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本
冊
子
で
は
︑
引
用
な
ど
の
旧
漢
字
・
旧
仮
名
遣
い
は
︑
原
則
︑
印
刷
標
準
字
体
お
よ
び
現

代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
︒
ま
た
﹃
真
宗
聖
典
﹄
︵
一
九
七
八
年
︶
で
は
﹁
栴
﹂
を
用
い
て
い

る
が
︑
引
用
文
も
含
め
︑
一
般
的
に
よ
く
使
わ
れ
る
﹁
旃
﹂
を
用
い
た
︒
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は
じ
め
に

﹃
観か

ん

無む

量
り
ょ
う

寿じ
ゅ

経
き
ょ
う

﹄
序じ

ょ

分ぶ
ん

に
は
︑
王お

う

舎し
ゃ

城
じ
ょ
う

で
起
こ
っ
た
王
位
を
奪
う
事
件
が
描
か
れ
︑

そ
の
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
た
母ぼ

后こ
う

韋い

提だ
い

希け

夫ぶ

人に
ん

が
︑
自
ら
の
苦
し
み
を
仏ぶ

っ

陀だ

釈
し
ゃ
く

尊そ
ん

に

訴
え
︑
救
い
を
求
め
る
す
が
た
が
説
か
れ
ま
す
︒

そ
の
中
で
︑
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

王お
う

が
母
で
あ
る
韋
提
希
夫
人
を
殺
そ
う
と
し
た
と
き
︑
月が

っ

光こ
う

と
い

う
大
臣
が
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
諫か
ん

言げ
ん

し
ま
す
︒

時
に
一

ひ
と
り

の
臣
あ
り
︑
名
を
ば
月が

っ

光こ
う

と
曰い

う
︒
聡そ

う

明
み
ょ
う

に
し
て
多た

智ち

な
り
︒
お
よ
び
耆ぎ

婆ば

と
︑
王
の
た
め
に
︑
礼ら

い

を
作な

し
て
白も

う

し
て
言も

う

さ
く
︑
﹁
大
王
︑
臣
聞
く
︑
﹃
毘び

陀だ

論ろ
ん

経
ぎ
ょ
う

﹄
に
説
か
く
︑
劫こ

っ

初し
ょ

よ
り
こ
の
か
た
︑
も
ろ
も
ろ
の
悪
王
あ
り
て
︑
国
位
を
貪

む
さ
ぼ

る
が
ゆ
え
に
︑
そ
の
父
を
殺せ

つ

害が
い

せ
る
こ
と
一
万
八
千
な
り
︒
未い

ま

だ
む
か
し
に
も
聞
か

ず
︑
無む

道ど
う

に
母
を
害
す
る
こ
と
あ
る
を
ば
︒
王
い
ま
こ
の
殺せ

つ

逆
ぎ
ゃ
く

の
事
を
な
さ
ば
︑

刹せ
つ

利り

種し
ゅ

を
汚け

が

し
て
ん
︒
臣
聞
く
に
忍し

の

び
ず
︒
こ﹅

れ﹅

旃﹅

陀﹅

羅﹅

な﹅

り﹅

︵
是
旃
陀
羅
︶
︒
宜よ

ろ

し
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く
此こ

こ

に
住

じ
ゅ
う

す
べ
か
ら
ず
︒
﹂︵

﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
︵
禁
母
縁
︶
︑
﹃
真
宗
聖
典
﹄
九
〇
〜
九
一
頁
︶

こ
の
よ
う
に
大
臣
た
ち
に
よ
っ
て
諫い

さ

め
ら
れ
︑
大
臣
た
ち
の
離り

反は
ん

を
恐
れ
た
阿
闍
世
王

は
︑
殺
害
す
る
の
を
止
め
て
︑
母
を
牢
獄
に
幽ゆ
う

閉へ
い

し
ま
し
た
︒

こ
こ
に
﹁
旃せ
ん

陀だ

羅ら

﹂
︵
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
︶
と
い
う
の
は
︑
古
代
イ
ン
ド
以
来
︑
賤せ

ん

民み
ん

と
み

な
さ
れ
社
会
か
ら
差
別
さ
れ
排
除
さ
れ
て
き
た
人
び
と
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
す
︒

し
た
が
っ
て
こ
の
語
は
︑
古
代
イ
ン
ド
の
差
別
社
会
を
端
的
に
語
り
出
す
言
葉
で
あ
り
︑

﹁
こ
れ
旃
陀
羅
な
り
﹂
は
差
別
し
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
表
現
で
す
︒
﹃
観
無
量
寿

経
﹄
序
分
は
︑
こ
の
よ
う
な
差
別
表
現
を
含
ん
だ
物
語
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
︒
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1

差
別
を
受
け
て
き
た
人
び
と
か
ら
の
訴
え

こ
れ
ま
で
部
落
差
別
問
題
の
克
服
に
向
け
て
︑
解
放
運
動
に
Øて

い

身し
ん

さ
れ
て
き
た
一
人
で

あ
る
小こ

森も
り

龍た
つ

邦く
に

氏
︵
一
九
三
二
〜
二
〇
二
一
︶
は
︑
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
ま
す
︒

