
受
け
が
た
き
人
身
を
得
て
、
適
ま
出
家
せ
る
者
も
、
仏
法
を
学
し
誇
法
の
者
を
責
め
ず
し
て
、
徒
ら
に
遊
戯
雑
談
の
承
し
て
明
し
暮

さ
ん
者
は
、
法
師
の
皮
を
著
た
る
蓄
生
也
○
法
師
の
名
を
借
り
て
世
を
渡
り
身
を
養
ふ
と
い
へ
ど
も
、
法
師
と
な
る
義
は
一
も
な

し
。
法
師
と
云
ふ
名
字
を
ぬ
す
め
る
盗
人
也
。
恥
づ
く
し
、
恐
る
べ
し
。
」
（
昭
定
一
二
七
二
）

今
日
、
右
の
御
書
を
読
承
、
反
省
す
る
僧
侶
は
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
聖
人
滅
後
、
七
○
○
年
た
っ
た
今
、
大
聖
人
の
心
持
ち
を
吟

味
し
、
そ
れ
を
弘
め
よ
う
と
す
る
自
覚
に
欠
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
（

の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
五
十
六
年
に
、
日
蓮
聖
人
の
七
○
○
遠
忌
を
迎
え
る
が
、
そ
の
記
念
す
べ
き
時
代
に
我
々
は
生
き
て
い
る
。
大
聖
人
が
命
を
か

け
、
流
布
し
よ
う
と
し
た
題
目
が
、
今
や
何
千
万
人
と
い
う
人
含
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
が
は
た
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
そ
の
事
を
、
素
直

に
喜
こ
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
聖
人
の
心
と
は
反
し
た
気
持
で
受
持
さ
れ
て
い
る
題
目
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
聖
人
の
本
当
の
お

気
持
を
知
り
、
そ
れ
に
則
っ
た
題
目
を
受
持
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
在
俗
、
出
家
を
問
わ
ぬ
我
を
す
べ
て
の
問
題
で
あ
る
。
が
特

わ

に
僧
侶
に
と
っ
て
は
尚
さ
ら
で
あ
る
。
我
が
日
蓮
教
団
に
は
何
万
と
い
う
僧
侶
が
い
る
が
、
こ
れ
ら
一
人
一
人
の
行
動
が
道
に
か
な
っ
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
檀
信
徒
と
い
う
者
を
導
き
、
世
の
中
を
も
良
く
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
聖
人
は
松
野
殿
御
返
事
中
に
次
下

生
き
が
い
に
つ
い

て

奥
野
本
洋
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我
念
は
立
場
上
、
葬
儀
に
列
す
る
機
会
が
多
い
が
、
死
人
を
引
導
し
よ
う
と
し
て
も
、
生
き
て
い
る
者
を
引
導
す
る
事
を
忘
れ
、
さ
ら

に
、
自
分
自
身
も
や
が
て
は
死
す
と
い
う
事
す
ら
忘
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
。
た
だ
莫
然
と
、
あ
と
何
十
年
位
は
生
き
ら
れ
る
と
い
う
安
心

の
も
と
に
、
な
ん
と
な
く
時
日
を
す
ご
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
大
聖
人
の
生
涯
に
お
い
て
、
決
し
て
一
日
た
り
と
も
無
駄
に
は
出

来
な
か
っ
た
事
を
考
え
れ
ば
、
我
を
も
貴
重
な
る
日
々
を
怠
惰
に
お
く
れ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
を
言
え
ば
、
我
食
は
日
夜
努

力
精
進
し
、
教
化
布
教
に
努
め
て
い
る
と
い
う
方
も
多
を
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
方
の
中
に
も
、
寺
門
を
繁
栄
さ
せ
、
檀
徒
を
増

主
い
し
ん

や
し
、
名
誉
だ
地
位
の
為
に
迩
進
す
る
人
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。

末
世
に
は
、
狗
犬
の
僧
尼
は
恒
沙
の
如
し
と
仏
は
説
か
せ
給
ひ
て
候
也
。
文
の
意
は
、
末
世
の
僧
、
比
丘
尼
は
名
聞
名
利
に
著
し
、

ひ
つ
さ

上
に
は
袈
裟
衣
を
著
た
れ
ば
形
は
僧
、
比
丘
尼
に
似
た
れ
ど
も
、
内
心
に
は
邪
見
の
剣
を
提
け
て
、
我
出
入
す
る
檀
那
の
所
へ
余
の

