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声
明
作
法
や
教
学
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
た
こ
と
の
な
い
私
が
金
沢
真

宗
学
院
に
入
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
二
十
数
年
前
の
こ
と
で
あ

る
。
昼
は
法
務
・
夜
は
学
院
生
と
い
う
生
活
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
に
、

自
坊
に
て
蓮
如
上
人
の
五
百
回
御
遠
忌
法
要
が
厳
修
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
何
度
か
準
備
の
打
合
せ
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
専
門
用
語
が
飛
び
交
い
何
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ
聞
い
て

い
る
の
が
精
一
杯
、
法
要
が
始
ま
っ
て
も
指
示
さ
れ
る
ま
ま
に
動
い

て
い
る
う
ち
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
私
に
と
っ
て
の
初
め
て
の

御
遠
忌
法
要
で
あ
る
。
だ
が
、
た
だ
終
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え

た
御
遠
忌
法
要
で
あ
っ
た
が
、
一
つ
だ
け
心
に
残
っ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
、「
い
つ
か
私
も
こ
の
よ
う
な
御
遠
忌
法
要
を
住
職
と

し
て
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
が
や
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。」
と
い

う
思
い
で
あ
る
。
今
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
こ
の
時
の
思
い
が
学

院
生
活
は
も
ち
ろ
ん
、
今
も
私
の
一
つ
の
指
針
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。

　

将
来
、
御
遠
忌
法
要
を
勤
め
る
に
は
、「
今
、
自
分
は
何
を
す
べ
き

か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
三
年
間
「
聞
く
」
こ
と
に
専
念
し
よ
う
と

思
い
、
授
業
に
臨
む
こ
と
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
月
参
り
や
ご
法
事
で

門
徒
さ
ん
と
お
話
す
る
時
も
「
聞
く
」
こ
と
を
意
識
し
た
。
裏
を
返
せ

ば
、
た
だ
単
に
、
私
の
方
か
ら
お
話
で
き
る
こ
と
な
ど
何
も
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
、

自
分
自
身
の
「
問
い
」
を
掘
り
起
こ
す
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
自
分
自
身
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
を
探
す
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
は
か
ら
ず
も
門
徒
さ
ん
が
「
僧
侶
と

し
て
の
私
に
願
っ
て
い
る
こ
と
」、「
お
寺
に
願
っ
て
い
る

こ
と
」
を
確
認
す
る
大
切
な
機
会
に
も
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
学
生
生
活
で
は
「
答
え
」
を
求
め
る
こ
と

が
第
一
義
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
染
ま
り
き
っ
て
い
た
た

め
、
は
じ
め
は
、
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
「
問
い
」
ば
か
り
が
増

え
る
こ
と
に
不
安
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
学
院
の
授

業
を
通
し
て
、「
問
い
」
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ

か
さ
れ
た
。
ま
た
、
と
も
に
学
ぶ
仲
間
や
指
導
の
方
々
と
の
出
遇
い

が
大
き
な
励
ま
し
と
な
っ
た
。

　
「
問
い
」
を
持
つ
こ
と
で
関
心
が
湧
き
、
今
ま
で
何
気
な
く
聞
い
て

い
た
言
葉
が
こ
れ
ま
で
と
全
く
違
っ
た
響
き
で
聞
こ
え
て
く
る
。
こ

れ
は
、
無
関
心
・
他
人
事
・
知
識
と
し
て
聞
き
流
し
て
い
た
こ
と
が
、

「
問
い
」
を
持
つ
こ
と
で
自
分
の
身
を
通
し
て
頷
く
こ
と
が
で
き
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　
「
問
い
」
を
通
し
た
出
遇
い
は
人
を
歩
ま
し
め
る
力
を
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
姿
勢
は
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

学
院
を
卒
業
後
、
教
師
資
格
を
持
つ
こ
と
で
「
聞
く
」
こ
と
だ
け
で

な
く
、「
聞
か
れ
る
」
こ
と
も
多
く
な
っ
て
く
る
。

　

現
に
今
、
学
院
に
お
い
て
は
生
徒
で
は
な
く
、
指
導
と
し
て
「
聞
い

た
こ
と
」
を
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
、
こ
の
原
稿
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
「
伝
え
る
こ
と

の
難
し
さ
」
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
い
る
私
が
、
今
一
度
、
自
分
自

身
が
学
院
に
入
学
し
た
頃
の
記
憶
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
、
改
め
て

当
時
の
自
分
の
「
問
い
」
に
出
遇
い
直
そ
う
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
に
と
っ
て
真
宗
学
院
は
「
問
い
」
を
通
し

て
出
遇
う
大
切
な
場
で
あ
っ
た
と
再
確
認
が
で
き
た
。

　

聞
い
た
こ
と
の
重
み
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
伝
え
る
」
こ
と
の
責
任
が

教
師
と
し
て
の
私
に
今
、
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
如
是
我
聞
」、「
自
信
教
人
信
」
と
い
う
言
葉
が
今
、
私
に
響
い
て
い

る
。
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真
宗
学
院
を
卒
業
し
て

ら
定
ま
っ
て
い
る
運
命
的
な
も
の
、
前
世
か

ら
定
ま
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
運
命
と
呼
び
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
運
命

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
運
と
い
う

の
は
動
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
展
開
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
も
運

命
だ
っ
た
か
と
、
そ
の
時
で
感
じ
る
こ
と
で

す
。

　

こ
と
わ
ざ
に
「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を

待
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、

清
沢
満
之
先
生
は
ひ
っ
く
り
返
し
「
天
命
に

安
ん
じ
て
人
事
を
尽
く
す
」と
言
い
ま
し
た
。

微
妙
に
違
い
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
生
き
方
が

変
わ
っ
て
き
ま
す
。
や
る
こ
と
だ
け
は
や
っ

た
け
ど
、
後
は
任
せ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
天
命
全
て
は
も
う
あ
る
が
ま
ま
、
な
す