﹃
観
無
量
寿
経
﹄
の
﹁
是ぜ

旃せ
ん

陀だ

羅ら

﹂
の
教
説
部
分
は
︑
被
差
別
者
に
と
っ
て
は
や
り

き
れ
な
い
ほ
ど
︑
心
に
痛
み
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

︵
小
森
龍
邦
﹃
親
鸞
思
想
に
魅
せ
ら
れ
て
﹄
二
〇
一
四
年
︑
七
九
頁
︶

部ぶ

落ら
く

解か
い

放ほ
う

同ど
う

盟め
い

広ひ
ろ

島し
ま

県け
ん

連れ
ん

合ご
う

会か
い

︵
以
下
︑
広
島
県
連
︶
の
顧
問
で
あ
っ
た
小
森
氏
は
︑
﹁
是

旃
陀
羅
﹂
の
こ
の
部
分
は
﹁
心
に
痛
み
を
感
じ
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑
現
在
の
広
島
県
連
委
員
長
で
あ
る
岡お
か

田だ

英え
い

治じ

氏
は
︑
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
と
い
う
言

葉
は
﹁
母
親
殺
し
は
旃
陀
羅
の
す
る
こ
と
だ
﹂
と
い
う
こ
と
を
表
し
︑
そ
れ
は
﹁
経
典
に

突
き
刺
さ
っ
た
差
別
﹂
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
﹁
﹃
観
経
﹄
の
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
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は
イ
ン
ド
被
差
別
カ
ー
ス
ト
と
被
差
別
部
落
民
に
突
き
刺
さ
っ
た
毒
矢
で
あ
る
﹂
な
ど
と
︑

厳
し
い
批
判
を
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
ま
す
︵
﹁
﹁
旃
陀
羅
﹂
差
別
の
放
置
は
許
さ
れ
な
い
﹂
﹃
改
め

て
経
典
の
﹃
旃
陀
羅
﹄
差
別
を
問
う
﹄
二
〇
二
一
年
︑
﹁
部
落
差
別
の
現
実
と
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
問
題
を
考
え

る
﹂
﹃
身
同
﹄
第
四
〇
号
︑
二
〇
二
二
年
な
ど
︶
︒

私
た
ち
は
︑
﹁
心
が
痛
む
﹂
と
訴
え
ら
れ
れ
ば
︑
と
て
も
つ
ら
く
︑
放
っ
て
は
お
け
な

い
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
ま
た
︑
﹁
母
親
殺
し
は
旃
陀
羅
の
す
る
こ
と
だ
と
﹃
観
無
量
寿

経
﹄
に
は
説
か
れ
て
い
て
︑
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
差
別
経
典
だ
﹂
と
断だ
ん

罪ざ
い

さ
れ
る
と
︑

と
て
も
悲
し
く
て
︑
そ
ん
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
か
と
当と
う

惑わ
く

し
て
し
ま
い
ま
す
︒
い

っ
た
い
ど
う
し
て
こ
ん
な
事
態
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒

も
う
一
度
︑
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
に
ま
っ
す
ぐ
向
き
合
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
︒
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2

訴
え
の
背
景

﹁
旃
陀
羅
﹂
と
い
う
言
葉
の
差
別
性
に
つ
い
て
は
︑
近
代
以
降
︑
す
で
に
全ぜ

ん

国こ
く

水す
い

平へ
い

社し
ゃ

創
立
︵
一
九
二
二
年
︶
の
頃
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
す
︒
特
に
﹃
観
無
量
寿

経
﹄
に
関
わ
っ
て
そ
の
問
題
を
公
式
に
指
摘
し
た
の
は
︑
全
国
水
平
社
の
井い

元も
と

麟り
ん

之し

氏

︵
一
九
〇
五
〜
一
九
八
四
︶
で
し
た
︒
一
九
四
〇
年
に
︑
東
西
両
本
願
寺
に
対
し
て
︑
次
の

よ
う
な
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
ま
し
た
︒

観
無
量
寿
経
お
よ
び
親
鸞
聖
人
の
和
讃
中
の
﹁
旃
陀
羅
﹂
解
釈
は
適
切
で
な
い
と
信

じ
る
︒
す
な
わ
ち
旃
陀
羅
を
非
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
解か
い

す
る
こ
と
は
断
じ
て
誤
り

で
あ
り
︑
し
か
も
そ
う
し
た
曲
き
ょ
っ

解か
い

が
差
別
観
念
を
い
か
に
多
く
助じ

ょ

長
ち
ょ
う

し
て
き
た
か

判わ
か

ら
な
い
︒
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
経
典
の
語
字
訂
正
も
必
要
で
は
な
い
か
と
信
ず
る

か
ら
︑
徹
底
的
な
研
究
と
善ぜ
ん

処し
ょ

を
要
請
し
た
い

︵
﹃
全
水
大
会
告
知
﹄
一
九
四
〇
年
八
月
二
〇
日
︑
﹃
現
代
の
聖
典

学
習
の
手
引
き
﹄
三
五
一
頁
︶
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ま
た
大
谷
派
宗
門
内
で
は
︑
武た