ざ
ん
げ
ん

僧
尼
を
よ
せ
じ
と
無
量
の
謹
言
を
致
し
、
余
の
僧
尼
を
寄
せ
ず
し
て
檀
那
を
借
ま
ん
事
、
臂
ぱ
犬
が
前
に
人
の
家
に
至
て
物
を
得
て

食
ふ
が
後
に
犬
の
来
る
を
み
て
、
い
が
み
ほ
へ
食
ひ
合
ふ
が
如
く
な
る
べ
し
と
云
ふ
心
也
。
是
の
如
き
の
僧
尼
は
皆
を
悪
道
に
堕
す

べ
き
也
。
」
（
昭
定
二
三
一
松
野
殿
御
返
事
）

末
世
の
僧
等
は
仏
法
の
道
理
を
ぱ
し
ら
ず
し
て
、
我
慢
に
著
し
て
師
を
い
や
し
桑
、
檀
那
を
へ
つ
ら
ふ
な
り
。
但
正
直
に
し
て
少
欲

心
一
』
』
Ｌ
』

知
足
た
ら
ん
僧
こ
そ
、
真
実
の
僧
な
る
べ
け
れ
」
（
昭
定
一
二
五
四
、
曽
谷
殿
御
返
事
）

大
聖
人
の
言
わ
れ
る
真
実
の
僧
で
あ
り
た
い
が
、
は
た
し
て
如
何
。
聖
人
は
、
自
分
の
行
動
、
考
え
等
を
、
法
華
経
等
の
鏡
に
写
し
、

照
ら
し
合
わ
さ
れ
た
。
我
々
は
己
れ
の
我
慢
偏
執
か
ら
、
自
分
勝
手
な
解
釈
を
し
が
ち
で
あ
る
。
や
は
り
、
大
聖
人
が
残
さ
れ
た
御
書

を
、
か
た
ゑ
と
思
い
、
明
鏡
と
す
べ
き
で
あ
る
。
大
聖
人
は
開
目
抄
中
に
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

父
母
の
頚
を
刎
、
念
仏
申
さ
ず
わ
。
な
ん
ど
の
種
盈
の
大
難
出
来
す
と
も
、
『
智
者
に
我
義
や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
イ
じ
と
な
り
。
』
其
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我
々
が
、
良
き
侭

筋
道
か
ら
で
あ
る
。

良
き
僧

已
説
と
は
法
華
よ
り
己
前
の
四
十
余
年
の
諸
経
を
云
ふ
。
今
説
と
は
無
鐙
義
経
を
云
ふ
。
当
説
と
は
浬
薬
経
を
云
ふ
、
此
三
説
の
外

に
法
華
経
計
り
成
仏
す
る
宗
也
と
仏
定
め
給
へ
り
。
余
宗
は
仏
浬
薬
し
給
ひ
て
後
、
或
は
菩
薩
、
或
は
人
師
達
の
建
立
す
る
宗
也
。

ど
じ
ょ
う

仏
の
御
定
を
背
き
て
、
仏
の
立
て
給
へ
る
宗
を
用
ゆ
べ
き
か
。
又
何
れ
を
も
思
ひ
思
ひ
に
我
心
に
任
せ
て
志
あ
ら
ん
経
法
を
持
つ
べ

き
か
と
思
う
処
に
、
仏
是
を
兼
て
知
し
召
て
、
末
世
濁
世
の
世
に
真
実
の
道
心
あ
ら
ん
人
人
の
持
つ
べ
き
経
を
定
め
給
へ
り
。
経
に

云
く
法
に
依
て
人
に
依
ら
ざ
れ
、
義
に
依
て
語
に
依
ら
不
れ
、
知
に
依
て
識
に
依
ら
ざ
れ
、
了
義
経
に
依
っ
て
不
了
義
経
に
依
ら
ざ

れ
文
。
此
文
の
心
は
菩
薩
人
師
の
言
に
は
依
る
べ
か
ら
ず
。
仏
の
御
定
を
用
ひ
よ
・
（
昭
定
一
四
一
三
法
華
初
心
成
仏
紗
）

こ
こ
で
も
、
「
法
華
経
計
り
成
仏
す
る
宗
也
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
鷹
日
蓮
宗
は
法
華
経
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
我
之
は
成
仏
し

