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現
代
に
お
け
る
仏
教
者
は
、
自
分
の

立
っ
て
い
る
環
境
が
社
会
的
歴
史
的
に
見

て
ど
う
い
う
仕
組
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

ど
う
い
う
問
題
が
吹
き
出
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
中
の
様
々
な

問
題
に
対
し
て
仏
教
の
教
え
を
繋つ

な

い
で
い

く
、
そ
う
い
う
願
い
を
、
平
野
（
修
）
さ

ん
は
非
常
に
強
烈
に
持
っ
て
お
ら
れ
た
人

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
自
分
の

生
き
て
い
る
世
界
の
な
か
で
充
満
す
る

様
々
な
問
題
を
考
え
抜
い
て
い
く
こ
と
が

仏
教
者
と
し
て
生
き
る
本
道
だ
と
い
う
考

え
方
を
よ
り
強
く
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
、
そ
の
よ
う
に
平
野
さ
ん
は
色
々
な
著

作
の
中
で
も
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

（『
信
道
講
座
』
№
87
「
い
ま
こ
そ
清
沢
哲

学
は
輝
く
」
今
村
仁
司
よ
り
）

　

福
島
第
一
原
発
の
事
故
に
よ
っ
て
、
原
発

の
現
場
は
日
常
的
に
被
爆
（
労
働
）
者
を
生

み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
う
や
く

テ
レ
ビ
な
ど
で
特
集
を
組
ん
で
報
道
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
、
二
〇
一
〇
年
か
ら

毎
年
夏
に
自
坊
の
本
堂
で
、
原
爆
の
パ
ネ
ル

展
を
始
め
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
つ
ま
り

被
爆
と
い
う
問
題
を
皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い

と
思
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、戦
後
か
ら
、

そ
し
て
現
在
も
、
原
発
が
あ
る
限
り
増
え
続

け
る
被
爆
者
の
問
題
に
ま
で
思
い
が
至
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
深
く
恥
じ
る
。
そ
し

て
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
鈍
感
だ
っ
た
の

か
を
反
省
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
思
い
出
さ

れ
た
の
が
平
野
修
先
生
だ
っ
た
。

　

二
〇
一
一
年
の
五
月
に
『
科
学
の
原
理
と

人
間
の
原
理
』
と
い
う
本
が
教
研
同
窓
会
か

ら
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
本
は
、
平
野
先
生
が

一
九
九
一
年
二
月
二
十
二
日
に
高
木
仁
三
郎

氏
を
公
開
講
座
に
呼
ば
れ
た
と
き
の
講
演
録

で
あ
る
。
そ
の
高
木
氏
の
講
演
の
約
二
週
間

後
（
三
月
七
日
）
に
、
平
野
先
生
は
長
崎
教

区
第
二
組
の
同
朋
大
会
で
、
高
木
氏
が
原
発

の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
中
で
、

最
も
大
事
と
思
わ
れ
る
原
発
の
問
題
点
を
話

し
て
お
ら
れ
る
。

　

今
こ
の
世
界
に
は
消
え
な
い
火
が
二
つ

あ
り
ま
す
。
消
せ
な
い
火
で
す
。
消
え
ま

せ
ん
し
、
消
せ
な
い
火
が
こ
の
人
類
の
歴

史
の
中
か
ら
出
て
き
た
の
で
す
ね
。
業
の

火
で
す
。も
う
一
つ
は
原
子
力
の
火
で
す
。

消
え
な
い
の
で
す
。
消
せ
な
い
の
で
す
。

今
、
原
子
力
発
電
所
な
ん
か
で
事
故
を
起

こ
し
て
、放
射
能
が
流
れ
た
と
し
ま
す
と
、

そ
の
放
射
能
は
最
低
で
も
二
百
十
万
年
は

そ
の
毒
性
を
失
わ
な
い
の
で
す
。

（『
願
生
浄
土
』
平
野
修
よ
り
）

　

平
野
先
生
は
今
か
ら
二
十
年
以
上
も
前

に
、
す
で
に
原
発
の
問
題
に
真
向
か
い
に

な
っ
て
お
ら
れ
、
ま
た
他
の
人
と
も
共
有
し

よ
う
と
な
さ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
平
野
先
生
は
、「
近
代
」
と
い
う

時
代
の
闇
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
真
向
か
い

に
な
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
今
村
仁
司
氏
と
交

流
を
持
た
れ
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
引
用
し

た
文
は
、
そ
の
今
村
仁
司
氏
が
「
平
野
先
生

は
ど
の
よ
う
な
願
い
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
方

だ
っ
た
か
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
で

あ
る
。

　

私
は
平
野
先
生
の
お
話
を
何
度
も
聞
く
こ

と
も
で
き
、
ま
た
お
人
柄
に
も
触
れ
る
機
会

も
何
度
も
あ
っ
た
の
に
、
平
野
先
生
の
願
い

に
、
全
く
鈍
感
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
自

分
の
社
会
問
題
に
対
す
る
い
い
加
減
な
姿
勢

と
深
い
関
係
に
あ
る
と
思
う
。

　

福
島
第
一
原
発
の
事
故
が
起
こ
る
ま
で
、

自
分
の
便
利
な
生
活
を
支
え
て
い
る
電
気
を

生
み
出
す
過
程
で
他
人
を
被
爆
さ
せ
て
い
た

こ
と
に
、
思
い
を
致
す
こ
と
の
な
か
っ
た
自

分
。そ
れ
で
い
て
、被
爆
の
問
題
に
向
き
合
っ

て
い
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
自
分
。
そ

う
い
う
自
分
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

今
、
今
村
氏
の
文
を
通
し
て
平
野
先
生
の

願
い
に
触
れ
、「
仏
教
徒
と
し
て
の
本
道
」

が
「
自
分
の
生
き
て
い
る
世
界
の
な
か
で
充

満
す
る
様
々
な
問
題
を
考
え
抜
い
て
い
く
こ

と
」
に
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
に
自
分
の
胸

に
確
認
し
て
、
平
野
先
生
の
生
き
方
を
憶
念

し
つ
つ
、
先
生
の
願
わ
れ
る
よ
う
な
仏
教
徒

と
し
て
出
発
し
た
い
。

（
二
〇
一
二
年
十
一
月
一
日
稿
）

平
野
修
先
生
の

　

願
い
に
出
遇
う

平　

野　

道　

雄
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私
は
当
時
通
っ
て
い
た
大
学
に
留
年
す
る

こ
と
が
決
ま
り
、
空
い
た
時
間
を
作
る
の
は

も
っ
た
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
い
ず
れ
お

寺
を
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い

も
あ
り
真
宗
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
留
年
の
シ
ョ
ッ
ク
を
慰
め
て
く
れ

る
話
が
聞
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待

感
が
あ
り
ま
し
た
が
、
同
時
に
宗
教
を
学
ぶ

こ
と
に
対
す
る
不
安
も
あ
り
ま
し
た
。
得
体

が
知
れ
ず
、
自
分
に
は
理
解
が
で
き
な
い
世

界
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
で
す
。
卒
業

し
た
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
真
宗
学
院
で

の
学
び
は
雲
の
上
の
よ
う
な
話
で
は
な
く
、

生
活
の
中
で
起
こ
る
問
題
や
悩
み
に
関
わ
る

こ
と
で
し
た
。

　

真
宗
学
院
で
は
、
感
話
と
い
う
自
分
が
日

頃
感
じ
た
り
考
え
て
い
る
こ
と
を
話
す
と
い

う
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
何
気
な
い
日
常
の

こ
と
や
授
業
で
聞
い
た
仏
法
に
つ
い
て
思
う

こ
と
な
ど
感
話
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で
、
他

の
人
が
普
段
考
え
て
い
る
こ
と
を
聞
く
こ

と
の
楽
し
さ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
し
か
し
自
分
の
当
番
が
回
っ
て
く
る
と

格
好
の
良
い
こ
と
を
話
そ
う
と
い
う
思
い
ば

か
り
起
こ
り
、
い
つ
も
何
を
話
せ
ば
い
い
の

か
と
苦
労
し
て
い
ま
し
た
。
毎
日
様
々
な
こ

と
を
考
え
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
る
は
ず
な

の
に
、
い
ざ
そ
れ
を
言
葉
に
し
よ
う
と
す
る

　

い
ま
ほ
ど
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
木

村
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

歴
史
と
伝
統

　

私
は
、
常
々
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
歴
史
と
伝
統
と
い
う
言
葉
を
、
私
た
ち

は
同
義
語
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、「
大
谷
大
学
に
は
長
い
歴
史
と
伝
統
が

あ
る
」
と
か
「
こ
の
別
院
も
長
い
歴
史
と
伝

統
が
あ
り
ま
す
」
と
か
言
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
私
は
こ
の
歴
史
と
い
う
も
の
と
伝
統
と

い
う
も
の
と
は
、
や
は
り
違
う
と
思
う
の
で

す
。
歴
史
と
い
う
の
は
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ

て
、
こ
ん
に
ち
ま
で
五
百
年
と
か
千
年
と
い

う
ふ
う
に
、
時
間
の
経
緯
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
間
に
は
、
良
い
こ
と
も
悪
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
伝
統
と
い
う
の
は
、
そ
れ
と
は

ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
伝
統
は
、
そ
れ
に
関

わ
る
人
が
、
こ
れ
は
極
め
て
大
切
だ
と
い
う

自
覚
と
誇
り
が
な
か
っ
た
ら
継
承
さ
れ
ま
せ

ん
。
伝
統
の
「
統
」
と
は
、「
血
統
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
筋
と
い
う
こ
と
で

す
。
仮
に
、
千
年
間
続
い
て
い
る
も
の
が
あ

る
と
し
て
も
、
ぶ
れ
て
筋
が
通
っ
て
い
な
け

れ
ば
伝
統
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
筋
を
伝

え
る
と
い
う
こ
と
が
伝
統
な
の
で
す
。
反
対

に
、
歴
史
と
い
う
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
紆
余
曲

折
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
歴
史
と
い
う
も
の
と
伝
統

と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
違
う
も
の
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
、
歴
史

も
伝
統
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誇
る
べ
き
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
親
鸞
聖
人

真
宗
学
院
を
卒
業
し
て

の
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
勤
め
ま
し
た
が
、

宗
祖
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
七
百
五
十
年
間
の

歴
史
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に

伝
統
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
少
し
寂
し

い
と
思
い
ま
す
。

　

育
を
忘
れ
た
教
育

　

さ
て
、
聖
徳
太
子
を
扱
う
こ
と
は
難
し
い

問
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る
だ

け
太
子
の
精
神
、
あ
る
い
は
聖
徳
太
子
の
人

間
像
を
お
互
い
に
実
感
す
る
こ
と
を
大
切
に

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
、

歴
史
上
の
偉
大
な
人
物
を
学
ぶ
時
、
き
っ
と

こ
う
い
う
人
だ
ろ
う
と
い
う
実
感
が
持
て
る

と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。

何
年
か
ら
何
年
ま
で
生
き
た
と
い
う
こ
と
を

覚
え
る
だ
け
で
は
、
そ
の
人
の
勉
強
を
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