け

内う
ち

了
り
ょ
う

温お
ん

氏
︵
一
八
九
一
〜
一
九
六
八
︶
が
︑
全ぜ

ん

国こ
く

融ゆ
う

和わ

事じ

業
ぎ
ょ
う

協
き
ょ
う

議ぎ

会か
い

で
の
問
題
提
起
を
受
け
て
︑
﹁
旃せ

ん

陀だ

羅ら

解げ

に
つ
き
布ふ

教
き
ょ
う

使し

諸し
ょ

君く
ん

に
訴

う
っ
た

う
﹂

︵
﹃
真
宗
﹄
一
九
三
二
年
四
月
号
︶
と
い
う
﹁
檄げ

き

﹂
を
飛
ば
し
て
宗
門
内
に
訴
え
て
い
ま
す
︒

そ
こ
で
﹁
旃
陀
羅
語
を
封ほ
う

建け
ん

時じ

代だ
い

よ
り
継
承
せ
る
賤せ

ん

称
し
ょ
う

に
約や

く

す
こ
と
な
か
れ
﹂
と
重
ね

て
訴
え
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
の
﹁
旃
陀
羅
﹂
と
い
う
言
葉
を

﹁
穢え

多た

﹂
に
当
て
は
め
て
説
教
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
︒
さ
ら
に
︑
旃

陀
羅
は
極
悪
非
道
の
も
の
で
あ
る
と
説
け
ば
︑
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
日
本
の
被
差
別
民
を
差

別
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
差
別
的
な
説
教
を
し
た
た
め
に
︑
そ
れ

を
聞
く
に
た
え
な
い
人
び
と
に
よ
っ
て
︑
布
教
使
が
高
座
か
ら
ひ
き
ず
り
お
ろ
さ
れ
︑
打

ち
の
め
さ
れ
そ
う
に
な
り
︑
逃
げ
ま
わ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
も
い
ま
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
す
が
︑
宗
門
は
こ
の
問
題
を
真
正
面
か

ら
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
一
九
六
二
年
か
ら
真
宗
同
朋
会
運
動
が
は

じ
ま
り
︑
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
を
﹃
現
代
の
聖
典
﹄
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
一
九
六
七
年
に
難
波
別
院
輪
番
差
別
事
件
︑
一
九
七
〇
年
に

7



﹃
中
道
﹄
誌
差
別
事
件
︑
一
九
八
四
年
に
董と

う

理り

院い
ん

董と
う

理り

差
別
発
言
事
件
︑
一
九
八
七
年
に

全ぜ
ん

推す
い

協
き
ょ
う

叢そ
う

書し
ょ

﹃
同
朋
社
会
の
顕
現
﹄
差
別
事
件
と
︑
次
々
と
部
落
差
別
に
関
わ
る
差
別

事
件
を
引
き
起
こ
し
て
き
ま
し
た
︒

そ
し
て
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
の
問
題
を
や
っ
と
取
り
あ
げ
た
の
は
︑
﹃
現
代
の
聖
典
﹄
改
訂

版
︵
第
二
版
︑
一
九
八
九
年
︶
か
ら
で
し
た
︒
そ
こ
に
﹁
解
説
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
に
つ
い
て
﹂

と
い
う
一
項
を
設
け
︑
こ
の
言
葉
の
問
題
性
を
指
摘
し
︑
差
別
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
の

大
切
さ
を
表
明
し
ま
し
た
︒

さ
ら
に
﹃
現
代
の
聖
典
﹄
第
三
版
︵
一
九
九
九
年
︶
に
は
︑
旃
陀
羅
の
語
に
対
す
る
脚

き
ゃ
く

注
ち
ゅ
う

と
要よ

う

語ご

解か
い

説せ
つ

を
付
し
︑
同
時
に
ま
た
﹃
現
代
の
聖
典

学
習
の
手
引
き
﹄
を
出
版
し

ま
し
た
︒
そ
こ
に
は
﹁
解
説
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
に
つ
い
て
﹂
と
︑
﹁
﹁
解
説
﹃
是
旃
陀
羅
﹄
に

つ
い
て
﹂
の
補ほ

遺い

︱
大
谷
派
の
教
学
に
お
け
る
﹁
旃
陀
羅
﹂
解
釈
の
歴
史
お
よ
び
本
文

﹁
是
旃
陀
羅
﹂
の
分
析
と
学
び
の
課
題
︱
﹂
と
を
新
た
に
付
し
て
︑
よ
り
詳
細
に
解
説
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ
が
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
問
題
に
対
す
る

取
り
組
み
で
し
た
︒
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二
〇
一
三
年
一
月
に
︑
広
島
県
連
よ
り
︑
こ
の
﹃
現
代
の
聖
典

学
習
の
手
引
き
﹄
の

解
説
の
中
で
の
記
述
の
誤
り
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
︑
あ
わ
せ
て
﹁
﹁
月
光
大
臣
の
視
座
と

﹃
観
経
﹄
そ
れ
自
体
の
視
座
と
は
違
う
﹂
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
︑
﹁
﹃
観
経
﹄
自
体
が
差

別
経
典
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
︑
忌き

憚た
ん

の
な
い
議
論
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
﹂
︵
﹃
真
宗
﹄
二
〇
一
五
年
二
月
号
︑
四
九
頁
︶
と
い
う
指
摘
を
い
た
だ
い
た
の