よ
う
と
す
れ
ば
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。

他
の
大
難
、
風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
。
…
…
（
昭
定
六
○
一
）

こ
れ
は
大
変
な
自
覚
で
あ
る
、
そ
れ
ほ
ど
に
信
じ
行
ぜ
ら
れ
た
方
の
遺
さ
れ
た
も
の
が
御
書
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
智
者
と
な
り
日
蓮

を
越
え
る
事
が
な
い
か
ぎ
り
、
大
聖
人
の
言
わ
れ
た
こ
と
を
信
じ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

聖
人
は
、
法
華
初
心
成
仏
紗
の
中
で
、
よ
き
僧
侶
に
つ
い
て
次
下
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
さ
さ
か

よ
き
師
と
は
指
し
た
る
世
間
の
失
無
く
し
て
柳
の
へ
つ
ら
ふ
こ
と
な
く
、
少
欲
知
足
に
し
て
慈
悲
有
ら
ん
僧
の
、
経
文
に
任
せ
て
法

よ
き

華
経
を
読
象
持
ち
て
人
を
も
勤
め
て
持
た
せ
ん
僧
を
ぱ
、
仏
は
一
切
の
僧
の
中
に
吉
第
一
の
法
師
也
と
讃
め
ら
れ
た
り
。
」
（
昭
定

四

三
一

侶
と
な
る
に
は
、
法
華
経
を
読
象
持
ち
、
人
に
も
持
た
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
法
華
経
を
持
つ
べ
き
と
い
う
次
の
よ
う
な
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即
身
成
仏
と
申
す
法
門
は
、
世
に
流
布
の
学
者
は
皆
一
大
事
と
た
し
な
み
申
す
事
に
て
候
ぞ
。
中
就
く
、
予
が
門
弟
は
万
事
を
さ
し

を
き
て
此
一
事
に
心
を
留
む
可
き
也
・
建
長
五
年
よ
り
今
弘
安
三
年
に
至
る
ま
で
二
十
七
年
の
間
、
在
々
処
々
に
し
て
申
し
宣
く
た

る
法
門
繁
多
な
り
と
い
へ
ど
も
、
所
詮
は
只
一
途
也
。
（
昭
定
一
七
九
六
妙
一
女
御
返
事
）

と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
日
蓮
門
下
を
名
の
る
我
々
に
と
っ
て
、
成
仏
の
こ
と
は
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
問
題
で
あ
り
、
逆
に
こ
の
こ
と
を

心
配
せ
ぬ
者
は
門
弟
と
は
言
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

日
蓮
聖
人
の
生
き
ら
れ
た
七
○
○
年
前
と
、
今
日
と
で
は
時
代
背
景
等
に
差
異
は
あ
る
が
、
成
仏
の
問
題
は
、
釈
尊
の
時
代
さ
ら
に
永

劫
の
過
去
世
よ
り
変
わ
ら
ぬ
と
思
う
。
日
蓮
よ
り
先
の
時
代
に
生
き
た
法
然
は
、
平
安
末
期
の
無
常
と
濁
悪
に
満
ち
た
世
に
あ
っ
て
、
現

世
否
定
、
来
世
希
求
の
念
か
ら
、
弥
陀
の
来
迎
を
得
て
西
方
浄
土
へ
往
生
す
る
事
を
、
あ
た
か
も
成
仏
か
の
如
く
弘
め
た
が
、
日
蓮
は
ち

が
っ
た
。
現
実
を
逃
避
し
て
何
の
成
仏
が
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
専
修
念
仏
を
言
い
、
日
蓮
は
題
目
行
を
述
べ
た
。
ど
ち

ら
も
易
行
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
教
学
は
、
な
か
な
か
の
難
行
で
あ
る
。
題
目
行
の
裏
付
け
に
は
天
台
の
教
学
が
あ

る
。
即
ち
理
観
心
で
あ
り
、
智
慧
的
に
、
哲
学
的
に
見
よ
う
と
す
る
見
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
修
行
出
来
る
者
は
限
ら
れ
て
し
ま

と
も
い
わ
れ
、
さ
ら
に
、

又
、

も

日
蓮
聖
人
は
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
な
考
え
を
持
た
れ
て
い
た
。

日
蓮
は
幼
少
よ
り
今
生
の
い
の
り
な
し
。
只
仏
に
な
ら
ん
と
を
も
ふ
計
り
也
。
（
昭
定
一
三
八
四
四
条
金
吾
殿
御
返
事
）