近
代
の
学
校
教
育
は
、知
識
を
教
え
る
「
教
」

ば
か
り
に
力
点
を
置
い
て
、
教
育
の
「
育
」、

育
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
力
を
抜
い
て
き

た
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
水
が
、
い
く
ら
H2O
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
て
も
、
喉
が
渇
い
た
と
き
に
水
を

飲
ん
だ
ら
冷
た
く
お
い
し
い
と
い
う
実
感
が

な
け
れ
ば
、
水
を
わ
か
っ
た
こ
と
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
感
じ

取
ら
な
い
と
、
も
の
が
わ
か
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

真
宗
学
院
特
別
講
義

　
「
聖
徳
太
子
の
生
涯
」

大
谷
大
学
名
誉
教
授　

木
村　

宣
彰　

師
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偉
人
化
・
神
話
化

　

こ
の
聖
徳
太
子
と
い
う
方
に
は
、
様
々
な

見
方
が
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
実
在
し
な

か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
人

も
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、『
日
本
書
紀
』
が

聖
徳
太
子
を
作
り
出
し
た
と
い
う
論
調
が
中

心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
聖
徳
太
子
を
知
る
一

番
大
事
な
資
料
は
、『
日
本
書
紀
』
の
推
古

朝
の
と
こ
ろ
で
す
。
推
古
天
皇
は
、
日
本
の

歴
史
で
最
初
の
女
性
天
皇
に
な
り
ま
す
。
聖

徳
太
子
が
亡
く
な
っ
た
の
は
六
二
二
年
で

す
。
そ
の
後
す
ぐ
に
、
太
子
に
対
す
る
偉
人

化
・
神
話
化
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

太
子
が
亡
く
な
っ
て
約
一
世
紀
後
に
『
日
本

書
紀
』
は
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』

の
編
纂
者
は
、
そ
の
よ
う
な
太
子
の
こ
と
を

知
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で『
日
本
書
紀
』

の
な
か
に
は
、
そ
う
い
う
神
話
的
な
物
語
も

多
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
偉
大
な
人
と
い

う
の
は
、
み
ん
な
そ
う
な
る
の
で
す
。
釈
尊

を
見
て
も
同
様
で
す
。
釈
尊
の
顔
を
知
っ
て

い
る
弟
子
た
ち
は
、
釈
尊
は
立
派
な
人
間
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
釈
尊
を
特
別
に
神
話

化
し
ま
せ
ん
。
釈
尊
と
同
時
代
に
生
き
た
人

に
は
、
釈
尊
の
人
格
よ
り
も
説
か
れ
た
法
が

大
事
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
て
百
年
、

二
百
年
た
つ
と
、
そ
の
教
え
を
説
い
た
釈
尊

の
人
格
に
関
心
が
持
た
れ
始
め
ま
す
。
釈
尊

は
、
き
っ
と
普
通
の
人
と
は
違
う
、
特
別
な

人
の
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
、
だ
ん
だ
ん
偉

人
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
釈
尊
は
、
髪
の
生

え
際
ま
で
届
く
よ
う
な
長
い
舌
を
持
っ
て
お

ら
れ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。イ
ン
ド
で
は
、

舌
が
長
い
も
の
は
嘘
を
つ
か
な
い
、
真
実
を

語
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
す

る
と
、
ほ
か
の
部
分
も
だ
ん
だ
ん
強
調
さ
れ

て
、
我
々
と
全
然
違
う
姿
が
描
か
れ
ま
す
。

頭
の
頂
点
に
は
肉
が
盛
り
上
が
っ
て
お
り
、

足
の
裏
は
扁
平
足
で
、
丸
い
法
輪
の
模
様
が

あ
る
と
か
、
手
が
長
く
て
膝
よ
り
も
下
に
届

く
と
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
要
す
る

に
、
私
た
ち
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
言
い

た
い
わ
け
で
す
。

　

太
子
に
対
す
る
尊
敬
の
念

　

聖
徳
太
子
に
話
を
戻
せ
ば
、
太
子
が
亡
く

な
っ
て
す
ぐ
に
、
法
隆
寺
に
釈
迦
如
来
像
が

造
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
太
子
の
姿
を
写
し

て
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
太
子
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
す
で
に

太
子
を
菩
薩
と
し
て
崇
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
は
、
太
子
を
生
身
の
菩
薩
と

し
て
崇
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で

す
。
ま
た
、
日
本
へ
戒
律
を
伝
え
た
の
は
鑑

真
と
い
う
方
で
す
が
、
鑑
真
の
弟
子
か
ら
聖

徳
太
子
は
南
岳
慧
思
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
見

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
南
岳
慧
思
と
は
、
中

国
で
天
台
宗
を
起
こ
し
た
天
台
大
師
智
凱
の

先
生
で
す
。
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
に
、
生
身
の

菩
薩
で
あ
る
と
か
、
救
世
観
音
の
生
ま
れ
変

わ
り
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
南
岳
慧
思
の

生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
言
わ
れ
る
の
は
太
子
に

対
す
る
尊
敬
の
念
が
い
か
に
篤
い
も
の
で

あ
っ
た
か
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
色
々
な
人
た
ち
が
、
聖
徳
太

子
は
『
日
本
書
紀
』
が
ね
つ
造
し
た
も
の
で

実
在
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

頃
に
は
、
す
で
に
聖
徳
太
子
は
か
な
り
の
偉

人
化
・
神
話
化
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

だ
か
ら
、
そ
う
思
っ
て
い
る
人
た
ち
が
本
を

書
け
ば
、
神
話
的
に
書
く
の
は
当
然
で
あ
り

ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
神
話
化
さ
れ
た
太
子
で

は
な
く
、
同
時
代
の
人
の
受
け
止
め
を
確
か

め
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

と
難
し
い
も
の
で
し
た
。
感
話
に
比
べ
る

と
、
い
か
に
日
常
の
会
話
の
中
で
自
分
が
漫

然
と
言
葉
を
出
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
ま

し
た
。
他
の
人
が
何
を
思
い
生
活
し
て
い
る

か
を
聞
き
、
ま
た
自
分
は
何
を
思
い
生
活
し

て
い
る
の
か
を
話
し
て
い
く
中
で
、
周
り
に

起
こ
る
物
事
に
関
す
る
考
え
方
が
深
ま
っ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
お
説
法
を
聞
き
、
ま
た
話
す

機
会
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
の
感
話

の
経
験
を
生
か
し
、
他
の
人
が
ど
う
教
え
を

受
け
取
っ
て
い
る
か
、
私
は
教
え
に
遇
っ
て

何
を
思
う
か
を
深
く
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

卒業式
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親
鸞
聖
人
と
太
子

　

親
鸞
聖
人
は
、
聖
徳
太
子
を
讃
仰
し
た

和
讃
を
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。
太
子
和
讃

は
二
百
首
以
上
あ
り
ま
す
。『
皇
太
子
聖
徳

奉
讃
』
と
い
う
和
讃
に
な
る
と
、
全
部
で

七
十
五
首
の
最
後
に
、「
と
め
る
も
の
の
う

た
え
は　

石
を
水
に
い
る
る
が
ご
と
く
な
り

　

と
も
し
き
も
の
の
あ
ら
そ
い
は　

水
を
石

に
い
る
る
に
に
た
り
け
り
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
和
讃
の
大
意
は
、「
力
の
あ
る
金
持
ち

の
言
う
こ
と
は
、
石
を
水
に
入
れ
る
よ
う
な

も
の
で
、
た
や
す
く
通
っ
て
し
ま
う
。
し
か

し
、
貧
し
い
も
の
や
、
力
の
な
い
も
の
の
訴

え
は
、水
を
石
に
ぶ
つ
け
る
よ
う
な
も
の
で
、

跳
ね
返
さ
れ
て
し
ま
う
」と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
は
、『
十
七
条
憲
法
』
第
五
条
に
あ
る
、

平
等
に
物
事
に
接
す
る
よ
う
に
と
い
う
太
子

の
精
神
を
、
親
鸞
聖
人
が
受
け
止
め
て
い
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
太
子

　

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
き
ま
す

と
少
し
変
わ
っ
て
き
ま
す
。聖
徳
太
子
に
は
、

香
炉
を
持
っ
て
い
る
お
姿
の「
孝
養
太
子
像
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
父
親

の
用
明
天
皇
が
病
気
に
な
ら
れ
て
、
太
子
が

自
分
の
装
束
も
脱
が
ず
に
看
病
す
る
姿
を
表

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
太
子

像
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
、
林
羅
山
と
い
う
儒

者
や
平
田
篤
胤
と
い
う
国
学
者
は
、
聖
徳
太

子
は
正
義
の
人
で
は
な
く
、
親
に
対
す
る
忠

誠
の
人
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
崇
峻
天
皇
が
蘇
我
馬
子
に
よ
っ
て
殺
さ

れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の

と
き
に
、
聖
徳
太
子
は
そ
れ
を
止
め
な
か
っ

た
か
ら
不
義
不
忠
で
あ
る
と
言
わ
れ
出
し
た

の
で
す
。
太
子
に
対
す
る
見
方
も
、
時
代
に

よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

明
治
の
太
子

　

次
い
で
明
治
に
な
っ
た
ら
、
太
子
に
対
す

る
見
方
も
、
ま
た
変
わ
り
ま
す
。
外
国
に
向

か
っ
て
門
戸
を
開
い
て
、
近
代
国
家
を
作
ろ

う
と
し
た
と
き
に
、
歴
史
上
の
人
物
で
一
番

外
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
の
が
聖
徳
太
子

だ
と
い
う
こ
と
で
評
価
さ
れ
た
の
で
す
。
聖

徳
太
子
の
時
代
は
、
中
国
と
高
句
麗
、
百
済
、

新
羅
、
そ
れ
が
世
界
の
全
部
で
し
た
。
そ
の

な
か
で
、
太
子
は
、
朝
鮮
半
島
の
三
国
と
も

対
抗
し
、
南
北
朝
に
分
か
れ
て
い
た
中
国
を

統
一
し
た
隋
の
皇
帝
に
向
か
っ
て
、
対
等
の

手
紙
を
出
し
た
の
で
す
。
日
出
る
国
の
天
子

が
、
日
没
す
る
と
こ
ろ
の
天
子
に
書
を
出
し

た
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
東
の
小
国
は
な
ん
と

失
礼
な
や
つ
だ
。
こ
れ
か
ら
は
こ
れ
を
取
り

次
ぐ
な
と
、
隋
の
煬よ

う
だ
い帝

が
大
変
怒
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、『
日
本
書
紀
』
に
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、『
隋
書
』に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
。『
隋

書
』
と
い
う
の
は
、
隋
の
歴
史
を
書
い
た
正

史
の
こ
と
で
す
。

　

太
子
と
開
国

　

