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相
手
を
認
め
て
い
く

諍
あ
ら
そ
い
は
諍
あ
ら
そ
い
を
も
っ
て
止と

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
忍に
ん

だ
け
が

諍
あ
ら
そ

い
を
終
し
ゅ
う

息そ
く

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。�

『
長
寿
王
経
』

「
忍
」
と
我
慢
は
違
う

9
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
来
、
報
復
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
世
界

は
混
沌
と
し
て
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
は
、
怨う
ら

み
を
す
て
る
必
要
性
が
あ
る

と
し
て
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
（
法
句
経
）』
第
一
章
第
五
偈
の
お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉
が
よ
く
引
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
怨
み
を
す
て
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、
人
類
の
歴
史
が
物
語
っ
て

い
ま
す
。『
長
寿
王
経
』
で
は
、
報
復
の
連
鎖
を
終
わ
ら
せ
る
の
は
「
忍
だ
け
」
だ
と
明
確

に
説
い
て
い
ま
す
。
こ
の
「
忍
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ク
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
」
の
訳
語

で
、「
忍に
ん

苦く

」
や
「
忍に
ん

辱に
く

」
と
も
漢
訳
さ
れ
ま
す
。

故
長
尾
雅
人
先
生
は
こ
の
「
忍
」
を
大
切
に
さ
れ
、「
認
」
と
同
じ
で
あ
り
、
慈
悲
と
一

体
の
智ち

慧え

だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

一
般
的
に
「
忍
」
は
「
し
の
ぶ
」
と
読
ん
で
、
現
代
で
は
「
我
慢
」
の
意
味
に
理
解
し
が

ち
で
す
。
し
か
し
仏
教
で
は
、
我
慢
と
は
「
我
と
い
う
慢
心
」
で
し
か
な
く
、
自
己
中
心
の
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で
す
が
、
私
た
ち
は
自
ら
の
過
ち
や
愚
か
さ
を
認
め
る
だ
け
で
も
苦
し
み
ま
す
。
さ
ら
に
、

自
分
と
異
な
る
相
手
を
認
め
る
こ
と
で
も
苦
し
み
ま
す
。
こ
の
苦
し
み
の
原
因
は
「
我が

執
し
ゅ
う

（
自
己
中
心
性
）」
と
い
う
煩ぼ
ん

悩の
う

で
あ
る
と
信
知
す
る
こ
と
も
「
忍
苦
」「
忍
辱
」
の
内
実
で

す
。親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、
仏
の
智
慧
に
触
れ
て
煩
悩
成
就
の
わ
が
身
の
愚
か
さ
を
知
ら
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
こ
ん
な
身
勝
手
な
わ
が
身
を
捨
て
ず
倦う

む
こ
と
な
く
認
め
許
し
て
く

だ
さ
る
慈
悲
の
中
に
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
念
仏
申
す
身
の
上
に
慶よ
ろ
こば

れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
姿
が
、
報
復
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
営
み
の
第
一
歩
だ
と
味
わ
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

身
勝
手
な
思
い
で
自
己
正
当
化
し
て
他
者
を
認
め
ず
に
批
判
・
否
定
し
て
い
る
姿
で
す
。
例

え
ば
、
我
慢
に
我
慢
を
重
ね
て
い
る
と
最
後
に
は
、
堪か

ん

忍に
ん

袋ぶ
く
ろの
緒
が
切
れ
て
、
暴
力
的
行

為
が
生
じ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
で
は
「
我
慢
」
は
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
が
身
を
知
ら
さ
れ

さ
て
、
私
た
ち
の
生
活
は
、
一
見
平
穏
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
我
慢
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
我
と
い
う
慢
心
こ
そ
争
い
の
原
因
な
の
で
す
。
真
の
平
和
に
は
、

自
己
中
心
的
な
我
慢
で
は
な
く
て
「
忍
」
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
は
相
手
を
認
め
て
許
す

「
寛か
ん

恕じ
ょ

」
で
あ
っ
て
、
智
慧
に
裏
付
け
ら
れ
た
慈
悲
な
の
で
す
。

こ
の
「
忍
」
の
実
践
に
は
ま
ず
、
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
身
勝
手
さ
を
知
る
こ
と
が
大
切