が
ま
ま
で
任
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。私
は
、

で
き
る
こ
と
を
尽
く
し
て
い
き
ま
す
と
い
う

転
換
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
力
無
功
と
他

力
の
世
界
で
す
。
た
だ
私
た
ち
は
自
力
と
他

力
を
分
け
て
考
え
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
自
力
だ
か

ら
駄
目
だ
、
こ
れ
は
他
力
だ
ろ
う
と
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
な
く
て
自
力
無
功
、
自
力
を

安
心
し
て
尽
く
せ
る
の
が
他
力
の
世
界
だ
と

い
う
の
で
す
。
一
方
に
自
力
が
あ
っ
て
、
他

方
に
他
力
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
安
心
し

て
自
力
を
尽
く
し
て
い
く
こ
と
の
出
来
る
世

界
で
す
。

　

宮
城
顗
先
生
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た

の
は
「
努
力
も
他
力
の
う
ち
で
す
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
も
っ
と
努
力
し
ろ

と
、努
力
は
自
力
の
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、

努
力
で
き
た
と
い
う
の
は
、
大
い
な
る
は
た

ら
き
の
中
で
で
き
た
の
だ
と
。「
努
力
も
他

力
の
は
た
ら
き
で
す
」と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
は
相
対
的
に
分
け
て
考
え

る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
か

ら
申
し
上
げ
て
い
く
『
涅
槃
経
』
の
中
の
話

で
す
と
、
宿
業
と
は
、
決
し
て
諦
め
的
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
説

か
れ
て
き
た
中
で
は
差
別
的
な
形
で
説
か
れ

て
き
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
身
分
差
別
等
を
受

け
て
い
く
中
に
、「
そ
れ
は
前
世
の
因
縁
で

そ
う
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
宿
業
と
し
て
諦
め

な
さ
い
」
と
言
う
人
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
間
違
い
で
す
。
宿
業
と
い
う
の
は
、
ど
こ

ま
で
も
自
覚
の
言
葉
で
す
。
も
う
一
つ
余
談

で
す
け
れ
ど
も
、
四
諦
八
正
道
が
あ
り
ま
す

が
、
諦
め
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
見
る
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
、
諦
め
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん

け
ど
、
宿
業
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
自

覚
を
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

諦
め
て
放
棄
し
て
し
ま
う
の
が
宿
業
で
は

な
く
て
、
宿
業
は
、
ど
こ
ま
で
も
受
け
止
め

て
い
く
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
命
と
業

が
、
ど
う
違
っ
て
く
る
か
。
一
つ
厄
介
な
の

  

大
円　

久
基

　

僕
の
車
の
ナ
ン
バ
ー
は
『
７
７
６
６
』
だ
。

社
会
人
に
な
っ
て
は
じ
め
て
買
っ
た
車
の
ナ

ン
バ
ー
が
そ
れ
だ
っ
た
た
め
に
、
以
来
、
車

を
買
い
換
え
る
た
び
に
『
７
７
６
６
』
に
し

て
い
る
。
あ
る
時
、
学
院
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト

が
僕
の
車
を
見
て
、「
ナ
ム
（
南
無
）
だ
。」

と
言
っ
た
。
７
→
ナ
、
６
→
ム
と
い
う
語
呂

合
わ
せ
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
の

は
初
め
て
で
、
僕
自
身
、
車
に
乗
っ
て
２
０

年
以
上
も
た
つ
が
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
車
に
乗
っ
て
い
る
か

 

《
宿
業
と
運
命
》

 

『
観
無
量
寿
経
』
と
『
涅
槃
経
』
を
通
し
な

が
ら
、
運
命
と
い
う
こ
と
と
宿
業
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

真
宗
学
院
か
ら
い
た
だ
い
た
課
題
が
運
命

と
宿
業
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
が
同
じ

な
の
か
違
う
の
か
、
宿
業
、
運
命
と
い
う
の

が
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
事
が
あ
り
ま
す
。

　

宿
業
と
い
う
言
葉
を
親
鸞
聖
人
は
あ
ま
り

使
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、『
歎
異
抄
』
の

中
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
宿
と
い
う
の
は
、

そ
こ
に
宿
る
と
い
う
意
味
で
す
。
他
に
は
宿

縁
。『
教
行
信
証
』
の
中
に
「
遠
く
宿
縁
を
慶

べ
」
と
い
う
形
で
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

運
命
と
い
う
場
合
に
は
、
も
う
一
つ
宿
命

と
い
う
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
宿
命
的

な
出
会
い
」
の
よ
う
な
宿
命
。
ま
た
、
天
命

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
命
と
い
う

の
は
、
い
の
ち
と
い
う
よ
り
も
勅
命
と
い
う

命
令
的
な
も
の
で
す
。「
本
願
召
喚
の
勅
命
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
前
世
か

金
沢
真
宗
学
院
特
別
講
義

 
「
宿
業
と
運
命
」｜『
涅
槃
経
』と『
観
経
』か
ら

中　
村　
　
薫 

師

卒業式の様子（20�5年3月27日）
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そ
ん
な
大
変
な
時
に
イ
ン
ド
へ
行
か
れ
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
か
ら
帰
る
時
、
日

本
に
帰
る
心
が
定
ま
ら
ず
、
う
そ
を
つ
い
て

飛
行
機
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
の
方
へ
向
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
も
と