で
す
︒

そ
れ
を
受
け
て
︑
二
〇
一
五
年
六
月
に
︑
安や
す

冨と
み

信し
ん

哉や

委
員
長
︵
一
九
四
四
〜
二
〇
一
七
︑
当

時
教
学
研
究
所
長
︶
の
も
と
に
﹁
部
落
差
別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会
﹂
が
改
め
て
発

足
し
︑
二
〇
一
六
年
六
月
に
﹁
部
落
差
別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会

報
告
書
︵
提

言
・
調
査
研
究
報
告
︶
﹂
︵
﹃
真
宗
﹄
二
〇
一
七
年
三
月
号
︑
三
五
〜
六
三
頁
︒
以
下
︑
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄
︶

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
︒

こ
の
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄
で
は
︑
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る

か
に
つ
い
て
一
段
の
深
ま
り
と
進
展
を
み
た
の
で
す
が
︑
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
広
島
県
連
と

の
対
話
が
十
分
に
な
さ
れ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
す
︒
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3

﹁
是
旃
陀
羅
﹂
は
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か

先
に
挙
げ
た
﹃
現
代
の
聖
典

学
習
の
手
引
き
﹄
に
は
︑
江
戸
時
代
の
宗

し
ゅ
う

学が
く

の
歴
代

講
師
た
ち
に
よ
る
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
の
解
釈
が
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
ま

ず
﹁
旃
陀
羅
と
は
暴ぼ

う

悪あ
く

の
も
の
﹂
と
解
釈
さ
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
解
釈
を
踏

襲
し
て
い
る
も
の
で
す
が
︑
加
え
て
﹁
旃
陀
羅
と
は
日
本
の
穢
多
の
ご
と
き
も
の
で
あ

る
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
日
本
の
身
分
社
会
に
お
け
る
賤
民
を
引
き
合
い
に
出
し
︑
そ
の
解

釈
を
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
︒
そ
れ
が
被
差
別
部
落
の
人
び
と
へ
の
差

別
を
助
長
し
︑
強
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

そ
の
江
戸
宗
学
で
は
︑
﹁
阿
闍
世
王
は
︑
暴
悪
に
し
て
無む

道ど
う

で
あ
る
と
い
う
点
で
︑
旃

陀
羅
と
同
類
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
旃
陀
羅
な
り
と
い
う
の
で
あ
る
﹂
な
ど
と
解
さ
れ
て
い

ま
す
︒
つ
ま
り
︑
旃
陀
羅
と
同
じ
ほ
ど
に
暴
悪
無
道
で
あ
る
か
ら
﹁
こ
れ
旃
陀
羅
な
り
﹂

と
い
う
の
だ
と
解
釈
し
て
お
り
︑
﹁
こ
れ
旃
陀
羅
な
り
﹂
と
は
︑
﹁
旃
陀
羅
と
同
じ
だ
﹂
と

い
う
意
味
で
読
ま
れ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
旃
陀
羅
の
差
別
的
解
釈
を
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通
し
て
︑
当
時
穢
多
身
分
と
さ
れ
た
人
び
と
へ
の
差
別
を
増
大
強
化
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
︒
先
に
見
た
武
内
了
温
氏
の
﹁
旃
陀
羅
語
を
封
建
時
代
よ
り
継
承
せ
る
賤
称
に
約

す
こ
と
な
か
れ
﹂
と
い
う
訴
え
の
も
と
は
︑
こ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
言
え
ま
す
︒
こ
れ

が
︑
江
戸
宗
学
に
お
け
る
基
本
的
な
解
釈
で
す
︒

近
代
に
入
っ
て
︑
一
八
七
一
︵
明
治
四
︶
年
に
﹁
賤せ

ん

民み
ん

廃は
い

止し

令れ
い

﹂
い
わ
ゆ
る
﹁
解か

い

放ほ
う

令れ
い

﹂

が
出
さ
れ
︑
制
度
上
の
賤
民
身
分
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
︑
差
別
が
な
く
な
っ
て
い
く
の

で
は
な
く
︑
部
落
差
別
へ
の
社
会
的
意
識
が
変
化
し
て
い
き
ま
す
︒
そ
れ
と
連
動
し
て
い

る
の
か
︑
明
治
以
降
に
な
る
と
﹁
日
本
で
の
穢
多
の
ご
と
き
も
の
﹂
と
い
う
説
明
は
ほ
と

ん
ど
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
︒
そ
れ
に
代
わ
っ
て
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
︑
﹁
是
旃
陀
羅
﹂

を
﹁
母
を
殺
す
こ
と
は
旃
陀
羅
の
所し
ょ

行
ぎ
ょ
う

︵
行
為
︑
ふ
る
ま
い
︑
仕
業
︶
で
あ
る
﹂
と
す
る
解

釈
が
現
れ
て
き
ま
す
︒
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
解
釈
で
す
︒
旃
陀
羅
を

