
得
た
る
も
の
が

え得
で
は
な
い

と

く失
く
し
た
も
の
が

な損
で
は
な
い

そ

ん

得
る
こ
と
で

え何
か
を

失
う
こ
と
も
あ
り

う
し失

う
こ
と
で

何
か
を

得
る
こ
と
も
あ
る

損
得
を
越
え
た

そ
ん

と
く

こ

そ
の
先
に

真
実
が
隠
れ
て
い
る

か
く
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阿
弥
陀
如
来
は
、
私
た

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

ち
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

せ
い
ざ
ん
ぜ
ん
り
ん

じ

は

の
ご
本
尊
で
す
。
我
が
宗

派
以
外
に
も
知
恩
院
、
浄

土
真
宗
な
ど
、
浄
土
宗
系

の
ご
本
尊
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
は
、
西
方

極
楽
浄
土
に
お
ら
れ
ま
す
。

ア
ミ
ダ
の
「
ア
ミ
」
は
量

る
こ
と
の
出
来
な
い
無
量

・
無
限
と
い
う
意
味
で
、

無

量

光
如
来
（
ア
ミ
タ

む

り
ょ
う
こ
う
に
ょ
ら
い

ー
バ
）
と
も
無

量

寿
如

む

り
ょ
う
じ
ゅ
に
ょ

来
（
ア
ミ
タ
ー
ニ
ス
）
と

ら
いも

呼
ば
れ
ま
す
。

四
十
八
の
願
い

阿
弥
陀
如
来
は
も
と
も

と
イ
ン
ド
の
王
子
で
し
た
。

出
家
し
て
法
蔵
菩
薩
と
い

う
菩
薩
と
な
り
、
私
た
ち

衆
生
を
救
う
為
に
四
十
八

の
願
い
を
建
て
て
、
仏
（
如

来
）
に
な
る
こ
と
を
誓
い
、

十
劫
と
い
う
長
い
時
間
修

じ
っ
こ
う

行
を
さ
れ
て
阿
弥
陀
如
来

と
な
ら
れ
ま
し
た
。

お
念
仏
で
往
生

阿
弥
陀
如
来
が
誓
わ
れ

た
四
十
八
願
の
中
で
、
十

八
番
目
の
「
念
仏
を
お
こ

な
う
も
の
は
必
ず
往
生
さ

せ
る
」
と
い
う
願
い
は
特

に
大
切
な
も
の
で
す
。

お
念
仏
と
は
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
こ
と
。

「
南
無
」
は
「
お
ま
か
せ

し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で

す
。
つ
ま
り
、
お
念
仏
と

は
阿
弥
陀
如
来
に
す
べ
て

お
ま
か
せ
し
ま
す
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

ひ
じ
を
曲
げ
る
速
さ

浄
土
宗
の
教
え
は
、
お

念
仏
を
唱
え
れ
ば
極
楽
へ

往
生
で
き
る
と
い
う
教
え

で
す
。
命
終
わ
る
時
に
は
、

阿
弥
陀
如
来
自
ら
が
私
た

ち
の
所
ま
で
迎
え
に
来
て

下
さ
い
ま
す
。
そ
の
速
さ

は
、
肘
（
ひ
じ
）
を
曲
げ
る

速
さ
で
、
す
ぐ
さ
ま
私
た

常林院本尊阿弥陀如来

ち
の
所
に
迎
え
に
来
て
下

さ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

子
を
見
守
る
よ
う
に

月
影
の
い
た
ら
ぬ
里
は

な
け
れ
ど
も

な
が
む
る
人
の

心
に
ぞ
す
む

月
光
の
よ
う
に
阿
弥
陀

如
来
の
慈
悲
の
光
は
、
私

た
ち
を
静
か
に
照
ら
し
て

い
ま
す
。

私
た
ち
が
礼
拝
す
れ
ば
、

阿
弥
陀
如
来
は
そ
の
姿
を

見
ら
れ
、
私
た
ち
が
お
念

仏
を
唱
え
れ
ば
、
そ
の
声

を
聞
か
れ
、
私
た
ち
が
阿

弥
陀
如
来
を
想
え
ば
、
阿

弥
陀
如
来
も
私
た
ち
の
こ

と
を
想
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
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中