ま
た
、
聖
徳
太
子
は
、
世
界
に
向
か
っ
て

国
の
門
戸
を
開
い
て
、
新
し
い
文
物
を
日
本

へ
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。

聖
徳
太
子
の
ブ
レ
ー
ン
は
、
高
句
麗
の
慧え

じ慈

や
百
済
の
覚か

く

袈が

、
あ
る
い
は
新
羅
系
の
秦

は
た
の
か
わ河

勝か
つ

と
い
う
人
た
ち
で
し
た
。
三
国
そ
れ
ぞ
れ

で
、
う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
、
高

句
麗
の
慧
慈
か
ら
は
仏
教
を
、
百
済
の
覚
袈

か
ら
は
儒
教
を
、
新
羅
の
秦
河
勝
か
ら
は
、

近
代
的
な
土
木
工
事
を
学
ん
で
い
く
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
明
治
維
新
の
近
代
国
家
を

作
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
模
範
的
な
人
に
な
る

だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け

に
留
ま
ら
ず
、
遣
隋
使
を
派
遣
し
て
、
新
し

い
文
明
を
取
り
寄
せ
ま
す
。
今
日
は
写
真
が

な
い
の
で
残
念
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
の
南

京
に
博
物
館
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
中
国
へ
貢

ぎ
物
を
持
っ
て
く
る
周
辺
国
の
使
い
の
、
い

ま
で
言
え
ば
外
交
官
の
姿
を
描
い
た
絵
が
あ

り
ま
す
。チ
ベ
ッ
ト
や
日
本
、高
句
麗
、百
済
、

そ
し
て
新
羅
か
ら
も
、
外
交
官
が
貢
ぎ
物
を

持
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、
高

句
麗
、
百
済
、
新
羅
か
ら
来
た
人
は
み
ん
な

冠
を
か
ぶ
っ
て
、
履
物
を
履
い
て
い
る
の
で

す
が
、
日
本
か
ら
来
た
使
い
の
姿
は
、
鉢
巻

き
を
し
て
、
裸
足
の
姿
で
、
ど
う
見
て
も
格

　

仏
法
に
出
あ
え
た
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
思
議

 

澤
田　

は
る
美

　

私
は
義
父
・
義
母
の
死
の
悲
し
み
か
ら
、

仏
法
を
聞
き
た
い
と
い
う
一
心
に
か
ら
れ
、

更
に
深
く
知
り
た
い
と
私
に
と
っ
て
は
大
き

な
決
断
を
し
、
不
思
議
と
し
か
思
え
な
い
入

学
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
授
業
は
新
鮮
で
あ
り
、
順
序
だ

て
ら
れ
た
詳
し
く
丁
寧
な
先
生
方
の
講
義
が

聞
け
る
学
院
で
の
生
活
は
素
晴
ら
し
い
時
間卒業生代表謝辞
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段
の
差
が
あ
っ
た
の
で
す
。
私
が
隋
の
煬
帝

だ
っ
た
ら
、
倭
国
が
ど
ん
な
国
か
を
知
ろ
う

と
し
て
こ
れ
を
見
た
ら
、
あ
あ
、
こ
ん
な
国

か
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
国
か
ら
、
日
出
ず

る
国
の
天
子
が
日
没
す
る
国
へ
と
く
れ
ば
、

こ
れ
は
な
ん
た
る
こ
と
だ
と
煬
帝
は
思
う
わ

け
で
す
。

　

冠
位
十
二
階
の
制

　

だ
か
ら
太
子
は
、「
冠
位
十
二
階
」
と
い

う
も
の
を
定
め
ら
れ
ま
す
。
鉢
巻
き
を
し
て

裸
足
で
行
っ
て
も
、
や
は
り
対
等
な
外
交
は

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
冠
位
を
定
め

て
、
冠
に
色
の
違
い
を
設
け
た
わ
け
で
す
。

上
か
ら
徳
、
仁
、
礼
、
信
、
義
、
智
の
六
段

階
を
設
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
大
小
に
分
け
て

十
二
階
級
を
作
っ
た
の
で
す
。そ
れ
ま
で
は
、

氏
や
姓
と
い
う
生
ま
れ
に
よ
っ
て
階
級
が
決

ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
氏
や
姓
に
関
係

な
く
誰
で
も
が
採
用
さ
れ
る
道
を
開
い
た
わ

け
で
す
。
遣
隋
使
の
小
野
妹
子
の
位
を
見
る

と
、
最
初
は
大
礼
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
冠

位
十
二
階
の
五
番
目
で
し
た
。
そ
れ
が
遣
隋

使
を
し
た
ら
大
徳
、
一
位
に
ま
で
上
っ
て
い

る
の
で
す
。
小
野
妹
子
の
出
身
か
ら
言
え

ば
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
は
絶
対
に
行
け
な
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
徳
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
氏
姓
の
出
身
に
よ
っ
て
決
ま
る

の
で
は
な
く
、
個
人
の
功
績
に
よ
っ
て
人
を

登
用
す
る
と
い
う
聖
徳
太
子
の
考
え
の
現
れ

で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国
内
の
な
か
に
そ

う
い
う
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

わ
ば
外
交
に
遅
れ
を
と
ら
な
い
よ
う
に
整
え

て
、
隋
と
の
国
交
を
始
め
た
の
で
す
。

　

太
子
と
明
治
国
家

　

そ
れ
は
、
明
治
の
新
し
い
政
府
か
ら
見
る

と
、
と
て
も
英
明
な
政
治
に
見
え
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
を
開
い
て
、
新
し

い
文
物
や
、
律
令
制
な
ど
の
法
律
を
ど
ん
ど

ん
取
り
入
れ
る
。
し
か
し
、
遣
隋
使
で
も
遣

唐
使
で
も
、
す
べ
て
を
採
っ
て
き
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
。
中
国
か
ら
輸
入
す
る

文
物
、
書
物
で
も
、
例
え
ば
革
命
を
起
こ
す

よ
う
な
書
物
は
カ
ッ
ト
し
て
い
る
と
か
、
そ

こ
は
き
ち
ん
と
選
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ

か
ら
、
明
治
政
府
が
紙
幣
を
作
る
と
き
に
誰

の
肖
像
を
作
る
か
と
い
う
と
、
聖
徳
太
子
に

な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
明
治
政
府
の
太
子
に

対
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
。
紙
幣
に
誰

の
肖
像
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
政
府

の
姿
勢
と
い
う
も
の
を
明
確
に
表
し
て
い
ま

す
。
い
ま
は
政
治
家
を
使
わ
な
い
と
い
う
の

で
、
文
化
人
の
樋
口
一
葉
や
夏
目
漱
石
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
た
い
が
い

聖
徳
太
子
で
し
た
。

　

戦
後
の
太
子
研
究

　

と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
る
と
、
実
証
し
た

文
献
を
き
ち
ん
と
確
か
め
る
と
い
う
、
西
洋

か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
科
学
的
な
合
理
主
義
と

い
う
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
要
す
る
に
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
始
ま
る
方

法
的
懐
疑
で
す
。
一
度
全
て
を
疑
っ
て
み
る

こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。だ
か
ら
、

歴
史
を
見
直
し
た
と
き
に
、
聖
徳
太
子
の
こ

と
は
い
ろ
い
ろ
と
『
日
本
書
紀
』
に
書
い
て

あ
る
け
れ
ど
も
、
百
年
も
後
に
書
い
て
い
る

の
だ
か
ら
信
用
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
そ
う

す
る
と
、
太
子
は
何
者
な
の
か
、
実
在
し
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
し

で
し
た
。

　

ま
た
多
く
の
同
朋
・
大
切
な
仲
間
に
出
会

う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
特
に
二
年
生
の

時
、
学
院
で
出
会
っ
た
大
切
な
大
切
な
方
の

死
は
、
こ
の
上
も
無
い
悲
し
み
と
人
の
い
の

ち
の
儚

は
か
な

さ
を
身
を
呈
し
て
私
に
教
え
て
下

さ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ

か
ら
私
は
深
い
苦
し
み
の
中
（
愛
別
離
苦
）

へ
陥

お
ち
い

っ
た
の
で
す
が
、
多
く
の
先
生
方
の
導

き
を
い
た
だ
き
、
悩
み
迷
い
な
が
ら
も
、
自

分
の
死
・
生
を
真
っ
向
か
ら
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
釈
尊
の
教
え
「
生
老
病
死
」

を
口
に
し
な
が
ら
、
知
識
に
留と

ど

ま
っ
て
い
た

自
分
に
気
付
か
さ
れ
、
な
ぜ
生
き
る
の
か
、

な
ん
の
た
め
に
生
き
る
の
か
、
自
問
自
答
の

機
会
を
い
た
だ
き
、
今
を
生
き
る
い
の
ち
の

我
身
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
で
す
。「
出
離

の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
」
の
私
で
す
。
ど
れ

だ
け
聞
い
て
も
聞
こ
え
て
は
こ
な
い
我
身
だ

か
ら
こ
そ
、
こ
の
身
の
事
実
に
深
く
頷

う
な
ず

け
る

よ
う
、
真
実
の
私
に
出
あ
え
る
よ
う
聴
聞
し

つ
づ
け
、
求
道
し
つ
づ
け
、
歩
ん
で
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

「
仏
法
に
出
あ
え
た
こ
と
の
不
思
議
」
を

感
じ
て
い
た
私
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
身
の

事
実
は
不
思
議
で
は
な
く
、
す
べ
て
お
こ
り

う
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
浄
土
真
宗

の
僧
侶
の
道
・「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
大
切

な
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

″
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す″

移動研修　橘寺
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ま
う
の
で
す
。
釈
尊
も
疑
わ
れ
ま
し
た
。
仏

教
徒
は
釈
尊
に
帰
依
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

釈
尊
は
太
陽
信
仰
を
擬
人
化
し
た
も
の
で
、

ゴ
ー
ダ
マ
ブ
ッ
ダ
は
存
在
し
な
い
と
言
わ
れ

た
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
親
鸞
聖
人
も
実
在
の
人
物
で
は
な

い
と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
辻
善
之
助
と
い
う
先
生
が
、
親
鸞
聖

人
の
筆
跡
研
究
か
ら
実
在
を
証
明
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
西
本
願
寺
の
蔵
か
ら
、
恵
信

尼
公
の
お
手
紙
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
手

紙
の
な
か
に
、
親
鸞
聖
人
が
比
叡
山
で
堂
僧

を
勤
め
て
お
ら
れ
た
と
い
う
文
面
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
、
親
鸞

聖
人
は
い
ら
し
た
と
証
明
さ
れ
た
わ
け
で

す
。
我
々
か
ら
見
た
ら
、
釈
尊
も
親
鸞
も
聖

徳
太
子
も
実
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
こ
れ
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
浮
き
沈
み
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
な
か
で
一
体
太
子
は
何
を