で
『
白
い
道
』
と
い
う
親
鸞
の
半
生
を
描
く

映
画
を
作
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
た
ま
た

ま
乗
っ
て
帰
っ
て
く
る
は
ず
の
飛
行
機
が
ベ

ン
ガ
ル
湾
に
落
ち
た
の
で
す
。
自
分
は
う
そ

を
つ
い
て
悪
い
こ
と
を
し
た
け
れ
ど
も
、
い

の
ち
は
助
か
っ
た
。
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
悪

い
報
い
を
受
け
る
か
と
思
っ
た
ら
、
い
の
ち

が
助
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
悪
因
善
果
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
か
ら
善
因
悪
果
と
い
う
こ
と
も
あ
る

の
で
す
。
親
切
に
友
達
を
車
に
乗
せ
て
駅
ま

で
送
っ
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
事
故
を
起
こ
し

て
、
自
分
は
無
傷
で
、
友
達
が
死
ん
で
し
ま

っ
た
ら
ど
う
な
り
ま
す
。
善
い
こ
と
を
し
た

の
に
悪
い
結
果
だ
っ
て
あ
る
の
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
必
ず
し
も
運
命
な
ど
と
い
う

も
の
は
定
ま
っ
て
い
な
い
、
揺
れ
て
い
る
の

で
す
。
も
う
一
つ
、
お
釈
迦
さ
ま
は
善
で
も

な
い
、
悪
で
も
な
い
「
無む

覆ふ
く

無む

記き

」
と
い
わ

れ
た
。
つ
ま
り
、
善
悪
の
執
着
に
つ
い
て
語

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
考
え
て

み
る
と
、
過
去
の
行
為
が
結
果
と
し
て
表
れ

る
、
つ
ま
り
因
縁
果
で
す
。
こ
れ
が
実
は
道

理
な
の
で
す
。
後
か
ら
出
て
き
ま
す
け
ど
、

こ
の
道
理
か
ら
外
れ
る
の
を
外
道
と
言
う
の

で
す
。
身
の
事
実
、
現
実
か
ら
外
れ
て
い
く

こ
と
を
外
道
と
い
い
ま
す
。

 

《
王
舎
城
の
悲
劇
》

　

こ
れ
か
ら
『
観
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
つ
い

て
、
そ
の
因
縁
を
お
話
し
申
し
上
げ
る
の
で

す
が
、
そ
の
前
に
『
涅
槃
経
』
の
中
で
阿
闍

世
が
悩
み
苦
し
ん
で
い
く
所
で
六
師
外
道
が

出
て
き
ま
す
。
身
の
事
実
か
ら
逃
げ
て
言
い

訳
と
弁
解
を
し
て
い
く
の
で
す
。
慰
め
的
言

い
訳
と
弁
解
な
の
で
す
。
因
果
の
道
理
か
ら

外
れ
よ
う
が
何
を
し
よ
う
が
、
言
い
訳
と
弁

解
で
自
分
を
正
当
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
立

場
を
六
師
外
道
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
い
う

人
が
い
る
と
い
う
話
で
は
な
く
て
、
私
た
ち

は
全
部
そ
う
い
う
生
き
方
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
の
基
本
的
な
形
で
出
て

き
た
の
が
韋
提
希
と
い
う
人
で
す
。

　

そ
こ
で
、
誰
に
、
ど
う
い
う
罪
が
あ
る
の

か
、
そ
こ
ら
辺
を
考
え
な
が
ら
聞
い
て
い
た

だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
『
王
舎
城

の
悲
劇
』
が
起
き
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
善
導
大
師
が
『
観
経
疏
』
の
中
で

詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
頻
婆
娑
羅
王

と
韋
提
希
夫
人
の
間
に
は
お
子
さ
ま
が
授
か

ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
国
と
い
う

の
は
世
継
ぎ
、
跡
継
ぎ
が
な
い
と
滅
ぼ
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
そ
の
こ
と
は
大
事