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
ば
か
り
唱
へ
て
仏
に
な
る
べ
き
事
尤
も
大
切
也
。
…
…
日
蓮
が
弟
子
檀
那
の
肝
要
、
是
よ
り
外
に
求
る
事
な
か

れ
。
（
昭
定
一
三
七
六
四
条
金
吾
殿
御
返
事
）
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仏
の
尊
い
心
持
ち
を
、
人
間
の
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
仏
の
教
え
で
あ
る
。
仏
陀
は
、
あ
る
日
突
然
す
べ
て
の
こ
と
が
わ
か
っ

た
の
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
ご
ら
ん
に
な
ら
れ
、
考
え
ら
れ
、
悟
り
を
得
た
。
そ
の
大
き
な
宇
宙
の
真
理
と
で
も
い
う
べ
き

教
え
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
天
台
大
師
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
汲
朶
、
伝
教
大
師
、
日
蓮
聖
人
が
続
か
れ
、
我
々
が
今
、
日
蓮
聖
人
の
教

え
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
心
を
知
り
、
仏
陀
の
考
え
を
も
理
解
で
き
る
道
が
開
け
る
。
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
一
番
必
要
な
事

は
、
仏
の
悟
り
と
人
間
の
尊
さ
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
無
常
の
世
に
住
む
我
々
も
、
永
遠
不
滅
の
仏
の
悟
り
を
受
け
る
こ
と
が
出
来

る
と
い
う
こ
と
だ
。
が
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
あ
ま
り
に
も
高
度
な
も
の
で
、
そ
こ
迄
達
す
る
に
は
幾
段
も
の
段
階
が
あ
る
。
仏
の
高
い

教
え
に
達
す
る
に
は
、
信
を
も
と
と
し
て
、
行
、
学
が
具
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
教
え
を
素
直
に
受
け
る
こ
と
が
学
で
あ
り
、
そ
し
て
そ

れ
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
が
行
で
あ
る
。
行
に
は
種
盈
の
行
が
あ
る
が
、
苦
行
難
行
で
な
く
人
間
性
の
修
行
で
、
無
上
甚
深
微
妙
の
行
で

あ
る
。
そ
れ
を
我
狗
は
、
今
す
ぐ
出
来
る
易
行
か
ら
始
め
て
い
き
、
そ
れ
な
り
の
理
解
を
得
て
、
徐
盈
に
深
い
行
の
味
を
知
る
べ
き
だ
。

法
華
経
を
信
じ
流
布
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
宗
祖
は
な
さ
れ
た
。
他
の
宗
教
を
ま
ち
が
っ
て
い
る
も
の
と
し
、

破
邪
顕
正
の
行
動
に
出
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
迫
害
に
も
あ
わ
れ
る
。
開
目
抄
中
に
、

日
蓮
な
く
ぱ
誰
を
か
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
語
を
た
す
け
ん
。
…
…
経
文
に
我
が
身
普
合
せ
り
。
御
勘
気
を
か
ほ
れ
ぱ
い
ょ
い
ょ

悦
上
を
ま
す
べ
し
。
（
昭
定
五
六
○
）

あ
か
し

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
華
経
を
色
読
さ
れ
た
行
者
の
自
覚
か
ら
、
法
華
経
が
真
実
の
教
え
で
あ
り
、
こ
の
証
を
た
よ
り
に
我
々
に
も
二

陣
、
三
陣
と
続
け
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

う
。
日
蓮
は
、

た
人
で
あ
る
。

現
実
の
生
活
か
ら
こ
の
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
事
観
を
も
っ
て
、
一
切
衆
生
を
仏
に
な
そ
う
と
い
う
大
き
な
理
想
を
も
つ
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こ
の
世
の
中
は
、
ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
く
に
あ
り
、
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
消
え
て
い
く
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
等
が
さ
け
ば
れ
る
今
日
、
世
界

を
救
済
す
る
ぐ
ら
い
の
覚
悟
を
も
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
一
日
と
い
う
一
日
は
、
そ
の
日
で
し
か
な
い
こ
の
一
日
の
、
自
分
の
命
を
自
分
が
責
任
を
も
ち
、
自
分
の
生
き
が
い
を
見
つ
け
る

の
で
あ
る
。
本
当
の
自
分
が
仏
と
同
じ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
発
見
で
き
る
か
出
来
な
い
か
の
大
切
な
一
日
で
あ
る
。
が
私
た
ち
は
そ
の