目
指
さ
れ
た
の
か
、
私
た
ち
に
何
を
一
体
教

え
ら
れ
た
の
か
を
、
き
ち
ん
と
自
分
自
身
で

受
け
止
め
る
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
し
太
子
が
い
な
か
っ

た
ら
、
六
角
堂
や
宗
祖
も
な
け
れ
ば
、
様
々

な
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
よ
ほ
ど
き
ち
ん

と
し
た
自
覚
と
誇
り
と
を
持
っ
て
学
ば
な
け

れ
ば
、
太
子
は
実
在
し
な
い
ら
し
い
、
怪
し

い
ら
し
い
と
言
っ
て
い
た
ら
、
結
局
、
そ
れ

は
自
分
自
身
の
生
き
方
が
ぶ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
思
う
の
で
す
。
太
子
が
亡
く
な
ら
れ
て

六
百
年
ほ
ど
し
て
親
鸞
聖
人
が
「
和
国
の
教

主
」
と
崇
め
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
七
百
五
十

年
ほ
ど
た
っ
た
ら
、
太
子
は
実
在
し
な
い
と

い
う
説
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
世
の

中
と
い
う
の
は
、
大
変
な
も
の
だ
な
と
思
い

を
強
く
い
た
し
ま
す
。

　

仏
教
公
伝

 

『
日
本
書
紀
』
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
仏

教
の
公
伝
は
、
百
済
の
聖せ

い
め
い
お
う

明
王
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
百
済
か
ら

来
る
使
い
の
人
た
ち
の
階
級
が
書
い
て
あ

り
ま
す
。
仏
教
を
伝
え
て
き
た
と
き
に
は
、

二
十
何
段
階
あ
る
う
ち
の
、
上
か
ら
二
番
目

く
ら
い
の
人
が
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
単

に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
非
常
に
重
い
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま

す
。
仏
教
の
公
伝

に
つ
い
て
も
、
色
々

な
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。『
上
宮
聖

徳
法
王
帝
説
』
の

な
か
に
、
仏
教
が

百
済
か
ら
伝
わ
っ

た
の
が
五
三
八
年

と
書
い
て
あ
り
ま

す
。
欽
明
天
皇
の

時
代
な
の
で
す
が
、

『
日
本
書
紀
』
で
は

五
五
二
年
と
、
ず
い
ぶ
ん
開
き
が
あ
り
ま

す
。
私
は
、『
法
王
帝
説
』
の
五
三
八
年
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の

『
高
僧
和
讃
』
の
最
後
に
、
聖
徳
太
子
は
敏

達
天
皇
の
元
年
正
月
一
日
に
誕
生
し
た
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仏
滅
後
一
五
二
一

年
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仏
滅

年
代
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
異
説
が
あ
り
ま

す
。
南
方
の
仏
教
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者

た
ち
が
言
っ
て
い
る
の
と
、
日
本
の
先
生
方

が
日
本
で
言
っ
て
い
る
の
と
、
百
年
ぐ
ら
い

違
っ
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
の
当
時
は
、

北ほ
く
せ
い斉

の
法ほ

う
じ
ょ
う上

と
い
う
人
の
計
算
式
が
あ
っ

て
、
そ
れ
が
一
番
権
威
を
持
っ
て
い
た
わ
け

で
す
。
そ
こ
に
周
の
穆ぼ

く
お
う王

の
五
十
一
年
が
仏

滅
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
教
行
信

証
』
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
考

え
る
と
、五
五
一
年
が
末
法
の
一
年
目
で
す
。

五
三
八
年
は
末
法
で
は
な
く
、
像
法
の
末
で

す
。

  

二
年　

米
林　

文
仁 

  

「
坊
さ
ん
に
な
っ
て
、
寺
継
ぐ
わ
」
と
言
っ

て
、
早
三
年
の
月
日
が
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
の

内
の
二
年
を
金
沢
真
宗
学
院
に
通
い
、ま
た
、

法
務
の
場
に
身
を
置
き
様
々
な
人
達
と
出
遭

い
色
々
な
経
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

時
折
、
私
の
中
で
「
喜
び
」
と
言
う
輝
き

と
共
に
、「
後
悔
」
と
言
う
暗
い
闇
に
包
ま

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
が
仏

教
・
真
宗
の
教
え
に
対
し
て
、
深
く
向
き
合

う
程
に
色
濃
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
る

の
で
す
。
色
々
な
方
々
と
供
に
聞
法
し
、
お

話
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
中
で
自
然
と
喜
び

に
浸
る
私
。
生
老
病
死
と
言
う
問
題
に
対
し

て
ま
と
も
に
向
き
合
う
こ
と
も
出
来
ず
、
過

ぎ
ゆ
く
時
間
と
言
う
波
に
流
さ
れ
て
い
る
だ

け
の
私
。
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
感
覚
の
狭
間

に
呑
み
込
ま
れ
そ
う
に
思
え
、
不
安
に
も
な

り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
・
真
宗
の

教
え
は
、
そ
う
言
っ
た
「
狭
間
」
に
こ
そ
存

在
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
と
は
本
来
、こ
の
世
の
様
々
な
苦
悩
、

無
常
に
対
し
て
、
自
ら
を
映
し
返
す
鏡
の
如

き
役
割
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
今
の
私
は
、

映
し
返
さ
れ
る
自
分
の
姿
を
見
ず
、
知
ら
ず

知
ら
ず
の
内
に
教
え
を
説
く
立
場
に
な
ろ
う

と
し
て
い
る
自
分
に
違
和
感
を
覚
え
、
そ
の

時
に
よ
く
清
沢
満
之
の「
自
己
と
は
何
ぞ
や
。

キ
ャ
ン
パ
ス
レ
ポ
ー
ト

大阪四天王寺　五重の塔
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そ
う
だ
と
す
れ
ば
、当
時
の
『
法
王
帝
説
』

が
仏
教
の
伝
来
を
五
三
八
年
と
し
て
い
た
と

し
て
も
、
日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
の
が
末

法
の
最
初
だ
と
い
う
こ
と
は
意
味
深
い
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
『
日
本
書
紀
』
は
、
そ
れ
を

変
え
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

太
子
を
と
り
ま
く
人
々

　

聖
徳
太
子
関
係
の
系
図
を
た
ど
っ
て
い

き
ま
す
と
、
聖
徳
太
子
の
父
は
用
明
天

皇
、
第
三
十
一
代
の
天
皇
で
す
。
そ
し
て

母
は
、
用
明
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
穴あ

な

穂ほ

部 
べ
の
 
は
し
ひ
と
の
ひ
め
み
こ

間
人
皇
女
で
す
。
こ
の
用
明
天
皇
の
父

が
欽
明
天
皇
で
す
。
蘇そ

我が
の
い
な稲

目め

の
娘
で
あ
る

堅き
た

塩し

媛ひ
め

と
欽
明
天
皇
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子

ど
も
が
、
推
古
天
皇
と
用
明
天
皇
で
す
。
聖

徳
太
子
の
母
で
あ
る
穴
穂
部
間
人
皇
女
は
、

欽
明
天
皇
と
蘇
我
稲
目
の
娘
小お

姉あ
ね
の
き
み

君
と
の
間

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
親
は
と
も
に
欽
明
天

皇
で
す
。
で
す
か
ら
二
人
は
異
母
兄
妹
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
も
の
す
ご
く
血
が
濃
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と

が
起
こ
る
の
か
と
い
う
と
、
出
産
し
た
女
性

が
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

父
親
が
同
じ
で
も
、
別
々
な
と
こ
ろ
で
育
っ

て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
結
婚
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
当
時
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
わ
け

で
す
。

　

こ
れ
だ
け
関
係
が
濃
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
天
皇
の
皇
位
継
承
が
も
の
す
ご
く

や
や
こ
し
い
こ
と
に
な
っ
て
、
兄
弟
で
相
続

す
る
の
か
、
嫡
男
が
相
続
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
す
。
用
明
天

皇
と
推
古
天
皇
は
、
兄
妹
で
三
十
一
代
と

三
十
三
代
の
天
皇
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
天
皇
が
亡
く
な
れ
ば
、
必
ず
豪
族
が
そ
れ

ぞ
れ
の
王
子
を
担
い
で
争
い
が
起
こ
る
わ
け

で
す
。

　

当
然
、
聖
徳
太
子
に
も
、
そ
う
い
う
問
題

が
起
こ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
の
子
ど
も
の
山や

ま

背し
ろ
の
お
お
え
の
お
う

大
兄
王
も
ま
た
、
そ
の
蘇
我
の
一
族
の
抱

え
る
皇
位
継
承
者
と
違
っ
た
た
め
に
、
一
族

が
全
部
対
立
し
ま
し
た
。
生
駒
山
へ
し
ば
ら

く
行
っ
て
は
、
食
べ
物
が
な
く
な
っ
て
、
結

局
最
後
は
山
背
大
兄
王
を
は
じ
め
、
奥
さ
ん

も
全
部
が
自
害
し
て
、
一
族
が
絶
え
て
し
ま

う
の
で
す
。
釈
迦
族
が
、
攻
め
ら
れ
て
滅
ぶ

の
と
、
非
常
に
よ
く
似
た
感
じ
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

推
古
天
皇
は
、
聖
徳
太
子
か
ら
見
れ
ば
叔

母
に
あ
た
り
ま
す
。
推
古
天
皇
が
最
初
の
女

性
の
天
皇
に
な
っ
て
、
聖
徳
太
子
を
摂
政
、

皇
太
子
に
し
た
と
い
う
こ
と
が『
日
本
書
紀
』

に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。こ
れ
を
察
す
る
に
、

推
古
天
皇
が
二
十
歳
の
聖
徳
太
子
を
皇
太

子
、
そ
し
て
摂
政
に
し
た
こ
と
は
、
推
古
天

皇
か
ら
す
れ
ば
、
政
（
ま
つ
り
ご
と
）、
政

治
を
聖
徳
太
子
に
お
願
い
し
た
と
い
う
こ
と

と
同
時
に
、
皇
太
子
を
決
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
次
の
天
皇
の
皇
位
継
承
の
争
い
を
な
く

し
た
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
思
っ

て
皇
太
子
に
し
て
も
、
聖
徳
太
子
は
四
十
九

歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
推
古
天
皇

は
、
自
分
の
跡
を
と
思
い
な
が
ら
も
太
子
に

先
立
た
れ
、
自
身
は
七
十
三
歳
ま
で
長
生
き

さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
世
の
中
と
い

う
の
は
思
う
と
お
り
に
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
し
た
方
だ
と
思
い
ま
す
。

　

三
宝
興
隆
の
詔

　

聖
徳
太
子
は
、皇
太
子
に
な
っ
て
す
ぐ
に
、

三
宝
興
隆
の

　
　
み
こ
と
の
り
　
　

詔
を
発
し
ま
す
。「
三
宝
」

と
い
う
の
は
仏
法
僧
を
指
し
ま
す
。
要
す
る

に
、
仏
教
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
表

明
し
ま
す
。仏
教
が
伝
わ
っ
た
欽
明
帝
か
ら
、

ず
っ
と
次
の
敏
達
帝
、
用
明
帝
、
崇
峻
帝
、

推
古
帝
に
い
た
る
ま
で
、
仏
教
に
対
し
て
ど

こ
れ
人
世
の
根
本
的
問
題
な
り
。」
と
い
う

言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
。こ
の
問
い
に
仏
教
・

宗
祖
の
教
え
を
鏡
と
し
て
見
れ
ば
、
私
と
い

う
人
間
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
『
観
無
量
寿

経
』
に
登
場
す
る
韋
提
希
、阿
闍
世
で
あ
り
、

提
婆
達
多
、
頻
婆
娑
羅
王
の
姿
な
の
で
し
ょ

う
。決
し
て
説
く
立
場
に
は
な
い
わ
け
で
す
。

宗
祖
が
自
ら
を
愚
禿
と
名
乗
り
、
私
た
ち
を

御
同
朋
・
御
同
行
と
位
置
づ
け
た
の
は
仏
教

を
自
ら
の
鏡
と
し
て
正
し
く
相
続
で
き
た
か

ら
な
の
で
し
ょ
う
。

　