実
際
に
見
る
こ
と
の
な
い
日
本
で
︑
﹁
旃
陀
羅
と
は
常
に
物
を
殺
す
こ
と
を
家か

業
ぎ
ょ
う

と
し
︑

ま
た
人
を
殺
す
こ
と
を
業
な
り
わ
いと

す
る
も
の
で
あ
り
︑
母
を
殺
す
こ
と
は
旃
陀
羅
の
所
行
で
あ

る
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
旃
陀
羅
差
別
が
一
層
強
調
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

11



﹁
是
旃
陀
羅
﹂
と
い
う
経
言
を
﹁
母
親
殺
し
は
旃
陀
羅
の
所
行
で
あ
る
﹂
と
読
む
の
は
︑

ま
っ
た
く
間
違
っ
た
読
み
方
で
す
︒
ま
た
︑
﹁
旃
陀
羅
は
母
親
を
殺
す
も
の
だ
﹂
と
い
う

根
拠
の
な
い
断
定
は
許
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
よ

う
な
旃
陀
羅
差
別
が
引
き
続
い
て
強
化
さ
れ
︑
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
で
す
︒
そ
し
て
そ

れ
を
実
質
的
に
支
え
て
い
た
の
は
︑
賤
民
身
分
が
な
く
な
っ
て
も
な
お
︑
根
深
く
引
き
ず

っ
て
き
た
部
落
差
別
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
︒

そ
れ
が
表
面
に
現
れ
て
︑
そ
の
実
態
を
示
す
よ
う
な
差
別
表
現
を
も
っ
た
講
話
が
出
版

さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
柏
か
し
わ

原は
ら

祐ゆ
う

義ぎ

﹃
浄

じ
ょ
う

土ど

三さ
ん

部ぶ

経
き
ょ
う

和わ

讃さ
ん

講こ
う

話わ

﹄
︵
一
九
二
二
年
︶
で
す
︒

そ
こ
に
は
﹁
無
道
に
母
を
害
し
給た

ま

う
は
穢
多
非
人
の
御お

ん

仕し

業わ
ざ

で
あ
る
﹂
と
あ
り
ま
す
︒
実

質
的
に
あ
っ
た
差
別
意
識
の
対
象
が
露あ
ら

わ
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
言
え
ま
す
︒
そ
し
て
︑

こ
の
講
話
を
そ
の
ま
ま
盗と
う

用よ
う

し
た
朝あ

さ

日ひ

融ゆ
う

溪け
い

﹁
浄
土
和
讃
﹂
︵
﹃
聖
典
講
讃
全
集
﹄
第
一
巻
︑
一

九
三
四
年
︶
に
は
︑
問
題
の
箇
所
が
そ
の
ま
ま
掲け

い

載さ
い

さ
れ
て
︑
﹁
重
大
な
差
別
問
題
﹂
︵
﹃
中

外
日
報
﹄
一
九
三
七
年
六
月
十
三
日
付
︶
と
報
じ
ら
れ
ま
し
た
︒
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4

す
で
に
提
言
さ
れ
て
い
た
従
来
の
解
釈
の
訂
正

先
に
見
た
よ
う
に
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
の
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
は
︑
一
九
〇
〇
年
頃
以
降
︑

﹁
母
親
殺
し
は
旃
陀
羅
の
所
行
な
り
﹂
と
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
従
来
の
解

釈
に
お
け
る
問
題
を
見
て
︑
重
要
な
提
言
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
す
︒

﹁
セ
ン
ダ
ラ
な
り
﹂
と
言
葉
ど
お
り
訳
さ
な
い
で
︑
な
ぜ
﹁
旃
陀
羅
の
な
す
と
こ
ろ

な
り
﹂
と
読
み
︑
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
れ
ば
セ
ン
ダ

ラ
は
自
分
の
生せ
い

母ぼ

を
殺
す
種し

ゅ

姓
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
︵
中
略
︶
い
ま
の

場
合
﹁
セ
ン
ダ
ラ
で
あ
る
﹂
と
訳
せ
る
も
の
を
︑
あ
え
て
﹁
セ
ン
ダ
ラ
の
所
行
で
あ

る
﹂
と
補ほ

訳や
く

し
た
こ
と
に
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
︒

︵
霊よ

し

山や
ま

勝か
つ

海み

﹁
観
経
の
旃
陀
羅
に
つ
い
て
︱
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
在
来
の
解
釈
︱
﹂
︑

石
田
充
之
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
﹃
浄
土
教
の
研
究
﹄
一
九
八
二
年
︑
九
四
頁
所
収
︑

﹃
観
無
量
寿
経
法
話
﹄
一
九
八
四
年
︑
一
〇
三
頁
再
掲
︶

13



こ
の
論
文
は
︑
従
来
の
﹁
旃
陀
羅
の
所
行
﹂
と
い
う
解
釈
を
批
判
し
︑
新
た
な
読
み
方

を
提
言
し
た
も
の
で
す
︒
私
た
ち
は
︑
江
戸
宗
学
か
ら
近
現
代
に
い
た
る
﹁
是
旃
陀
羅
﹂

解
釈
の
変へ
ん

遷せ
ん

を
調
べ
る
中
で
︑
特
に
近
代
に
入
っ
て
の
解
釈
に
重
大
な
問
題
が
あ
り
︑
新

た
に
作
り
出
さ
れ
た
差
別
表
現
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
は
先
に
述
べ