な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
二
人
に
は
子

ど
も
が
授
か
ら
ず
、
占
い
師
に
占
っ
て
も
ら

う
と
、
山
で
修
行
し
て
い
る
仙
人
が
三
年
後

に
亡
く
な
っ
て
、
あ
な
た
の
子
ど
も
と
な
っ

て
生
ま
れ
る
と
予
言
し
ま
し
た
。
歳
の
若
く

ら
３
年
間
無
事
故
で
学
院
に
通
え
た
の
だ

…
。
と
い
う
の
は
冗
談
だ
が
、
学
院
に
通
っ

て
い
る
間
、
そ
う
い
っ
た
、
仏
教
が
あ
ふ
れ

た
会
話
が
素
直
に
楽
し
か
っ
た
。
卒
業
し
て

そ
う
い
う
場
所
が
無
く
な
っ
た
今
感
じ
る
の

は
、
普
段
の
生
活
の
中
の
様
々
な
場
面
で
、

真
宗
の
教
え
や
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
確
か
め

た
い
、
求
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
自
分
に
、

知
ら
な
い
う
ち
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
。

　
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界

は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら

ご
と
た
わ
ご
と
、ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、

た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま

す
。」
や
は
り
親
鸞
聖
人
の
言
葉
は
こ
の
身

に
響
く
。
こ
の
春
、
学
院
卒
業
と
同
じ
く
し

て
職
場
も
変
わ
っ
た
。
仕
事
は
も
ち
ろ
ん
生

活
や
人
間
関
係
も
大
き
く
変
化
し
た
。正
直
、

な
か
な
か
し
ん
ど
い
。
い
ち
ば
ん
や
っ
か
い

な
の
は
僕
の
中
の
自
己
中
だ
。
人
と
合
わ
せ

る
た
め
に
上
辺
だ
け
装
っ
て
は
い
る
が
、
心

の
中
は
自
分
中
心
、
我
が
身
だ
け
。
自
分
を

高
め
た
い
と
思
っ
て
入
学
し
た
真
宗
学
院
だ

が
、
卒
業
し
た
ら
真
逆
で
、
嫌
な
自
分
が
ど

ん
ど
ん
目
に
付
く
。
ま
ん
ま
と
や
ら
れ
た
感

じ
だ
。
は
ず
か
し
な
が
ら
僕
は
、
学
院
を
卒

業
し
て
は
じ
め
て
毎
朝
仏
様
に
手
を
合
わ
す

よ
う
に
な
っ
た
。
学
院
に
通
っ
て
い
る
と
き

も
そ
う
し
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
今
、
正
面

か
ら
向
き
合
え
る
の
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

だ
け
だ
。
そ
う
『
７
７
６
６
』
だ
。

が
カ
ル
マ
の
問
題
で
す
。
カ
ル
マ
は
イ
ン
ド

の
言
葉
で
、
日
本
の
言
葉
で
言
っ
た
ら
行
為

で
す
か
ら
、
行
為
の
中
に
は
、
善
い
こ
と
も

悪
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

 

《
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
》

　

仏
教
の
基
本
的
な
事
柄
の
中
で
、
善
因
善

果
、
悪
因
悪
果
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

善
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
善
い
こ
と
が
あ
り
、

悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
悪
い
こ
と
が
あ
る
、

そ
う
い
う
報
い
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

今
の
新
々
宗
教
、
新
興
宗
教
も
含
め
て
、
善

を
積
み
な
さ
い
と
言
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
親

鸞
は
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
わ
が
身
」
と
、

自
分
自
身
が
悪
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ

ま
り
、
倫
理
・
道
徳
的
な
話
で
は
な
く
て
、

生
き
て
い
る
そ
の
こ
と
が
、
罪
を
背
負
っ
て

生
き
て
い
る
の
だ
と
言
う
の
で
す
。
魚
で
も

肉
で
も
、
も
と
は
い
の
ち
が
あ
っ
た
も
の
で

す
。
そ
れ
を
人
に
殺
さ
せ
て
お
い
て
、
平
気

で
美
味
し
い
と
か
、
ま
ず
い
と
か
勝
手
に
言

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
生
き
方
を
無
自
覚
な

る
罪
と
言
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
、
こ

れ
だ
け
だ
と
分
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
人

間
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
す
。
善
因
悪

果
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
悪
因
善
果

と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
三

國
連
太
郎
さ
ん
は
映
画
関
係
の
失
敗
や
ら
、

離
婚
や
ら
、い
ろ
ん
な
こ
と
が
続
き
ま
し
た
。
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じ
込
め
て
し
ま
う
の
で
す
。韋
提
希
夫
人
は
、

間
に
入
っ
て
夫
と
子
ど
も
の
中
で
苦
し
み
、

体
を
き
れ
い
に
洗
い
、
蜜
と
か
バ
タ
ー
等
を

塗
っ
て
面
会
に
行
き
、
そ
し
て
頻
婆
娑
羅
王

は
韋
提
希
の
体
を
な
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
最

小
限
の
栄
養
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
事
が
見
つ
か
り
、
と
う

と
う
韋
提
希
夫
人
も
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た

時
に
、
月
光
と
い
う
家
来
が
、「
い
ま
だ
か

つ
て
、
父
親
を
殺
し
て
天
下
を
取
っ
た
人
は

一
万
八
千
人
も
い
る
け
れ
ど
も
母
親
を
殺
し

て
天
下
を
取
っ
た
人
は
一
人
も
い
な
い
、
も

は
や
、
あ
な
た
は
人
間
で
な
い
、
母
を
殺
す

な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
家
来
と
し
て
あ
な
た
に

付
い
て
い
け
な
い
」
と
い
う
の
で
す
。
さ
す

が
に
阿
闍
世
は
、
そ
こ
で
と
ど
ま
っ
て
、
お

母
さ
ん
を
牢
屋
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
の
で

す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
『
観
経
』
が
説

き
起
こ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

 

《
観
経
の
原
点
》

　

そ
こ
で
『
観
経
』
が
説
き
起
こ
さ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
を
少
し
見
て
い
き
ま
す
。『
仏
説

観
無
量
寿
経
』
の
最
初
の
と
こ
ろ
を
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　
「
如
是
我
聞　

一
時
仏　

在
王
舎
城　

耆

闍
崛
山
中
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
「
王
舎

城
耆
闍
崛
山
の
中
に
ま
し
ま
し
て
」
と
あ
り

ま
す
。『
観
経
』
が
説
か
れ
た
の
は
耆
闍
崛

山
の
中
の
王
舎
城
の
中
な
の
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
『
大
経
』
は
、「
我
聞
如
是　

一
時
仏

　

住
王
舎
城　

耆
闍
崛
山
中
」と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
「
住
王
舎
城
」
と
王
舎
城
に
住
し

て
い
る
の
で
す
。
中
に
あ
り
て
在
。
こ
れ
を

私
た
ち
の
先
輩
が
注
意
し
て
お
ら
れ
る
の

は
、
在
と
住
で
す
。『
法
華
経
』
も
耆
闍
崛
山

中
の
住
な
の
で
す
。『
大
経
』
も
『
法
華
経
』

も
住
だ
け
れ
ど
も
、『
観
経
』
だ
け
が
在
。
在

と
い
う
の
は
、
滞
在
す
る
と
か
、
ち
ょ
っ
と

そ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
住
と
い
う
の

は
、
そ
こ
に
住
ん
で
、
ず
っ
と
い
る
こ
と
で

す
。
在
と
住
は
違
う
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
注

意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、『
観
経
』
が

説
か
れ
た
の
は
韋
提
希
一
人
の
救
済
な
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
仏
法
は
ど
う
か
と
い
う
と
一