僧
侶
と
し
て
継
承
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
私

に
と
っ
て
少
し
ず
つ
曇
る
鏡
を
こ
れ
か
ら
も

教
学
し
聞
法
す
る
こ
と
で
、
磨
き
続
け
相
続

し
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。

卒業生を送る会
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う
い
う
距
離
を
持
つ
か
は
大
変
な
問
題
だ
っ

た
の
で
す
。用
明
天
皇
は
即
位
し
て
二
年
で
、

病
気
の
た
め
に
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き

に
、
仏
教
を
受
け
入
れ
た
い
と
言
っ
て
争
い

が
起
き
る
の
で
す
。そ
の
前
の
天
皇
た
ち
は
、

自
分
で
仏
教
を
受
け
入
れ
る
か
受
け
入
れ
な

い
か
の
態
度
表
明
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
態

度
表
明
す
る
と
、
蘇
我
と
物
部
と
の
争
い
に

巻
き
込
ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
検
討
し
て
く

だ
さ
い
と
言
っ
て
、
任
せ
る
の
で
す
。
そ
れ

が
、
用
明
帝
の
と
き
に
、
仏
教
を
受
け
入
れ

る
と
い
う
態
度
を
取
っ
た
の
で
す
。
蘇
我
は

そ
れ
を
受
け
入
れ
た
け
れ
ど
も
、
反
対
の
者

も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
推
古
女
帝
が
即
位
さ
れ
て
、
聖
徳

太
子
が
摂
政
に
な
っ
て
最
初
に
、
三
宝
興
隆

の
詔
を
発
し
、
国
と
し
て
仏
教
を
受
け
入
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
今

度
は
み
ん
な
競
っ
て
お
寺
を
建
て
た
の
で

す
。
そ
れ
か
ら
何
年
か
た
っ
て
、
各
家
々
に

仏
壇
を
置
く
と
い
う
詔
を
発
し
ま
す
。い
ま
、

日
本
の
各
家
庭
に
仏
壇
が
あ
る
こ
と
の
大
本

を
た
ど
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
行
く
わ
け
で
す
。

外
国
の
人
た
ち
か
ら
見
た
ら
、
各
家
庭
に
仏

壇
が
あ
る
な
ん
て
い
う
の
は
、
変
な
こ
と
な

の
で
す
が
、
そ
れ
は
推
古
朝
の
こ
ろ
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
の
で
す
。

　

十
七
条
憲
法

　

同
時
に
『
十
七
条
憲
法
』
を
定
め
ま
す
。

憲
法
は
、最
初
に
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」

と
あ
り
ま
す
。
次
に
「
三
宝
を
敬
へ
」
で
す
。

こ
れ
が
政
治
の
理
念
と
い
う
も
の
で
す
。
理

念
の
な
い
政
治
は
、
必
ず
社
会
を
混
迷
さ
せ

ま
す
。
国
民
を
不
幸
に
す
る
わ
け
で
す
。
い

ま
か
ら
六
十
数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
、
イ
ン

ド
独
立
の
父
の
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
「
社
会
を
悪
く
す
る
の
は
、
七
つ
の
大
罪

が
起
こ
っ
た
と
き
だ
」
と
言
い
ま
す
。
そ
の

第
一
は
、
理
念
の
な
い
政
治
で
あ
る
。
理
念

の
な
い
政
治
を
や
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
利
害

得
失
だ
け
で
こ
と
が
動
く
か
ら
、
必
ず
社
会

は
混
迷
し
て
、
だ
ん
だ
ん
社
会
が
悪
く
な
っ

て
い
く
と
い
う
の
で
す
。
二
番
目
は
、
労
働

な
き
富
で
す
。
働
か
な
い
で
金
を
得
る
と
い

う
こ
と
が
進
ん
で
い
け
ば
、
だ
ん
だ
ん
社
会

が
悪
く
な
り
ま
す
。
三
番
目
は
反
省
し
な
い

快
楽
で
す
。
快
楽
だ
け
を
求
め
て
、
何
の
反

省
も
し
な
い
。
四
番
目
は
、
モ
ラ
ル
の
な
い

商
売
や
ビ
ジ
ネ
ス
。
商
売
に
も
ル
ー
ル
と
い

う
も
の
が
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で

す
。
五
番
目
は
学
識
な
き
富
。
物
知
り
な
だ

け
で
人
間
を
磨
か
な
い
よ
う
な
教
育
を
や
っ

て
は
、
必
ず
社
会
は
悪
く
な
る
。
六
番
目
は

人
間
性
の
な
い
科
学
。
七
番
目
は
献
身
な
き

宗
教
で
す
。
も
の
は
よ
く
知
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
自
分
自
身
の
身
に
受
け
て
い
な
い
。

自
分
の
体
に
受
け
て
い
な
い
よ
う
な
宗
教
も

社
会
を
悪
く
す
る
。

　

和

　

要
す
る
に
、『
十
七
条
憲
法
』
に
あ
る
「
和
」

と
か
、「
三
宝
」
だ
と
か
と
い
う
も
の
は
、

 

三
年　

茂
利　

卓
由

　

お
の
お
の
十
余
か
国
の
さ
か
い
を
こ
え

て
、
身
命
を
か
え
り
み
ず
し
て
、
た
ず
ね
き

た
ら
し
め
た
ま
う
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
ひ
と
え

に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い
き
か
ん
が
た
め

な
り
。（
歎
異
抄
・
第
二
条
）

　

私
が
真
宗
学
院
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の

は
、
何
故
だ
ろ
う
か
。
候
補
衆
徒
で
な
け
れ

ば
、
入
寺
の
予
定
も
無
い
。
教
師
の
資
格
を

必
要
と
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
二
十
三
歳
で

家
を
出
る
ま
で
は
「
寺
の
子
」
だ
っ
た
。
仕

事
に
就
き
家
庭
を
持
ち
、
ご
く
一
般
的
な
人

生
を
送
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し「
寺
の
子
」

が
抜
け
な
い
。

　

寺
か
ら
離
れ
る
と
無
性
に
寺
が
気
に
な

る
。
寺
と
は
何
か
？
念
仏
と
は
何
か
？
寺
に

生
ま
れ
た
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
？
私
の

置
か
れ
た
環
境
を
知
り
た
く
、
真
宗
学
院
の

門
を
潜
っ
た
。

　

三
年
間
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
あ●

●
●

え
て
触
れ

な
い
で
お
く
。
念
仏
の
教
え
を
求
め
て
車
で

走
っ
た
距
離
は
地
球
一
周
分
を
遥
か
に
越
え

た
。
授
業
の
出
席
率
も
悪
く
な
い
し
寝
た
覚

え
も
な
い
。
こ
れ
だ
け
聞
法
す
れ
ば
、
南
無

阿
弥
陀
仏
は
我
身
の
モ
ノ
に
違
い
な
い
。

　

末
代
無
智
と
は
ま
さ
に
、
こ
れ
、
そ
の
も

の
で
あ
る
。「
寺
の
子
」
特
に
長
男
は
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
、
レ
ー
ル
が
敷
か
れ
て

い
る
。
乗
る
も
乗
ら
ぬ
も
各
々
の
勝
手
だ

が
、
ど
の
様
な
意
識
で
黒
い
衣
を
着
て
い
る

の
か
。「
権
現
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
内

は
花
で
あ
る
。「
○
○
の
坊
主
」
と
陰
で
言

橘寺　二面石
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ま
さ
し
く
政
治
の
理
念
を
示
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
、
今
日
お
集
ま
り

の
皆
さ
ん
、
仲
良
く
や
り
ま
し
ょ
う
、
仲
良

き
こ
と
は
美
し
き
か
な
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
の
共

同
体
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
理
念
が
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
す
。
第
一
条
に
「
一
に
曰
く
、
和や

わ

ら
か
な

る
を
以
て
貴
し
と
為
し
、
忤さ

か

う
る
こ
と
無
き

を
宗
と
せ
よ
」
と
あ
り
ま
す
が
、こ
の
「
和
」

だ
け
を
取
る
と
、
み
ん
な
喧
嘩
し
な
い
で
、

仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
太
子
は
そ
う
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
の

で
す
。「
和
」
と
い
う
の
は
、
上
の
人
が
下

の
人
に
対
し
て
柔
ら
か
で
、
下
の
人
が
上
の

人
に
対
し
て
さ
か
ら
う
こ
と
の
な
い
こ
と
が

大
切
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
国
を
治
め
る
人
に
は
、
弱
い
人
た

ち
に
対
し
て
柔
ら
か
な
心
を
持
っ
て
接
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
国
民
に
対
し
て
は
、

国
に
対
し
て
文
句
を
言
っ
て
さ
か
ら
っ
て
い

る
だ
け
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
す
。

　

凡
夫
の
自
覚

　

そ
し
て
、
共
に
「
凡
夫
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
、
共
に

凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
持
つ
た
め
に
、

三
宝
、
仏
教
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
仏
教

に
帰
依
し
な
い
で
、私
が
凡
夫
だ
と
言
え
ば
、

卑
下
慢
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
卑
下
し
な
が

ら
慢
心
を
起
こ
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
、

凡
夫
の
自
覚
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。
慢

心
と
い
う
の
は
複
雑
な
も
の
で
、
私
は
あ
ん

な
に
偉
く
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
に
ひ
ど

く
駄
目
で
も
な
い
と
い
う
の
は
、
卑
下
し
な

が
ら
慢
心
を
起
こ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
駄

目
だ
と
言
い
な
が
ら
、
い
や
、
そ
れ
で
も
ま

だ
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
が
卑

下
慢
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
卑
下
し
な
が
ら

も
慢
心
を
起
こ
す
の
が
人
間
で
す
。
そ
の
よ

う
な
人
間
が
凡
夫
の
自
覚
を
持
と
う
と
思
っ

た
ら
、
仏
法
に
照
ら
す
以
外
に
ど
う
し
よ
う

も
な
い
の
で
す
。

　

仏
・
菩
薩
・
衆
生

　