た
と
お
り
で
す
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で
す
で
に
そ
の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
の
で
す
︒

ま
た
︑
こ
の
論
文
に
は
︑
岩
波
文
庫
版
﹃
浄
土
三
部
経
﹄
の
漢
訳
の
延
べ
書
き
も
﹁
こ

れ
旃
陀
羅
︵
の
な
す
と
こ
ろ
︶
な
り
﹂
と
︑
漢
訳
に
は
な
い
言
葉
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
は
じ
め
と
し
て
︑
他
の
和
訳
の
ほ
と
ん
ど
が
類
似
の
表
現
で
あ
る
と
注
記
さ
れ
て
い

ま
す
︒
こ
の
論
文
に
よ
る
︑
従
来
の
解
釈
を
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
題
提
起
は
︑

特
に
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す(

1
)

︒

私
た
ち
真
宗
大
谷
派
は
︑
一
九
六
二
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
真
宗
同
朋
会
運
動
に
お
い
て
︑

﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
を
﹃
現
代
の
聖
典
﹄
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
き
た
こ
と
を
先

に
述
べ
ま
し
た
︒
そ
の
第
二
版
ま
で
は
意
訳
を
載
せ
て
い
て
﹁
旃
陀
羅
﹂
を
省は
ぶ

い
て
い
ま
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し
た
が
︑
第
三
版
で
は
現
代
語
訳
を
載
せ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
の
現
代
語
訳
は
﹁
そ
れ
は

チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
の
す
る
こ
と
で
す
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
先
の
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
と
お

り
の
訳
で
す(

2
)

︒

(
1
)

霊
山
論
文
の
提
言
の
結
論
は
︑
旃
陀
羅
と
い
う
﹁
こ
の
語
は
四
姓
外
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
を
意

味
す
る
の
で
な
く
︑
人
倫
に
も
と
る
行
為
を
す
る
人
の
こ
と
﹂
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
も
の
で
す
︵
上
掲
論
文
一
〇
八
頁
︑
再
掲
版
一
二
二
頁
︶
︒
こ
の
提
言
を
そ
の
ま
ま
私
た

ち
は
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
︑
こ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
個
々
の
論
述
過
程
は
実

に
よ
く
検
討
考
察
さ
れ
た
も
の
で
す
︒

(
2
)
﹃
現
代
の
聖
典
﹄
第
三
版
︵
一
九
九
九
年
︶
作
成
の
際
に
も
︑
多
く
の
資
料
を
収
集
し
ま
し
た
︒

そ
の
中
に
は
確
か
に
霊
山
論
文
も
入
っ
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
論
文
の
重
要
性
に
誰
も

気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
ま
た
︑
二
〇
一
五
年
に
委
員
会
が
改
め
て
発
足
し
た
際
も
同
様
で
し

た
︒
し
た
が
っ
て
︑
二
〇
一
六
年
の
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄
で
は
︑
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
の
新
た
な
読

み
方
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
︒
ま
こ
と
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
で

す
︒
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ま
た
︑
す
で
に
広
島
県
連
と
の
懇
談
に
入
っ
て
︑
霊
山
論
文
の
問
題
提
起
と
同
様
な
検
討
を

重
ね
て
い
た
と
き
の
二
〇
二
二
年
九
月
二
八
日
に
︑
落お
ち

合あ
い

誓せ
い

子こ

﹃
女
た
ち
の
﹁
謀
叛
﹂
﹄
︵
二
〇

一
七
年
︶
に
同
じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
こ
に
は
橘
た
ち
ば
な

了
り
ょ
う

法ほ
う

師
か
ら
の
聞
書
で
あ
る
と
あ
り
ま
し
た
︵
九
二
頁
︶
︒
橘
師
も
ま
た
こ
の
重
大
な
指
摘
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
え
ま
し
た
︒
ま
た
︑
真
宗
大
谷
派
解
放
運
動
推

進
本
部
編
集
﹃
部
落
問
題
学
習
資
料
集
﹄
︵
一
九
九
二
年
初
版
︑
二
〇
一
九
年
改
訂
二
版
第
二

刷
︑
一
九
〇
頁
︶
に
も
同
趣
旨
の
聞
書
が
あ
り
ま
す
︒
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5

﹁
是
旃
陀
羅
﹂
を
含
む
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
の
一
節
を
ど
う
読
む
か

そ
れ
で
は
︑
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
︵
禁き

ん

母も

縁え
ん

︶
の
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
を
含
む
一
節
を
ど
の

よ
う
に
読
む
べ
き
で
し
ょ
う
か
︒
そ
の
要
点
を
述
べ
る
と
以
下
の
通
り
で
す
︒

﹁
母
親
殺
し
は
旃
陀
羅
の
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
い
う
読
み
方
の
特
徴
は
︑
﹁
母
親
殺

し
﹂
と
い
う
︑
き
わ
だ
っ
た
残ざ
ん

虐
ぎ
ゃ
く

さ
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
阿
闍
世

は
な
ぜ
母
親
を
殺
そ
う
と
し
た
の
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
は
母
が
国こ
く