切
衆
生
な
の
で
す
。そ
し
て
同
じ
場
所
で『
法

華
経
』『
大
無
量
寿
経
』
を
説
い
て
い
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
切
衆
生
の
救
済

が
目
当
て
で
す
。『
法
華
経
』
な
ら
法
華
一

乗
で
す
。
そ
の
説
い
て
い
る
お
経
を
途
中
で

中
座
し
、
そ
し
て
王
舎
城
へ
や
っ
て
き
て
説

か
れ
た
の
が
『
観
無
量
寿
経
』
な
の
で
す
。

　
『
観
無
量
寿
経
』
が
説
か
れ
て
き
た
因
縁

が
、
一
切
衆
生
を
含
み
な
が
ら
、
あ
な
た
一

人
。
そ
し
て
韋
提
希
を
凡
夫
の
往
生
。
修
行

を
し
て
偉
く
な
っ
て
往
生
す
る
の
で
は
な
く

て
、
家
庭
問
題
に
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
韋
提

希
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韋
提
希
夫

人
の
救
済
こ
そ
が
『
観
経
』
の
原
点
な
の
で

す
。

　

も
ち
ろ
ん
四
十
八
願
の
願
行
も
法
華
一
乗

も
大
事
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
こ
こ
で
悩
ん

  

熊
谷　

裕
恵

　
『
卒
業
し
て
感
じ
た
こ
と
』
と
い
う
テ
ー

マ
を
頂
き
、
正
直
困
惑
し
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
在
学
中
、
卒
業
生
か
ら
「
教
師
資
格

を
と
っ
て
も
何
も
変
わ
ら
ん
よ
。」
と
言
わ

れ
て
い
た
、
そ
の
通
り
の
状
態
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

取
り
あ
え
ず
、
六
年
前
に
発
足
し
た
新
教

師
研
修
会
な
る
も
の
に
参
加
し
て
考
え
て
み

よ
う
と
思
っ
た
。
こ
の
会
は
、
大
学
や
学
院

を
卒
業
し
た
新
教
師
に
仲
間
を
作
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
願
い
の
も
と
発
足
さ
れ
た
と
説
明

を
受
け
た
。
一
時
間
の
講
師
の
話
を
聞
き
懇

親
会
が
開
か
れ
た
。
会
の
主
旨
を
受
け
懇
親

を
深
め
る
た
め
の
話
と
し
て
、
講
師
の
竹
内

先
生
（
学
院
卒
業
九
年
目
）
は
、
高
光
大
船

師
の『
僧
侶
と
は
手
本
で
な
く
見
本
で
い
い
』

と
い
う
言
葉
を
述
べ
、
研
修
会
の
歩
み
と
ご

自
分
の
現
在
ま
で
の
歩
み
と
ご
門
徒
と
の
関

わ
り
の
体
験
の
例
を
語
ら
れ
た
。

　

因
み
に
こ
の
会
に
参
加
し
た
同
期
は
三

人
。
懇
親
会
は
そ
の
う
ち
二
人
。

　

寺
に
従
事
し
仕
事
と
し
て
の
環
境
が
整
っ

た
方
の
話
は
、
正
直
自
分
と
は
別
世
界
の
話

に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
在
家
や
法
務
が
な
い

者
で
教
師
の
資
格
を
取
得
し
た
者
に
は
、
意

欲
と
裏
腹
に
現
実
が
伴
わ
な
い
。
学
び
を
求

め
た
と
こ
ろ
で
、
た
だ
の
自
己
満
足
に
過
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
か
と
よ
く
思
う
。
だ
か
ら

と
言
っ
て
、
内
に
こ
も
っ
て
学
び
や
交
流
の

場
に
出
な
い
と
い
う
の
で
は
も
と
も
こ
も
な

い
。
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

な
い
王
は
三
年
の
月
日
が
待
て
ず
、
仙
人
に

す
ぐ
死
ん
で
く
れ
な
い
か
と
頼
む
の
で
す

が
仙
人
は
拒
否
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
家
来

が
仙
人
を
殺
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
時

仙
人
が
、「
今
度
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
、
お

ま
え
を
殺
さ
ず
に
は
お
か
ん
ぞ
」
と
言
っ
て

死
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
偶
然
に
も

韋
提
希
夫
人
が
身
ご
も
り
ま
す
。
ま
さ
に
宿

業
の
業
で
す
。「
今
度
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
、

お
ま
え
を
必
ず
殺
す
ぞ
」
と
言
っ
て
死
ん
で

い
っ
た
仙
人
の
顔
が
焼
き
付
い
て
い
る
。
そ

こ
で
国
王
は
韋
提
希
に
、「
こ
の
子
を
産
み

落
と
し
殺
し
て
く
れ
」
と
頼
む
の
で
す
。
韋

提
希
夫
人
は
親
と
し
て
は
苦
し
い
け
れ
ど

も
、
王
様
の
言
う
こ
と
は
絶
対
と
い
う
社
会

に
生
き
て
い
る
人
間
で
す
の
で
、
王
様
の
言

う
こ
と
を
聞
い
て
高
い
塔
の
上
か
ら
落
と
し

て
し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
子
ど
も
は
小
指

を
怪
我
し
た
だ
け
で
助
か
っ
た
。
そ
の
後
成

長
し
た
阿
闍
世
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
い
と
こ

で
あ
る
提
婆
達
多
を
友
人
と
し
、
尊
敬
し
信

頼
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
提
婆
達
多

が
謀む

反ほ
ん

を
起
こ
す
の
で
す
。
提
婆
達
多
は
才

能
が
あ
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
お
釈
迦

さ
ま
に
か
な
わ
な
い
の
で
、
お
釈
迦
さ
ま
を

殺
し
て
天
下
を
取
ろ
う
と
企
て
ま
す
。「
あ

な
た
は
、
父
、
頻
婆
娑
羅
を
殺
し
な
さ
い
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
お
ま
え
の
指
を
見
せ
て