そ
れ
を
太
子
は
「
そ
れ
三
宝
に
帰よ

り
ま
つ

ら
ず
は
、何
を
も
っ
て
か
枉ま

が

れ
る
を
直た

だ

さ
ん
」

と
い
う
言
葉
で
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
す
。
仏

教
に
お
け
る
仏
、
菩
薩
、
衆
生
の
関
係
は
、

娑
婆
に
お
け
る
君
、
臣
、
民
の
関
係
と
相
応

す
る
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
十
七
条
憲

法
』
で
は
、
特
に
臣
の
あ
り
よ
う
を
言
っ
て

い
る
の
で
す
。
下
に
対
し
て
は
和
ら
ぎ
を
、

上
に
対
し
て
は
さ
か
ら
う
こ
と
な
く
接
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
臣
に
対
し
て
の
も
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
律

令
制
の
な
か
で
、官
僚
と
国
民
と
の
関
係
を
、

ど
う
い
う
心
持
ち
で
保
つ
べ
き
か
を
言
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
『
三
経

義
疏
』
で
言
え
ば
、
如
来
と
菩
薩
と
衆
生
と

の
関
係
に
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
す
。

　

こ
の
関
係
が
う
ま
く
一
致
し
た
と
き
に
、

清
ら
か
な
心
が
発
起
し
、
あ
る
い
は
国
土
を

清
め
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
る
。「
浄
土
」

と
い
う
こ
と
は
、
清
ら
か
な
国
に
す
る
と
い

う
こ
と
と
、
結
果
的
に
清
ら
か
に
な
っ
た
国

と
い
う
両
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

仏
教
の
『
三
経
義
疏
』
の
注
釈
を
通
し
て
、

政
治
モ
ラ
ル
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
そ
う
と
さ

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
は
、『
十
七
条
憲
法
』、
あ
る
い

は
『
三
経
義
疏
』
を
見
な
が
ら
、
ま
た
次
回

考
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。

わ
れ
れ
ば
、
あ
る
ま
じ
き
行
為
が
明
る
み
に

な
っ
た
時
だ
。
残
念
な
こ
と
に
、
娑
婆
に
は

「
く
そ
坊
主
」
な
る
表
現
も
存
在
す
る
。
そ

れ
だ
け
寺
族
は
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

教
学
に
た
け
る
者
が
教
師
で
は
な
い
。
読

経
で
き
る
者
が
教
師
で
は
な
い
。
凡
夫
を
自

覚
し
、
己
の
恥
を
さ
ら
け
出
せ
る
の
が
教
師

で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
決
し
て
格
好
の
良

い
も
の
で
は
な
い
、偉
ぶ
る
人
間
で
は
な
い
、

勘
違
い
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

問
い
の
答
え
は
出
て
い
な
い
。
出
す
気
も

無
い
。
気
付
か
さ
れ
る
の
を
、
気
ま
ま
に
待

つ
と
す
る
。

　

学
び
始
め
て

 

一
年
聴
講　

松
永　

志
津
子

　

私
に
と
っ
て
学
院
で
学
ぶ
こ
と
は
、
す
べ

て
が
新
鮮
で
驚
き
で
し
た
。
未
知
の
世
界
で

ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

声
明
作
法
の
授
業
で
は
特
に
緊
張
し
ま

す
。
ベ
テ
ラ
ン
の
方
た
ち
と
一
緒
で
は
自
分

だ
け
音
が
ず
れ
て
い
た
り
、
違
っ
て
い
た
り

す
る
の
が
わ
か
る
か
ら
で
す
。
頭
の
中
が

「
？
」で
、い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

先
生
が
「
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
」
と
、
課
題

を
出
さ
れ
て
も
ど
こ
を
読
め
ば
よ
い
の
か
分

か
ら
ず
、
隣
の
方
に
聞
き
な
が
ら
学
習
し
て

い
る
状
態
で
し
た
。
ク
ラ
ス
の
皆
さ
ん
の
ア

ド
バ
イ
ス
で
Ｃ
Ｄ
に
合
わ
せ
て
練
習
し
、
少
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前
回
は
、『
教
行
信
証
』
の
要
と
し
て
「
た

だ
念
仏
」と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
た
だ
念
仏
と
弥
陀
の
本
願
と

が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
触

れ
ま
し
た
が
、
今
回
は
こ
の
本
願
を
問
題
に

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
本
願
は
、

○イ 

だ
れ
が
、
○ロ 

何
に
基
づ
き
、

○ハ 

何
の
た
め
に
起
こ
さ
れ
た
の
か
。 

○イ 

仏
・
菩
薩

○ロ 

諸
法
平
等
・
平
等
の
慈
悲

○ハ 

解
放
と
集
中

　

菩
薩
と
本
願

　

こ
の
「
本
願
」
と
い
う
言
葉
は
、
文
字
ど

お
り
願
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
内
容

は
た
だ
一
つ
、
衆
生
を
し
て
覚
ら
し
め
る
こ

と
を
願
う
わ
け
で
す
。

　

な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
か
と

い
う
と
、
釈
迦
如
来
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
す

る
と
誰
が
仏
の
教
え
を
伝
え
る
の
か
と
い
う

問
題
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
誰
が
と
い
う
こ

と
で
、
○イ 

仏
・
菩
薩
。
そ
こ
に
「
菩
薩
」
と

い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。

　

菩
薩
と
は
証
り
を
求
め
る
衆
生
と
い
う
意

味
と
同
時
に
、
そ
の
得
る
と
こ
ろ
の
証
り
を

他
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
内
容
を
持
つ
も
の

の
こ
と
で
す
。
伝
統
的
に
は
上
求
菩
提
、
下

化
衆
生
、
つ
ま
り
自
利
利
他
を
内
容
と
す
る

も
の
を
菩
薩
と
名
付
け
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
菩
薩
か
ら
本
願
が
出
て
き
ま
す
。
釈

迦
如
来
の
ご
と
く
自
ら
覚
り
、
他
の
衆
生
を

教
化
す
る
こ
と
を
願
う
わ
け
で
す
。
す
る
と

な
ぜ
そ
う
い
う
本
願
を
起
こ
す
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

　

諸
法
平
等

　

私
た
ち
も
、大
谷
派
教
師
と
い
う
こ
と
で
、

教
法
を
宣
布
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま

す
。
教
法
を
他
に
伝
え
て
い
く
、
衆
生
を
教

化
す
る
こ
と
と
関
わ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と

き
、
お
寺
だ
か
ら
、
教
師
だ
か
ら
と
い
う
理

由
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
で
、
○ロ 

諸
法
平
等
・
平
等
の
慈
悲
。
こ

れ
は
本
願
が
起
こ
る
理
由
は
、
仏
教
そ
の
も

の
、
仏
が
覚
ら
れ
た
法
そ
の
も
の
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

釈
迦
如
来
の
証
り
の
法
を
表
す
言
葉
と
し

て
、「
諸
行
無
常
」、「
諸
法
無
我
」
が
あ
り

ま
す
。
仏
は
諸
行
無
常
の
法
を
お
覚
り
に
な

ら
れ
た
。

　

こ
の
諸
行
無
常
が
証
り
の
法
だ
と
い
う
意

味
は
、
こ
の
法
と
無
関
係
な
も
の
は
ど
こ
に

も
な
い
。
す
べ
て
が
諸
行
無
常
と
い
う
こ
と

を
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は

諸
法
無
我
を
離
れ
な
い
。
で
す
か
ら
こ
の
法

に
一
切
の
衆
生
が
収
ま
る
。
そ
れ
が
「
諸
法

平
等
」
と
言
わ
れ
る
意
味
で
す
。

　

平
等
の
慈
悲

　

釈
迦
如
来
の
証
り
と
い
う
の
は
、
一
切
衆

生
が
覚
る
べ
き
証
り
な
の
で
す
。
そ
こ
に
働

く
も
の
が
「
慈
悲
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

諸
行
無
常
の
法
に
お
い
て
は
、
一
切
衆
生
は

平
等
な
の
で
す
。

　

諸
法
無
我
は
、
釈
迦
如
来
だ
け
が
無
我
な

の
で
は
な
く
、
無
我
は
我
々
も
覚
る
べ
き
と

こ
ろ
の
証
り
、
平
等
の
法
で
あ
る
。
こ
の
平

等
の
法
と
い
う
こ
と
か
ら
「
平
等
の
慈
悲
」

が
生
ず
る
。
そ
の
慈
悲
に
促
さ
れ
て
釈
迦
如

来
が
説
法
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
我
々
も
教
化
と
い
う
こ
と
を
問

題
に
す
る
と
き
、
諸
法
平
等
・
平
等
の
慈
悲

と
い
う
こ
と
が
根
っ
こ
に
な
る
か
と
思
う
の

し
音
程
や
リ
ズ
ム
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

私
の
好
き
な
授
業
は
特
別
講
義
で
す
。

色
々
な
専
門
分
野
で
講
師
の
方
が
話
さ
れ
る

の
で
と
て
も
楽
し
い
で
す
。
知
的
好
奇
心
が

満
た
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で
の
人
生
で
触
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
新
し
い
世
界
へ
の
扉

が
開
か
れ
て
い
く
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

中
国
の
道
教
、
心
理
学
の
実
験
、
終
末
医
療
、

カ
ル
ト
等
、
幅
広
い
分
野
の
話
が
印
象
に
残

り
ま
し
た
。

　

ま
た
講
義
の
前
に
は
、
ク
ラ
ス
の
方
た
ち

の
雑
談
の
中
か
ら
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。
得
度
式
の
こ
と
、
レ
ポ
ー
ト

の
書
き
方
、
資
料
の
こ
と
等
で
す
。

『
教
行
信
証
』
入
門
③

　
　

浄
土
の
証さ
と

り  

︱
釈
迦
と
弥
陀—

平　

野　
　
　

修

卒業生を送る会
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で
す
。
こ
れ
を
忘
れ
る
と
、
義
務
感
だ
け
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　

平
等
の
慈
悲
と
い
う
こ
と
は
、
年
齢
や
、

男
女
、
あ
る
い
は
住
職
や
坊
守
と
い
っ
た
立

場
は
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
平
等
の
慈
悲
に
促
さ
れ
る
と
、

そ
こ
に
願
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

す
。

　

願
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
意
欲
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
生
活
の
張
り

合
い
、
生
き
る
意
欲
と
言
っ
て
も
い
い
。
こ

の
生
き
る
意
欲
こ
そ
が
、
今
日
我
々
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
本
願
と
い
う
こ
と
は
、
弥
陀
と

か
法
蔵
菩
薩
と
か
い
う
ふ
う
に
特
定
す
る
必

要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
諸
法
平
等
と
い

う
こ
と
か
ら
平
等
の
慈
悲
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

我
々
の
と
こ
ろ
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で

す
。
そ
こ
に
願
い
が
生
ず
る
。
意
欲
と
か
張

り
合
い
と
い
う
も
の
が
我
々
に
も
生
じ
て
く

る
。
そ
こ
に
は
ま
た
人
間
の
主
体
性
と
い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

出
世
の
本
意

　

つ
ぎ
に
○ハ 

解
放
と
集
中
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
解
放
と
は
苦
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
い