賊ぞ
く

で
あ
る
父
親
を
助
け

て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
︒
だ
か
ら
怒
り
の
あ
ま
り
に
︑
﹁
我
が
母
も
ま
た
国
賊

だ
﹂
︵
我が

母も

是ぜ

賊ぞ
く

︶
と
言
っ
て
殺
そ
う
と
し
た
の
で
す
︒
ま
た
そ
の
こ
と
も
︑
提だ

い

婆ば

達だ
っ

多た

に

唆
そ
そ
の
かさ

れ
て
父
親
を
殺
そ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
︑
国
賊
と
し
て
の

父
親
殺
し
を
完
結
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
国
賊
の
母
親
を
も
殺
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い

る
の
で
す
︒
単
な
る
母
親
殺
し
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の

脈
絡
を
は
ず
し
て
︑
阿
闍
世
は
﹁
母
親
殺
し
﹂
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
旃
陀
羅
の
す
る

こ
と
だ
と
読
む
と
い
う
の
は
︑
き
わ
め
て
悪
意
の
あ
る
差
別
的
な
読
み
方
だ
と
言
え
る
で
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し
ょ
う
︒

も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
﹁
無
道
に
母
を
殺
す
﹂
︵
無む

道ど
う

害が
い

母も

︶
と
い
う
言
葉
で
す
︒
こ

の
﹁
無
道
﹂
は
︑
人
の
道
を
は
ず
れ
る
ほ
ど
残ざ
ん

虐
ぎ
ゃ
く

に
︑
と
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
︒
し
か

し
︑
父
親
を
殺
す
こ
と
も
悪
逆
で
す
︒
母
親
を
殺
す
こ
と
だ
け
が
悪
逆
非
道
と
は
言
え
ま

せ
ん
︒
し
た
が
っ
て
︑
先
に
示
し
た
よ
う
に
︑
﹁
母
親
ま
で
も
国
賊
と
し
て
殺
す
の
は
無

道
で
あ
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
道
に
は
ず
れ

る
こ
と
で
あ
り
︑
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
種し

ゅ

姓
し
ょ
う

を
汚け

が

す
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
︒
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こ
の
よ
う
な
整
理
を
ふ
ま
え
て
︑
新
た
に
訂
正
し
た
読
み
方
を
提
示
し
ま
す
︒

訂
正
現
代
語
訳

大
王
さ
ま
︑
私
ど
も
は
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
の
論ろ
ん

典て
ん

に
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
と
聞
い

て
い
ま
す
︒
世
界
の
初
め
よ
り
こ
れ
ま
で
︑
多
く
の
悪
王
が
い
て
︑
国
王
の
位
を

貪
む
さ
ぼ

っ
て
父
を
殺
し
た
も
の
が
一
万
八
千
に
も
な
る
と
︒
し
か
し
い
ま
だ
か
つ
て

︹
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
道
を
は
ず
れ
て
︺
無
道
に
母
を
殺
し
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
王
が
い
ま
そ
の
よ
う
な
殺せ
つ

逆
ぎ
ゃ
く

を
な
せ
ば
︑
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ

種
姓
を
︹
そ
の
罪
で
︺
汚
す
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
私
ど
も
臣し
ん

下か

に
は
聞
く
に
堪た

え
ら

れ
ま
せ
ん
︒
こ
の
︹
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
種
姓
を
汚
す
︺
も
の
は
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
で
す
︒

そ
う
な
っ
て
は
︑
も
は
や
あ
な
た
と
と
も
に
こ
こ
に
住
じ
ゅ
う

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
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6

﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
が
説
い
て
い
る
こ
と

こ
の
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
序
分
に
は
︑
最
初
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
︑
王
舎
城
に
お
け
る

王
位
を
奪
う
事
件
が
描
か
れ
︑
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
た
韋
提
希
の
苦
悩
が
説
か
れ
て
い
ま

す
︒
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄
で
は
︑
韋
提
希
に
つ
い
て
︑
﹁
王
妃
と
し
て
差
別
を
内な

い

包ほ
う

し
た
社

会
に
身
を
浸ひ

た

し
て
生
き
て
い
た
存
在
で
あ
る
﹂
︵
五
四
頁
︶
と
述
べ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑

韋
提
希
の
苦
悩
が
生
ま
れ
て
く
る
背
景
は
︑
序
分
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
﹁
差
別
を
内

包
し
た
社
会
﹂
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒

こ
こ
に
登
場
す
る
韋
提
希
自
身
も
︑
阿
闍
世
も
月
光
も
耆ぎ

婆ば

も
︑
み
な
差
別
す
る
側
に

あ
る
も
の
と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
り
︑
ま
る
で
空
気
を
吸
う
か
の
よ
う
に
差
別
が
あ

る
社
会
を
生
き
て
い
る
の
で
す
︒
だ
か
ら
︑
大
臣
が
﹁
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
ク
シ
ャ
ト