陰

ち
ゅ
う

い
ん

中

陰
と
は
、
死
の
瞬
間

ち
ゅ
う
い
ん

か
ら
次
の
生
を
う
け
る
ま

で
の
間
の
期
間
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
仏
教
が
お
こ

る
前
か
ら
イ
ン
ド
に
あ
っ

た
輪
廻
転
生
と
い
う
死
生

り
ん

ね

て
ん
し
ょ
う

観
か
ら
お
こ
っ
て
い
ま
す
。

当
時
の
人
々
は
、
命
が

終
わ
る
と
、
ま
た
何
か
に

生
ま
れ
変
わ
り
、
ま
る
で

車
輪
が
回
転
す
る
よ
う
に

続
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

七
日
ご
と

こ
の
生
ま
れ
変
わ
り
は

七
日
単
位
で
生
ま
れ
変
わ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

初
七
日
を
逸
し
た
者
は

い
っ

二
七
日
で
、
二
七
日
を
逸

し
た
者
は
三
七
日
で
、
そ

し
て
、
四
七
日
、
五
七
日

・
・
・
と
続
き
、
ど
の
よ

う
な
者
で
も
七
七
日
を
越

え
ず
、
次
の
生
を
受
け
る

と
い
わ
れ
ま
す
。
七
七
日

（
七×
七
＝
四
十
九
日
）

を
中
陰
が
満
ち
た
の
で
満ま

ん

中
陰
と
い
い
ま
す
。

ち
ゅ
う
い
ん

中
陰
は
方
便

ほ
う
べ
ん

本
来
、
仏
教
は
輪
廻
転

生
の
考
え
を
と
り
ま
せ
ん

か
ら
、
中
陰
思
想
も
あ
り

ま
せ
ん
。

私
た
ち
の
宗
派
で
は
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お

念
仏
を
唱
え
れ
ば
、
ま
た

は
、
唱
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
態
の
人
は
、
お
念

仏
を
耳
に
す
れ
ば
、
た
だ

ち
に
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
に

来
て
下
さ
り
極
楽
へ
往
生

で
き
る
の
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
中
陰
の
状
態
を
受

け
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
仏
教
を
分
か

り
や
す
く
説
く
為
に
中
陰

思
想
を
方
便
（
真
実
を
説

ほ
う
べ
ん

く
為
の
手
立
て
）
と
し
て

と
り
い
れ
て
き
ま
し
た
。

蓮
の
花
と
な
っ
て

人
は
極
楽
へ
往

生
し
た
後
、
お
浄

土
の
池
の
蓮
の
中
に
生
ま

れ
ま
す
。
し
か
し
、
生
前

の
行
い
に
よ
っ
て
華
が
開

く
時
期
に
早
い
遅
い
の
差

が
あ
る
と
経
典
に
説
か
れ

て
い
ま
す
。
中
陰
法
要
は

一
刻
も
早
く
華
が
開
く
よ

う
に
、
亡
く
な
っ
た
人
と

共
に
懺
悔
す
る
の
で
す
。

さ
ん

げ

そ
し
て
、
残
さ
れ
た
ご

家
族
に
と
っ
て
は
、
心
を

落
ち
着
か
せ
、
気
持
ち
の

整
理
を
す
る
大
切
な
期
間

で
す
。
生
前
の
姿
を
思
い

起
こ
す
中
で
、
そ
の
生
き

方
に
学
び
、
思
い
を
受
け

継
ぎ
、
「
こ
ん
な
人
だ
っ

た
ね
」
と
家
族
で
思
い
を

共
有
し
、
子
や
孫
に
伝
え

て
い
く
こ
と
で
、
故
人
の

魂
は
子
々
孫
々
、
み
ん
な

の
心
の
中
で
生
き
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

供
養
と
は

〈
思
い
出
す
こ
と
・
受
け

継
ぐ
こ
と
・
伝
え
る
こ
と

・
忘
れ
な
い
こ
と
〉
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彩
寺
記

春
の
彼
岸
会

去
る
三
月
二
十
日
の
春

分
の
日
。
当
寺
の
春
の
彼

岸
会
を
勤
め
ま
し
た
。

彼
岸
会
法
要
で
は
、
水

塔
婆
回
向
を
お
申
込
み
頂

い
た
檀
信
徒
様
の
ご
先
祖

供
養
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。法

要
の
後
、
尺
八
と
琴

の
演
奏
会
を
催
し
ま
し
た
。

尺
八
は
島
田
道
雪
先
生
、

琴
は
島
田
雅
楽
恭
先
生
と

そ
の
お
弟
子
さ
ん
に
演
奏

し
て
頂
き
ま
し
た
。
参
拝

者
一
同
、
心
静
か
に
音
色

に
耳
を
傾
け
、
よ
く
知
っ

て
い
る
曲
で
は
一
緒
に
歌

い
、
楽
し
い
ひ
と
と
き
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
お
参
り
頂
い
た
皆
様

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

♪
演
奏
曲
目

・
荒
城
の
月

・
お
ぼ
ろ
月
夜

・
う
さ
ぎ

・
星
空
へ
の
想
い

・
月
光
弄
笛

・
浜
辺
の
歌

等

常
林
院
彼
岸
会

春
の
彼
岸
会
は
春
分
の
日

秋
の
彼
岸
会
は
秋
分
の
日

尺八と琴の音が響く本堂

「
比
べ
る
と
苦
が
生
ま
れ

る
」
と
分
か
っ
て
は
い
て

も
、
人
は
つ
い
つ
い
周
り

の
人
と
自
分
を
比
べ
て
し

ま
い
ま
す
。

他
人
が
誉
め
ら
れ
る
と

焦
っ
た
り
、
妬
ん
だ
り
。

あ
せ

ね
た

反
対
に
、
他
人
が
失
敗
す

る
と
安
心
し
た
り
。
常
に

自
分
自
身
の
こ
と
よ
り
も

周
り
の
こ
と
を
気
に
し
て

過
ご
し
て
い
ま
す
。

他
人
と
比
較
す
る
こ
と

は
、
意
味
も
な
く
心
を
動

揺
さ
せ
良
い
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

お
釈
迦
さ
ま
は
、
他
人

を
気
に
せ
ず
、
自
分
の
行

い
だ
け
を
し
っ
か
り
見
つ

め
る
こ
と
で
、
自
分
を
高

め
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り

も
大
切
で
あ
る
と
説
い
て

お
ら
れ
ま
す
。
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他
人
が
し
た
こ
と
、
し
な
か
っ
た
こ
と
に
目

を
向
け
る
な
。
た
だ
、
自
分
が
や
っ
た
こ
と
、

や
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
見
つ
め
よ
。

ダ
ン
マ
パ
ダ
（
法
句
経
）

ほ
っ

く

き
ょ
う