う
意
味
で
す
。
こ
の
解
放
か
ら
、
集
中
が
生

ま
れ
ま
す
。
集
中
で
き
な
い
の
は
色
々
な
も

の
に
邪
魔
さ
れ
て
い
る
と
き
で
す
。
で
す
か

ら
こ
の
集
中
と
は
、
我
々
の
中
に
張
り
合
い

と
か
意
欲
と
い
う
も
の
が
生
じ
て
く
る
。
こ

れ
が
一
般
的
な
本
願
の
意
味
で
す
。

　

一
般
的
と
い
う
の
は
、
釈
迦
如
来
も
平
等

の
慈
悲
に
も
よ
お
さ
れ
て
法
を
説
か
れ
た
わ

け
で
す
。
こ
れ
だ
け
な
ら
本
願
一
般
で
す
。

願
い
に
も
と
づ
い
て
法
を
お
説
き
に
な
ら
れ

た
と
。
で
は
そ
こ
に
な
ぜ
弥
陀
の
本
願
と
い

う
こ
と
が
出
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
で

す
。

　

釈
迦
如
来
は
本
願
を
も
っ
て
教
化
な
さ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
現
実
は
、
多
く
は
釈
迦
如
来

の
教
え
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
。
す

る
と
釈
迦
如
来
の
本
願
は
ま
こ
と
に
不
本
意

に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か

ら
『
大
無
量
寿
経
』
で
「
出
世
の
本
意
」
と

い
う
こ
と
が
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

な
ぜ
釈
迦
如
来
に
代
わ
っ
て
法
蔵
菩
薩
と

い
う
、
我
々
か
ら
す
れ
ば
神
話
と
し
か
い
い

よ
う
の
な
い
よ
う
な
菩
薩
が
四
十
八
願
と
い

う
本
願
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た

の
か
と
い
う
問
題
で
す
。

　

第
十
七
願
の
意
義

　

釈
迦
如
来
の
願
う
と
こ
ろ
は
間
違
い
で
は

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
気
付
か
な
い
も
の
、

つ
い
て
い
け
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
で
て
き

た
と
。
そ
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
と
い
う

問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
ど
の
よ
う
に
し
て
と

い
う
問
題
が
、
行
の
問
題
に
当
た
り
ま
す
。

　

そ
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
本

願
は
、
念
仏
を
も
っ
て
行
と
し
た
。
願
文
で

は
仏
の
御
名
を
聞
く
と
い
う
、「
聞
其
名
号
」

と
い
う
こ
と
を
行
と
し
て
一
切
衆
生
を
覚
ら

し
め
た
い
と
誓
わ
れ
た
と
。
つ
ま
り
行
が
な

い
と
証
り
と
い
う
こ
と
が
出
て
こ
な
い
わ
け

で
す
。

　

さ
ら
に
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
「
光
明
無

量
」、「
寿
命
無
量
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

ま
す
。
こ
れ
も
行
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

光
明
と
い
う
こ
と
は
教
化
を
表
し
ま
す
。

光
が
無
量
だ
と
い
う
意
味
は
、
仏
の
教
化
が

い
か
な
る
も
の
の
上
に
も
至
る
と
い
う
意
味

で
す
。

　

さ
ら
に
仏
の
寿
命
が
無
量
だ
と
い
う
こ
と

は
、
い
つ
生
ま
れ
た
と
し
て
も
仏
に
遇
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
す
。
い
つ
ど
こ

に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
仏
の
教
化
を
受
け
、

仏
に
遇
い
、
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

毎
日
の
感
話
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。
日

常
生
活
の
中
で
の
視
点
を
も
ら
え
る
か
ら
で

す
。

　

授
業
は
夕
方
な
の
で
、
勤
務
の
後
に
な
り

ま
す
。
物
理
的
な
時
間
や
体
力
な
ど
厳
し
い

条
件
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
し
っ
か

り
と
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

蓮如上人袈娑掛けの松の前にて
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願
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
『
教
行
信
証
』
の
「
総
序
」（
聖
典

一
四
九
頁
）
で
は
、「
難
思
の
弘
誓
」「
無
碍

の
光
明
」
と
、
つ
ま
り
弥
陀
の
本
願
か
ら
始

ま
り
、そ
の
あ
と
に
「
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
、

浄
邦
縁
熟
し
て
」
と
、釈
迦
が
出
て
い
ま
す
。

　

あ
る
い
は
「
教
巻
」（
聖
典
一
五
二
頁
）

に
も
「
こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を

超
発
し
て
」
と
あ
り
、
次
に
「
釈
迦
、
世
に

出
興
し
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
「
正
信
偈
」（
聖
典
二
○
四
頁
）

に「
如
来
所
以
興
出
世　

唯
説
弥
陀
本
願
海
」

と
、
釈
迦
が
こ
の
世
に
出
ら
れ
た
理
由
と
し

て
、
た
だ
弥
陀
の
本
願
海
を
説
く
た
め
で
あ

る
と
。

　

我
々
か
ら
す
れ
ば
、
釈
迦
か
ら
始
ま
る
の

が
常
識
で
す
。あ
と
は
発
展
、展
開
し
て
い
っ

た
の
だ
と
。
で
す
か
ら
釈
迦
を
出
発
点
に
考

え
れ
ば
、
大
乗
の
仏
教
や
日
本
の
仏
教
は
本

来
の
仏
教
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
仏
教
は
釈
迦
が
始
め
で
は
な

い
。
仏
教
の
始
め
は
弥
陀
の
本
願
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
見
方
。
こ
の
違
い
は
本

当
に
決
定
的
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

仏
教
の
出
発
点

　

で
す
か
ら
我
々
の
課
題
は
、
仏
教
は
弥
陀

か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
の
了
解
が
、
自
分
の

上
に
成
り
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

　

け
れ
ど
も
、
で
は
そ
の
願
い
を
ど
う
や
っ

て
実
現
す
る
の
か
。
そ
こ
に
行
と
い
う
問
題

が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
「
仏
の
名
号
」
を

も
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
、『
大

無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
本
願
の
内
容
に
な

る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
仏
の
名
号
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

四
十
八
願
の
な
か
第
十
七
願
で
、
十
方
の
無

量
の
諸
仏
に
そ
の
名
を
ほ
め
た
た
え
て
ほ
し

い
と
誓
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
十
方
の
無
量
の
諸
仏
が
阿
弥
陀

仏
の
方
に
向
か
っ
て
ほ
め
た
た
え
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
方
の
無
量
の
諸
仏
が
仏

の
名
を
ほ
め
た
た
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
十

方
の
無
量
の
衆
生
に
対
し
て
仏
の
名
号
を
お

示
し
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
無
量
の
衆

生
を
教
化
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
わ
れ

た
。
そ
し
て
そ
の
無
量
の
諸
仏
の
一
人
が
釈

迦
如
来
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が

第
十
七
願
の
意
義
で
す
。

　

親
鸞
の
仏
教
史
観

　

こ
こ
で
考
え
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。
我
々
は
、
仏
教
は
釈
迦
如
来
か

ら
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
釈
迦
が
阿

弥
陀
如
来
の
こ
と
を
説
い
た
と
。

　

と
こ
ろ
が
『
大
無
量
寿
経
』
が
示
し
て
い

る
の
は
、
最
初
に
弥
陀
の
本
願
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
て
、
そ
の
本
願
に
こ
た
え
て
出
て
こ

ら
れ
た
の
が
釈
迦
如
来
で
あ
っ
た
と
。
釈
迦

の
根
本
に
弥
陀
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う

仏
教
の
と
ら
え
方
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
仏

教
の
と
ら
え
方
、
言
う
な
れ
ば
仏
教
史
観
な

の
で
す
。

　

浄
土
の
真
宗
を
学
ん
で
い
く
と
き
に
は
、

こ
の
二
つ
の
見
方
の
違
い
が
大
切
に
な
っ
て

く
る
。
そ
し
て
釈
迦
が
始
ま
り
で
は
な
い
。

釈
迦
は
、
第
十
七
願
で
十
方
の
無
量
の
諸
仏

に
我
が
名
を
ほ
め
た
た
え
て
ほ
し
い
と
呼
び

掛
け
ら
れ
た
、
そ
の
無
量
の
諸
仏
の
一
人
で

あ
る
と
。

　

そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
歎
異
抄
』
の

第
二
条
（
聖
典
六
二
七
頁
）
に
、「
弥
陀
の

本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説

教
、
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
弥
陀
の
本

す
。
親
鸞
聖
人
は
、
仏
教
は
弥
陀
の
本
願
か

ら
始
ま
る
と
、
本
気
で
そ
う
思
わ
れ
た
の
で

す
。

　

本
願
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、
こ
の
二
つ

の
仏
教
の
見
方
、
こ
の
点
が
大
き
な
問
題
と

し
て
出
て
く
る
。
こ
れ
は
本
当
に
課
題
と
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

　

釈
迦
を
始
ま
り
と
し
ま
す
と
、
教
理
の
方

に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
弥
陀
と
い
う
こ
と
を

も
と
に
し
ま
す
と
、
ど
こ
ま
で
も
衆
生
を
覚

ら
し
め
る
と
い
う
、
衆
生
と
い
う
こ
と
が
問

題
と
な
り
、
そ
の
衆
生
の
と
こ
ろ
に
仏
の
証

り
が
開
か
れ
る
と
い
う
方
向
へ
行
き
ま
す
。

　

釈
迦
で
出
発
す
れ
ば
、
当
然
教
理
に
つ
い

て
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
か
が
勝
負
に
な
り

ま
す
。
仏
教
は
教
理
の
研
究
に
な
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
我
々
は
自
信
を
持
て
ば
い
い
の
で

す
。
要
す
る
に
釈
迦
を
出
発
点
と
し
た
と
こ

ろ
に
立
っ
て
仏
教
を
考
え
な
け
れ
ば
い
い
わ

け
で
す
。

 

『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
も
、
釈
迦
を
出

発
点
と
し
て
読
む
場
合
と
、
弥
陀
を
出
発
点

と
し
て
読
ん
で
い
く
場
合
と
は
、
大
き
く
違

い
ま
す
。
釈
迦
を
出
発
点
と
し
て
『
教
行
信

証
』
を
読
め
ば
、
親
鸞
は
大
胆
で
独
断
に
近

い
思
想
家
だ
と
い
う
見
方
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
の
点
で
は
我
々
は
自
信
を
持
つ
こ
と
が

で
き
ま
す
。
教
理
に
つ
い
て
色
々
言
っ
て
き

て
も
、
一
言
聞
け
ば
い
い
わ
け
で
す
。「
そ

れ
で
、
お
証
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
」
と
。

当
然
証
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
黙
る
よ
り

ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
「
た
だ
念
仏
で
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す
」
と
言
え
ば
い
い
の
で
す
。

　

ど
れ
だ
け
相
手
が
も
の
を
知
っ
て
い
て

も
、少
し
も
卑
下
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
仏
教
に
つ
い
て
、弥
陀
に
始
ま
る
か
、

釈
迦
に
始
ま
る
か
で
、
そ
の
違
い
が
決
定
す

る
。
本
願
と
い
う
問
題
か
ら
、
そ
う
い
う
釈

迦
・
弥
陀
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で

す
。

　