リ
ヤ
︵
刹せ

つ

利り

種し
ゅ

︶
を
汚
す
こ
と
に
な
り
︑
そ
し
て
も
は
や
あ
な
た
は
旃
陀
羅
だ
﹂
と
語
っ

て
い
る
こ
と
は
︑
そ
の
場
に
い
る
も
の
た
ち
は
み
な
︑
こ
う
い
う
言
葉
の
意
味
が
よ
く
分

か
る
︑
共
通
の
了
解
を
も
っ
て
生
き
て
い
ま
す
︒
そ
の
差
別
の
う
え
に
︑
生
活
し
て
い
る
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人
た
ち
な
の
で
す
︒

そ
し
て
そ
の
場
に
︑
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
︵
旃
陀
羅
︶
は
い
ま
せ
ん
︒
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
は
こ

の
王
舎
城
の
外
に
存
在
し
て
︑
王
舎
城
に
住
む
人
び
と
の
生
活
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の

で
す
︒
そ
う
い
う
差
別
構
造
を
も
っ
た
社
会
で
生
活
す
る
も
の
た
ち
で
あ
り
︑
韋
提
希
も

そ
の
一
人
と
し
て
生
き
︑
さ
ら
に
は
自
ら
も
実
際
に
殺
さ
れ
か
け
て
い
る
わ
け
で
す
︒

こ
の
よ
う
に
︑
韋
提
希
の
苦
し
み
の
背
景
に
は
︑
差
別
そ
の
も
の
の
う
え
に
成
り
立
つ

社
会
が
あ
り
︑
そ
の
社
会
を
生
き
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
︑
序
分
が
語
っ
て
い
る
の

で
す
︒
こ
れ
が
︑
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄
で
一
つ
踏
み
込
ん
だ
読
み
方
を
し
て
い
る
点
で
す
︒

こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
機き

縁え
ん

を
通
し
て
︑
そ
し
て
仏
陀
釈
尊
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
︑
韋

提
希
は
︑
自
ら
の
人
生
に
お
け
る
苦
し
み
を
深
く
受
け
と
め
︑
自
ら
の
罪ざ
い

業ご
う

を
懺さ

ん

悔げ

し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
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お
わ
り
に

私
た
ち
真
宗
大
谷
派
は
︑
た
び
重か

さ

な
る
糾

き
ゅ
う

弾だ
ん

や
指
摘
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
罪ざ

い

責せ
き

の
深
さ
を
知
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
そ
し
て
検
討
を
経
る
ご
と
に
︑
改
め
て
私
た
ち
自
身

の
差
別
性
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
︒
ま
こ
と
に
そ
の
愚
か
な
る
こ
と
を
慚ざ
ん

愧き

し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

二
〇
一
三
年
の
広
島
県
連
か
ら
の
指
摘
を
受
け
て
︑
す
で
に
一
〇
年
が
経
っ
て
い
ま
す
︒

二
〇
一
六
年
の
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄
を
ふ
ま
え
︑
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
点
を
い
く

ぶ
ん
か
補
っ
て
︑
こ
の
た
び
︑
是
旃
陀
羅
問
題
学
習
テ
キ
ス
ト
﹃
御
同
朋
を
生
き
る
﹄
を

用
意
し
ま
し
た
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
学
習
冊
子
﹃
是
旃
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
﹄
で
は
︑
い
ま

宗
門
が
直
接
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
す
る
こ
と
の
み
に
集
中
し
ま
し
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
に
述
べ
て
き
た
問
題
の
う
え
に
︑
さ
ら
に
た
ず
ね
明
ら
か
に
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
こ
と
を
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄

は
︑
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
︒
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本
来
仏
教
は
︑
一
切
の
身
分
階
級
を
否
定
し
︑
す
べ
て
の
人
が
み
な
平
等
に
成
仏
で

き
る
と
い
う
確
信
か
ら
出
発
し
て
い
る
︒
私
た
ち
は
︑
﹁
屠と

沽こ

の
下げ

類る
い

﹂
を
大
地
に

投
げ
出
さ
れ
た
﹁
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
﹂
に
類る
い

比ひ

し
︑
そ
の
存
在
を
﹁
わ
れ

ら
﹂
と
自
み
ず
か

ら
頷

う
な
ず

い
た
親
鸞
聖
人
に
︑
仏
教
本
来
の
地
平
に
還か

え

っ
た
人
の
姿
を
み
る
︒

本
願
の
も
と
に
お
け
る
平
等
の
救
い
が
力
強
く
説
か
れ
て
い
る
の
を
み
る
︒

︵
﹃
委
員
会
報
告
書
﹄
五
〇
頁
︶

一
人
ひ
と
り
が
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
そ
の
も
の
を
正
し
く
受
け
と
め
て
い
く
た
め
に
も
︑

私
た
ち
自
身
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
親
鸞
聖
人
の
心
を
仰あ
お

い
で
︑
親
鸞
聖
人
が
立
た
れ
た

地
平
に
還
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
こ
と
を
願
っ
て
︑
学
習
テ
キ
ス
ト
﹃
御
同
朋

を
生
き
る
﹄
を
通
し
て
︑
学
び
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒

こ
こ
に
︑
真
宗
門
徒
と
し
て
生
き
る
す
べ
て
の
宗
門
人
に
よ
る
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
問
題
の

学
習
を
︑
た
だ
ち
に
開
始
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
︒
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