ご
ら
ん
。
そ
の
指
が
曲
が
っ
た
の
は
、
お
父

さ
ん
お
母
さ
ん
が
、
あ
な
た
を
殺
そ
う
と
し

た
か
ら
だ
」
と
そ
そ
の
か
す
の
で
す
。。

　

阿
闍
世
は
逆
上
し
父
を
七
重
の
牢
屋
に
閉
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に
さ
え
生
ま
れ
な
け
れ
ば
自
由
が
利
い
た
の

に
と
恨
ん
だ
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
選

べ
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
す
。

　

国
家
、
民
族
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
日
本
人

を
選
ん
で
生
ま
れ
て
き
た
人
は
あ
り
ま
す

か
。
日
本
を
選
ん
で
生
ま
れ
て
き
た
人
は
あ

り
ま
す
か
。
た
ま
た
ま
生
ま
れ
て
き
た
の
が

日
本
で
あ
り
、
日
本
人
で
あ
っ
た
現
実
の
中

で
生
き
て
い
く
の
で
す
。

　

阿
闍
世
は
ど
う
で
す
か
。
た
ま
た
ま
王
の

子
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
お
父

さ
ん
、お
母
さ
ん
の
因
縁
の
も
と
で
し
ょ
う
。

自
分
が
し
て
き
た
行
為
・
宿
業
で
し
ょ
う
。

し
て
き
た
行
為
を
、
そ
の
ま
ま
引
き
ず
っ
て

い
る
。
そ
し
て
自
分
も
、
そ
の
親
か
ら
生
ま

れ
た
こ
と
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
縁
で
助
か
っ
た
の
で
す
。
助

か
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
ら
今
度
は
、
個

人
を
超
え
て
社
会
的
環
境
の
中
か
ら
提
婆
達

多
と
い
う
一
人
が
出
て
き
て
、
そ
そ
の
か
し

て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
で
逆
上
し
て
、
お
父

さ
ん
を
殺
し
て
し
ま
う
行
為
に
走
っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
が
『
観
無
量
寿
経
』
の
説
き
起

こ
さ
れ
て
き
た
機
縁
で
す
。

 

《
韋
提
希
の
愚
痴
》

　

そ
の
中
で
韋
提
希
夫
人
が
「
自
ら
瓔
珞
を

絶
ち
、
身
を
挙
げ
て
地
に
投
ぐ
、
号
泣
し
て

仏
に
向
か
い
て
白
し
て
申
さ
く
」
と
、
と
う

と
う
泣
き
叫
び
な
が
ら
言
っ
た
の
で
す
。
何

と
言
っ
た
か
。「
世
尊
、
我
、
宿
何
の
罪
あ
り

て
か
、
こ
の
悪
子
を
生
ず
る
。
世
尊
ま
た
何

等
の
因
縁
ま
し
ま
し
て
か
、
提
婆
達
多
と
共

に
眷
属
た
る
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
、

人
間
の
出
て
く
る
愚
痴
な
の
で
す
。
こ
こ
か

ら
出
発
し
て
い
く
の
で
す
。
愚
痴
の
な
い
と

こ
ろ
か
ら
人
間
性
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

愚
痴
が
い
い
と
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

泣
き
叫
び
な
が
ら
、
や
っ
と
一
人
の
人
間
に

な
る
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
世
間
体
で
生
き

て
き
た
の
で
す
。
国
の
王
后
と
し
て
、
母
親

と
し
て
、
隙
の
な
い
人
間
と
し
て
生
き
て
き

た
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
泣
き
叫
ん
で
身
を

地
に
投
げ
打
っ
て
「
世
尊
、
我
、
宿
何
の
罪

あ
り
て
か
、
こ
の
悪
子
を
生
ず
る
」
と
、
と

う
と
う
自
分
の
子
ど
も
を
悪
人
に
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
、
ど
う
し
て
、

こ
ん
な
悪
い
子
を
私
は
産
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
す
か
と
泣
き
叫
ぶ
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
今
度
は
「
世
尊
ま
た
、
何
等
の

因
縁
ま
し
ま
し
て
か
、
提
婆
達
多
と
共
に
眷

属
た
る
」
の
か
と
、
愚
痴
を
言
う
の
で
す
。

あ
な
た
は
私
の
息
子
を
た
ぶ
ら
か
し
た
提
婆

達
多
と
従
兄
弟
だ
と
聞
く
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
、
ど
う
い
う
因
縁
な
の
で
す
か
。
ま
っ
た

く
関
係
な
い
人
が
だ
ま
す
な
ら
ま
だ
し
も
、

お
釈
迦
さ
ま
の
従
兄
弟
で
あ
る
提
婆
達
多

が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
私
の
子
ど
も
を
た
ぶ

ら
か
し
て
、
こ
ん
な
目
に
遭
わ
せ
て
と
あ
り

っ
た
け
の
思
い
を
投
げ
か
け
る
の
で
す
。
そ

う
い
う
苦
し
み
の
中
で
、
韋
提
希
が
釈
尊
に

救
い
を
求
め
て
い
く
の
で
す
。

言
い
訳
に
、
自
分
の
思
い
通
り
に
生
き
て
い

る
自
分
に
気
づ
く
。

　