浄
仏
国
土

①
本
願

②
本
願
と
浄
土
の
関
係

な
ぜ
法
蔵
菩
薩
の
本
願
は
、

○イ 

浄
土
建
立
と

○ロ 

浄
土
往
生
と
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

○イ 

衆
生
を
覚
ら
し
め
る
た
め
に
浄
土
が
建

て
ら
れ
た
理
由
。

○ロ 

往
生
と
転
生
と
移
生
。

　

次
に
本
願
と
浄
土
の
関
係
で
す
。
な
ぜ
法

蔵
菩
薩
の
本
願
は
、
浄
土
建
立
と
浄
土
往
生

と
し
て
、
浄
土
と
い
う
事
柄
を
示
さ
れ
た
の

か
と
い
う
問
題
で
す
。

　

ま
ず
、
浄
土
が
出
さ
れ
た
一
般
的
・
基
本

的
な
了
解
を
い
え
ば
、「
浄
仏
国
土
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

釈
迦
如
来
が
仏
陀
と
名
の
っ
て
教
化
さ
れ

た
と
こ
ろ
は
、
仏
国
土
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。仏
が
お
い
で
に
な
る
国
土
で
す
。

け
れ
ど
も
釈
迦
如
来
が
教
化
な
さ
っ
て
も
、

少
し
も
仏
国
土
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
殺
し

あ
い
、
盗
み
あ
い
、
飢
饉
、
戦
争
と
、
釈
迦

如
来
の
周
辺
だ
け
が
少
し
だ
け
仏
国
土
と
言

え
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
仏
が
お
い
で
に
な

る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仏
国
土
を
浄

め
る
、
浄
仏
国
土
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た

わ
け
で
す
。
こ
れ
が
浄
土
と
い
う
こ
と
の
最

初
の
基
本
的
な
了
解
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
色
々
な
菩
薩
の
本
願
に
は
、
こ

の
浄
仏
国
土
と
い
う
こ
と
を
本
願
に
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
願
う
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど

も
、
現
実
は
と
て
も
無
量
の
衆
生
に
間
に
合

わ
な
い
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
話
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
次
に
、
新
た
な
国
土
を
建
立
し

て
、
無
量
の
衆
生
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う
、

国
土
の
建
立
と
い
う
問
題
に
展
開
し
て
い

く
。
最
初
は
仏
国
土
を
清
め
る
こ
と
だ
っ
た

も
の
が
、
国
土
建
立
に
展
開
し
て
い
く
わ
け

で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
の
浄
土

　

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
、
そ
う
い
う
浄
仏
国

土
と
国
土
建
立
に
関
係
し
て
出
て
く
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
浄
土
は
衆
生
を
迎
え
入
れ
る

た
め
の
国
土
と
は
少
し
趣
が
違
う
わ
け
で

す
。

　

そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
は
、
ど
こ

か
に
そ
う
い
う
世
界
が
造
ら
れ
た
と
い
う
意

味
で
は
な
し
に
、仏
の
証
り
と
い
う
も
の
が
、

す
で
に
浄
仏
国
土
と
い
う
意
味
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
証
り
の
内
容

が
す
で
に
仏
国
土
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
だ
と
。

　

も
っ
と
い
え
ば
、
仏
陀
と
は
何
を
表
す

の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
す
る
と
仏
陀
と
は

我
々
が
経
験
し
て
い
る
世
界
を
超
え
て
い
る

と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
我
々
が
経
験

と
し
て
知
っ
て
い
る
世
界
を
超
え
て
世
界
が

あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
。

　

我
々
の
経
験
領
域
を
伝
統
的
に
は
三
界
と

言
い
ま
す
。
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
、
そ
う

い
う
三
界
を
超
え
る
の
だ
と
。

　

欲
で
経
験
し
て
い
る
世
界
、
色
は
形
を
表

し
ま
す
。
物
そ
の
も
の
で
す
。
無
色
は
精
神

世
界
。
つ
ま
り
人
間
の
経
験
領
域
で
す
。
そ

う
い
う
人
間
の
経
験
領
域
を
超
え
た
世
界
が

あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
が
仏
陀
。

　

で
す
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
浄
土
が
建
て
ら

れ
て
く
る
も
と
に
仏
の
証
り
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
、
そ
の
仏
の
証
り
を
国
土
と
い
う
形

で
表
す
。

　

仏
の
証
り
を
浄
土
と
表
す
こ
と
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
い
の
ち
あ
る
も
の
が
、
そ
の

い
の
ち
を
全
う
し
う
る
場
と
い
う
意
味
を
持

つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

浄
土
の
証
り

　

我
々
の
と
こ
ろ
は
、
と
て
も
い
の
ち
が
全

う
で
き
る
場
と
は
な
っ
て
い
な
い
わ
け
で

す
。
何
と
な
く
生
き
て
、
何
と
な
く
終
わ
っ

て
い
く
。
傷
つ
け
あ
い
、
す
れ
違
っ
て
、
生

き
る
と
い
う
こ
と
が
全
う
し
な
い
。

　

で
す
か
ら
、
仏
の
証
り
が
い
の
ち
を
支
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
場
、
つ
ま
り
国
土
に
関

係
し
ま
す
。
そ
の
国
土
が
優
れ
た
国
土
だ
と

い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
あ
る
い
の
ち
が
、
い

の
ち
を
充
実
し
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
、
釈
迦
如
来
が
お
い
で
に
な
る
国

土
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
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で
す
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、
わ
れ
ら
衆
生
の
い
の

ち
を
支
え
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
全
う
せ
し

め
る
、
そ
う
い
う
場
と
い
う
意
味
を
仏
陀
が

持
っ
て
い
る
。そ
の
こ
と
に
目
覚
め
て
い
く
。

我
々
の
世
界
と
全
く
質
の
違
う
世
界
に
目
覚

め
る
、
そ
の
目
覚
め
の
と
こ
ろ
に
往
生
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

往
生
と
は
、
決
し
て
死
を
境
目
に
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。死
を
境
に
考
え
れ
ば
、

転
生
や
移
生
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら

境
目
と
い
う
こ
と
で
い
う
な
ら
、
む
し
ろ
自

覚
、
目
覚
め
が
境
目
に
な
っ
て
開
か
れ
る
も

の
が
往
生
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ち
お
う
本

願
と
浄
土
に
つ
い
て
終
わ
り
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
次
回
は
本
願
と
浄
土
か
ら
名
号
と

の
関
係
を
考
え
信
心
と
い
う
問
題
に
入
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(

平
成
三
年
度　

第
三
回
講
義

平
成
三
年
八
月
二
七
日)

 

『
震
動
』
第
21
号
を
送
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

今
号
の
『
巻
頭
言
』
は
運
営
委
員
で

あ
る
平
野
道
雄
氏
に
お
願
い
を
し
ま
し

た
。
題
は
「
平
野
修
先
生
の
願
い
に
出

遇
う
」
と
あ
り
ま
す
。
平
野
修
先
生
は
、

当
学
院
は
も
と
よ
り
、
金
沢
教
区
に
お

け
る
教
学
の
礎
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た

大
切
な
方
の
お
一
人
で
あ
り
ま
す
。

 

『
巻
頭
言
』
で
平
野
修
先
生
の
言
葉
が

引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
消

え
な
い
火
」
と
し
て
「
業
の
火
」「
原

子
力
の
火
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
か
ら
「
業
の
火
」
＝
「
こ
の
私
」
が
「
原

子
力
の
火
」
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ

と
に
無
自
覚
な
自
分
で
あ
る
と
い
う
事

実
、
同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
棚
上
げ
し

て
、
原
子
力
を
「
ど
こ
か
の
誰
か
」
が

生
み
出
し
た
も
の
と
し
て
批
判
す
る
こ

と
に
終
始
し
て
し
ま
う
自
分
で
あ
る
こ

と
に
言
い
よ
う
の
な
い
恥
ず
か
し
さ
を

感
じ
ま
し
た
。

　

今
号
の
『
震
動
』
に
あ
る
言
葉
は
、

い
ず
れ
も
「
こ
の
私
が
ど
の
よ
う
に
仏

道
に
向
か
い
合
う
つ
も
り
か
」
と
問
う

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

な
お
、
文
責
は
編
集
委
員
に
あ
り
ま

す
。

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、

仏
国
土
を
浄
め
る
と
い
う
こ
と
と
は
少
し

違
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
我
々
が
改
め
て
そ
う
い
う
世
界

に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
そ
れ

に
先
だ
っ
て
仏
の
証
り
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

す
で
に
国
土
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
を

見
出
し
た
う
え
で
、
い
ま
あ
る
世
界
と
の
関

わ
り
と
い
う
こ
と
を
な
し
て
い
く
。
で
す
か

ら
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
問
題
に
属
し

て
い
き
ま
す
。

　

浄
土
の
真
宗
、
あ
る
い
は
浄
土
の
仏
教
と

言
わ
れ
る
場
合
の
浄
土
と
い
う
の
は
、
釈
迦

如
来
の
お
い
で
に
な
る
こ
の
世
界
を
、
仏
国

土
に
ふ
さ
わ
し
く
し
て
い
く
と
い
う
意
味
の

浄
土
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ど
こ
か

別
の
と
こ
ろ
に
国
を
建
て
て
み
ん
な
を
迎
え

る
と
い
う
浄
土
の
と
ら
え
方
と
も
違
っ
て
、

仏
の
証
り
そ
の
も
の
の
と
こ
ろ
に
浄
土
と
い

う
意
味
を
開
い
て
き
た
の
で
す
。

　

浄
土
往
生

　

そ
う
す
る
と
、
こ
の
本
願
の
内
容
と
し
て

言
わ
れ
る
浄
土
の
建
立
と
い
う
こ
と
は
、
わ

れ
ら
衆
生
の
い
の
ち
を
受
け
止
め
、
そ
の
い

の
ち
を
全
う
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
で
浄
土

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
一

つ
で
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
我
々
が
経
験
す
る

領
域
と
質
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

浄
土
。
こ
う
い
う
二
つ
の
意
味
か
ら
、
浄
土

建
立
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
い
る
。

そ
う
い
う
浄
土
の
世
界
、
い
ま
だ
か
つ
て
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
世
界
に
目
覚
め
る
こ
と

が
「
往
生
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
わ
け

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
我
々
が
考
え
て
い
る
往
生
が
、

そ
う
い
う
目
覚
め
で
は
な
く
、
ひ
ど
い
所
か

ら
別
の
世
界
へ
と
い
う
こ
と
な
ら
、
場
所
を

移
す
だ
け
で
す
か
ら
、
移
生
と
で
も
言
っ
た

ほ
う
が
い
い
。

　

あ
る
い
は
死
を
境
に
、
い
ま
あ
る
姿
と
別

の
姿
に
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
転
生
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
で
す
か
ら
我
々
の
往
生

は
、
転
生
を
考
え
た
り
、
移
生
を
言
っ
た
り

し
て
目
覚
め
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
わ
け

編
集
後
記