事
を
感
づ
る
事
な
く
怠
慢
に
す
ご
し
て
い
る
一
日
で
も
あ
る
。

我
埼
が
明
日
必
ず
死
ぬ
と
い
う
立
場
に
立
た
さ
れ
た
時
、
は
じ
め
て
自
覚
で
き
る
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
の
立
場
に
な
ら
な
い
今
、
そ

れ
と
同
じ
気
持
に
な
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
ど
う
せ
い
つ
か
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
生
き
て
い
る
う
ち
は
自
由
に
生
き
、
楽
し
象
、
好
き
な
こ

と
を
し
て
人
生
を
送
ろ
う
と
考
え
る
人
は
少
な
く
な
い
、
だ
が
人
間
本
来
の
究
極
の
問
題
を
解
決
せ
ず
し
て
、
真
の
楽
し
象
、
人
生
を
確

か
に
生
き
た
と
い
う
実
感
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
い
か
に
生
き
、
い
か
に
死
ぬ
か
の
問
題
を
、
も
っ
と
ま
じ
め
に
考
え
た
い
。
そ
の
為

に
は
、
死
を
見
つ
め
、
そ
の
中
に
こ
そ
真
の
生
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
い
。
即
ち
、
臨
終
た
だ
今
に
あ
り
と
自
覚
し
、
い
つ
死
ん
で
も

悔
い
の
無
い
充
実
し
た
日
を
送
る
べ
き
で
あ
る
。

我
々
は
、
ま
だ
死
な
な
い
と
何
気
な
く
思
い
込
み
、
死
を
忘
れ
て
い
る
が
、
病
気
、
事
故
等
、
身
近
か
に
死
は
待
っ
て
い
る
。
そ
の
死

を
前
に
、
大
い
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
我
な
の
新
し
い
出
発
で
あ
る
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
生
と
の
別
れ
で
あ
る
が
、
悔
い
の
な
い
別

れ
が
出
来
る
よ
う
平
生
か
ら
の
心
の
準
備
が
大
切
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
も
死
の
中
に
生
を
感
じ
、
生
の
中
に
死
を
感
じ
ら
れ
た
か
ら
こ

そ
、
真
実
の
生
き
方
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
人
間
的
に
一
段
も
二
段
も
高
い
段
階
に
の
ぼ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖

人
が
経
験
し
た
迫
害
等
は
、
今
の
時
代
に
考
え
れ
ば
、
異
常
な
環
境
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
環
境
さ
え
も
、
逆
に
尊
い
も
の
と
考
え
、
幾
度

か
の
絶
対
絶
命
の
境
地
に
向
わ
れ
る
中
に
、
悟
後
の
喜
こ
び
を
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
人
に
は
理
解
で
き
か
ね
る
で
あ
ろ
う
愉
快
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さ
を
、
人
に
も
説
得
済
度
さ
せ
た
い
と
考
え
ら
れ
た
の
が
日
蓮
聖
人
の
全
生
涯
な
の
だ
と
思
う
。

あ
ら
ゆ
る
知
識
的
な
探
究
も
大
事
だ
が
、
日
蓮
聖
人
の
歩
い
た
道
の
通
を
知
り
、
自
己
を
も
そ
れ
に
近
づ
け
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

現
世
を
力
一
杯
に
生
き
る
中
に
、
釈
尊
や
日
蓮
聖
人
と
も
感
応
道
交
す
る
永
遠
の
生
命
が
存
在
で
き
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

生
き
る
か
と
言
え
ば
、
心
に
悪
い
と
知
る
こ
と
は
身
に
行
な
わ
ず
、
常
に
正
し
く
誠
実
に
、
か
つ
骨
身
を
惜
し
ま
ず
勤
勉
努
力
す
る
こ

と
、
経
文
に
も
あ
る
如
く
、
「
不
自
惜
身
命
・
但
惜
無
上
道
」
「
情
存
妙
法
故
・
身
心
無
僻
倦
」
の
精
神
で
の
ぞ
む
ぺ
き
で
あ
る
。

永
遠
の
生
命
を
こ
の
生
身
の
肉
体
の
上
に
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
と
考
え
る
時
、
現
在
の
刻
一
刻
の
生
活
の
中
に
こ
そ
成
仏
Ｉ
悟
り
の

道
は
存
在
し
て
い
る
。
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