お
念
仏
に
遇
う
と
は
、
ま
ず
聞
法
。
人
と

の
関
わ
り
か
ら
自
分
を
知
る
こ
と
の
繰
り
返

し
で
あ
る
。
ろ
く
な
行
も
積
ま
ず
に
、
仏
法

の
道
へ
の
出
発
点
に
も
い
ま
だ
立
て
ず
、
有

教
師
と
し
て
こ
の
文
章
を
書
く
嫌
な
自
分
に

出
会
っ
た
。

  

３
年
生　

山
本　

良
平

　

三
年
前
に
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
お
寺
の

娘
さ
ん
と
結
婚
し
て
入
寺
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

で
い
る
人
を
救
わ
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
意

味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
で
説
か

れ
て
き
た
の
が
『
観
無
量
寿
経
』
で
す
。

 

《
阿
闍
世
の
闇
》

　

皆
さ
ん
に
考
え
て
頂
き
た
い
の
は
、
阿
闍

世
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
立
場
に
な
る
の

か
。
確
か
に
父
親
を
殺
し
た
こ
と
は
悪
い
こ

と
で
し
ょ
う
。
罪
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
い

う
因
縁
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
。こ
こ
が
私
た
ち
の
原
点
な
の
で
す
。

　

そ
こ
に
は
何
一
つ
選
べ
な
い
現
実
が
あ
り

ま
す
。
自
由
が
利
く
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
私
た
ち
が
い
の
ち
を
い
た
だ
い
た
原
点

は
何
一
つ
選
べ
な
か
っ
た
の
で
す
。
親
を
選

ん
で
生
ま
れ
て
き
た
人
は
あ
り
ま
す
か
。
気

が
付
い
た
ら
、こ
の
人
が
お
父
さ
ん
で
あ
り
、

お
母
さ
ん
で
あ
っ
た
縁
を
い
た
だ
い
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
悩
み
も
い
ろ
い
ろ
あ

る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
男
、
女
を
選
ん

で
生
ま
れ
て
き
た
人
が
あ
り
ま
す
か
。
気
が

付
い
た
ら
男
で
あ
り
、
気
が
付
い
た
ら
女
で

あ
る
。
だ
け
ど
、
そ
ん
な
中
で
、
男
に
生
ま

れ
た
け
ど
女
に
な
り
た
い
と
い
う
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
一
つ
選
べ

ず
に
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　

環
境
も
そ
う
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
の
中
で
、

お
寺
に
生
ま
れ
た
方
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
は
お
寺
に
生
ま
れ
ま
し
た
け
ど
、
寺

キ
ャ
ン
パ
ス
レ
ポ
ー
ト

移動研修・西方寺にて（20��年9月7日）
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ら
、
汝
一
人
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
覚
如

上
人
の
書
か
れ
た
『
口
伝
鈔
』
の
中
に
、
こ

ん
な
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
い
か
に

い
は
ん
や
、諸
宗
出
世
の
本
懐
と
ゆ
る
す『
法

華
』
に
お
い
て
、
い
ま
の
浄
土
教
は
、
同
味

の
教
な
り
（
※
）。『
法
華
』
の
説
時
八
箇
年

中
に
王
宮
に
五
逆
発
現
の
あ
い
だ
、
こ
の
と

き
に
あ
た
り
て
、霊
鷲
山
の
会
座
を
没
し
て
、

王
宮
に
降
臨
し
て
、
他
力
を
と
か
れ
し
ゆ
え

な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　

覚
如
上
人
は
、
釈
尊
が
王
舎
城
へ
や
っ
て

く
る
前
に
説
い
て
い
た
の
は
『
法
華
経
』
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
法
華
一
乗
の
お
経
を

説
い
て
い
る
途
中
、
そ
れ
を
中
座
し
て
や
っ

て
き
た
の
だ
と
い
う
く
だ
り
で
す
。
そ
の
説

い
て
い
た
『
法
華
経
』
は
、「
諸
宗
出
世
の
本

懐
と
ゆ
る
す
『
法
華
』
に
お
い
て
、
い
ま
浄

土
教
は
、
同
味
の
教
え
な
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
浄
土
教
と
同
味
の
教
え
だ
と
い
う
の
で

す
。

　

も
う
一
点
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

『
御
文
』
に
「
む
か
し
釈
尊
、
霊
鷲
山
に
ま
し

ま
し
て
、
一
乗
法
華
の
妙
典
を
説
か
れ
し
と

き
、提
婆
・
阿
闍
世
の
逆
害
を
お
こ
し
、釈
迦
、

韋
提
を
し
て
安
養
を
願
わ
し
め
た
ま
い
し
に

よ
り
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
霊
山
法
華
の
会

座
を
没
し
て
王
宮
に
降
臨
し
て
、
韋
提
希
夫

人
の
た
め
に
浄
土
の
教
を
ひ
ろ
め
ま
し
ま
し

し
に
よ
り
て
、
弥
陀
の
本
願
こ
の
と
き
に
あ

た
り
て
さ
か
ん
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
法
華
と
念
仏
は
対

立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
性
を
も
っ
て

い
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
覚
如
上
人
、
蓮

如
上
人
は
、
た
だ
大
事
な
こ
と
は
、
一
切
衆

生
の
救
済
を
願
い
な
が
ら
、
今
は
韋
提
希
一

人
の
救
済
を
目
的
と
す
る
の
で
す
。
こ
の
よ

う
に
同
時
性
を
も
っ
て
い
る
と
言
う
の
で

す
。

（
※
） 

中
国
仏
教
の
教
相
判
釈
が
基
本
に
あ
る
。
仏
陀
か
ら

説
き
出
さ
れ
た
教
え
は
、
牛
の
乳
が
精
製
さ
れ
て
、

順
次
に
乳
味
・
酪
味
・
生
酥
味
・
熟
酥
味
・
醍
醐

味
の
五
味
（『
涅
槃
経
』「
五
味
相
生
の
喩
」）
と
な

る
よ
う
に
、
五
つ
の
段
階
を
経
て
、
最
上
の
醍
醐
の

よ
う
な
「
経
」
に
き
わ
ま
る
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う

醍
醐
と
は
、『
法
華
経
』
と
浄
土
教
を
指
し
て
い
る
。

 

