
あ
き
ら
か
に
し
て
、
闇
き
こ
と
な
き
が
ご
と
し
。

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

①
は
、普
通
に
読
め
ば
、無
明
の
闇
は
破
ら
れ
た
が
、貪
愛
瞋
憎
の
く
も
き
り
が
真
実
信
心
の
天
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、

と
読
め
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
て
、先
ほ
ど
の
安
田
理
深
の
言
葉
に
照
ら
せ
ば
、「
雲
霧
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
」

と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
が
次
の
譬
え
（
②
）
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

①
は
、「
闇
は
破
ら
れ
た
が
、
雲
霧
は
覆
っ
て
い
る
」。
②
は
、「
雲
霧
は
覆
っ
て
い
る
が
、
闇
は
破
ら
れ
て
い
る
」。
一
見
、

説
明
と
譬
え
の
書
か
れ
方
が
逆
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
安
田
理
深
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　

�

無
明
は
破
ら
れ
た
り
と
い
え
ど
も
、
貪
愛
瞋
憎
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
貪
愛
瞋
憎
あ
り
と
い
え
ど
も
、
無
明

は
破
ら
れ
た
り
と
い
う
確
信
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
安
田
、
前
掲
、
二
二
一
頁
）



六
〇

　

だ
か
ら
説
明
と
譬
え
の
書
か
れ
方
が
逆
に
な
る
の
だ
と
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
「
雖
」
と
い
う
言
葉
が
大
事
で
あ
る
と
押

さ
え
て
い
る
。

　
　

�
信
心
を
獲
て
も
煩
悩
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
煩
悩
が
見
出
さ
れ
る
。
煩
悩
と
光
が
互
い
に
道
交
し

て
い
る
。
混
乱
せ
ず
に
一
如
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
分
を
そ
の
ま
ま
自
分
と
し
て
お
け
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
自
分

を
ど
う
す
る
必
要
も
な
い
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
業
道
自
然
が
、ど
う
す
る
必
要
も
な
い
無
為
自
然
を
象
徴
し
て
い
る
。

こ
の
親
鸞
聖
人
の
と
ら
え
方
は
、
非
常
に
的
確
で
あ
る
と
思
う
。
摂
取
不
捨
を
さ
ら
に
雖
で
押
さ
え
て
く
る
。
雖
で
押

さ
え
な
い
と
、
摂
取
不
捨
は
光
に
酔
う
こ
と
に
な
る
。
煩
悩
を
忘
れ
れ
ば
、
機
法
一
体
が
機
法
混
乱
と
な
る
。
そ
う
で

な
い
こ
と
を
構
造
と
し
て
あ
ら
わ
す
の
が
雖
で
あ
る
。（
安
田
、
前
掲
、
二
二
一
～
二
二
二
頁
）

　

つ
ま
り
、「
晴
れ
た
の
だ
か
ら
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
「
雖
」
が
大
事
で
あ
る
と
教

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
、
こ
の
「
雖
」
と
い
う
の
は
源
信
か
ら
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
中
に
、

　
　

�

我
ま
た
か
の
摂
取
の
中
に
あ
れ
ど
も
、
煩
悩
眼
を
障
え
て
見
た
て
ま
つ
る
に
あ
た
わ
ず
と
い
え
ど
も
、
大
悲
倦
き
こ
と

な
く
し
て
常
に
我
が
身
を
照
ら
し
た
ま
う
、
と
。（「
信
巻
」
所
引
『
往
生
要
集
』、
真
宗
聖
典
二
二
二
～
二
二
三
頁
）

　
「
ど
も
」
が
二
回
で
て
く
る
。
こ
の
一
段
は
善
導
及
び
源
信
の
教
え
を
い
た
だ
い
て
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



六
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（
四
）
往
生
の
道
を
歩
む

　

親
鸞
は
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
　

�「
譬
如
日
月
覆
雲
霧　

雲
霧
之
下
明
無
闇
」
と
い
う
は
、
日
月
の
く
も
き
り
に
お
お
わ
る
れ
ど
も
、
や
み
は
れ
て
、
く

も
き
り
の
し
た
あ
き
ら
か
な
る
が
ご
と
く
、
貪
愛
瞋
憎
の
く
も
き
り
に
信
心
は
お
お
わ
る
れ
ど
も
、
往
生
に
さ
わ
り
あ

る
べ
か
ら
ず
と
し
る
べ
し
と
な
り
。（
真
宗
聖
典
五
三
二
頁
）

　

こ
こ
に
「
往
生
に
さ
わ
り
あ
る
べ
か
ら
ず
と
し
る
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
。「
往
生
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
く
る
。「
く
ら

い
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
「
往
生
に
さ
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
。
暗
く
な
い
か
ら
本
が
読
め
る
、
日

常
生
活
に
困
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、「
往
生
に
さ
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
城
顗
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

摂
取
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
身
に
お
い
て
大
悲
が
行
ず
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
大
悲
の
行
ず
る
身
と
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
摂
取
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
光
明
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
光
明
の
は
た

ら
き
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
苦
悩
の
世
界
に
出
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
「
雲
霧
の
下
、
明

ら
か
に
し
て
闇
き
こ
と
な
き
が
ご
と
し
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
　

�　

ど
れ
ほ
ど
の
雲
霧
に
包
ま
れ
て
お
ろ
う
と
、
歩
み
は
確
か
な
の
で
す
。
私
た
ち
が
求
め
て
い
る
も
の
は
、
そ
う
い
う



六
二

も
の
な
の
で
す
。
状
況
と
し
て
安
楽
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
苦
悩
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。（
宮

城
顗
『
正
信
念
仏
偈
講
義
』
第
二
巻
、
一
六
八
～
一
六
九
頁
）

　
「
往
生
に
さ
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
歩
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
苦
悩
の
世
界
に
出
て
い
け
る
、

そ
の
歩
み
が
確
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
闇
き
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
い
た
だ

い
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、親
鸞
が『
正
信
偈
』「
依
経
段
」に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の「
摂
取
不
捨
の
益
」を
讃
え
た
一
段
に
つ
い
て
尋
ね
て
き
た
。

親
鸞
は
、
こ
の
一
段
に
お
い
て
、
単
に
阿
弥
陀
仏
の
光
明
の
徳
を
讃
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
光
明
の
徳
と
は
、
こ
の
私
を

歩
ま
せ
る
、
往
生
の
道
を
歩
ま
せ
る
の
で
あ
る
と
、
自
身
の
歩
み
の
問
題
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
の
作
成

を
通
し
て
、
以
上
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

※
本
稿
は
第
四
十
四
回
仏
教
学
科
市
民
大
学
講
座
（
二
〇
一
九
年
七
月
二
十
一
日
）
に
お
け
る
講
義
を
論
文
と
し
て
原
稿
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
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