《
私
一
人
》

　

十
方
衆
生
、
全
て
の
人
を
救
わ
な
け
れ

ば
、
わ
れ
、
仏
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の

通
り
な
の
で
す
け
ど
、
そ
こ
に
よ
く
私
が
抜

け
て
し
ま
う
の
で
す
。
人
ご
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
し
か
し
、
仏
は
汝
一
人
、
お

ま
え
だ
と
。
つ
ま
り
、
私
の
た
め
な
の
だ
と
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
日
の
真
宗
学
院
の

特
別
講
義
は
、
誰
か
の
た
め
に
で
は
な
く
て

私
一
人
。
そ
の
私
一
人
が
開
か
れ
て
あ
る
。

誰
が
来
て
も
い
い
し
、
ど
ん
な
人
が
来
て
も

聞
け
る
、
開
か
れ
た
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、

目
当
て
は
汝
一
人
と
い
う
。
そ
の
矛
盾
す
る

も
の
が
一
つ
に
な
る
。
こ
れ
が
一
つ
、
大
事

な
こ
と
で
す
。

　

だ
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
は
『
法
華
経
』
を

　

そ
れ
ま
で
は
全
く
お
寺
に
ご
縁
が
な
く
、

お
寺
に
行
く
時
と
い
え
ば
葬
儀
や
法
事
の
時

ぐ
ら
い
で
し
た
。

　

そ
ん
な
私
が
抱
い
て
い
た
お
寺
の
イ
メ
ー

ジ
は
「
死
」
で
し
た
。
亡
く
な
っ
た
先
祖
を

供
養
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

し
か
し
、真
宗
学
院
で
学
ん
で
、む
し
ろ「
生
」

な
の
だ
と
知
っ
た
時
は
す
ご
く
驚
き
ま
し

た
。

　

最
近
、
ふ
と
し
た
時
に
自
分
を
客
観
的
に

み
て
悲
し
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
直
前
の
行
動
だ
っ
た
り
、
前
日
の
こ
と
だ

っ
た
り
し
ま
す
が
、「
自
分
本
位
に
考
え
て

い
た
な
～
」
と
感
じ
る
の
で
す
。
し
か
し
、

同
時
に
そ
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
と
い
う
風
に

も
思
う
の
で
す
。
結
局
結
論
は
出
ず
よ
く
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
、「
客
観
視
タ
イ
ム
」
は

終
わ
り
ま
す
。

　

真
宗
の
教
え
を
聞
い
て
い
る
と
、よ
く「
そ

の
ま
ま
で
い
い
の
だ
」
と
い
う
声
を
聞
き
ま

す
。「
そ
の
ま
ま
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
と
考

え
た
時
、
一
年
生
の
頃
に
「
問
い
」
は
あ
り

ま
す
か
？
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

し
た
。
そ
の
頃
は
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
わ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
も
し
か
す
る
と
こ

う
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
が
「
問
い
」
な
の

か
な
？　

と
最
近
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
二
年
生
の
授
業
で
「
悪
人
正
機
」

に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
自
分
は
悪
人
で
あ

る
と
自
覚
し
て
、
そ
の
上
で
「
そ
の
ま
ま
」

の
行
動
を
取
れ
る
と
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

　
『
観
経
』
と
い
う
の
は
、
韋
提
希
一
人
、
凡

夫
往
生
を
願
っ
て
説
か
れ
て
き
た
経
典
で
あ

る
。
そ
こ
に
因
縁
果
を
成
就
し
て
い
く
、
引

き
受
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
で
こ

ん
な
目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

「
ど
う
し
て
私
が
」
と
愚
痴
や
不
平
や
不
満

が
出
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
立
っ
て
い
く
の

で
す
。
そ
れ
を
、
お
釈
迦
さ
ま
は
説
い
て
い

く
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
も
う
少
し
丁

寧
に
言
い
ま
す
と
、
最
初
は
沈
黙
し
て
語
れ

な
か
っ
た
の
で
す
。
韋
提
希
夫
人
の
愚
痴
の

あ
り
っ
た
け
を
聞
き
続
け
ら
れ
た
の
で
す
。

　

マ
ッ
ク
ス
・
ピ
カ
ー
ト
と
い
う
人
は
、
現

代
社
会
は
騒
音
の
時
代
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
仏
陀
は
沈
黙
。
黙
っ
て
聞
く

の
で
す
。
こ
れ
を
今
の
心
理
学
の
言
葉
で
傾

聴
と
い
い
ま
す
。
傾
け
て
、
そ
ば
に
い
て
、

そ
の
人
の
心
を
聞
い
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
こ

の
『
観
経
』
が
説
か
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と

を
見
て
み
ま
し
た
。

 

《
覚
如
上
人
と

 

蓮
如
上
人
の
見
方
》

　

こ
れ
か
ら
『
涅
槃
経
』
に
入
り
ま
す
が
、

そ
の
前
に
、
ど
う
し
て
お
釈
迦
さ
ま
は
『
大

経
』『
法
華
経
』を
説
い
て
い
た
時
に
中
座
し
、

韋
提
希
の
所
に
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
、

申
し
上
げ
ま
し
た
、
一
切
衆
生
と
言
い
な
が
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は
、
実
は
心
の
傷
が
こ
う
い
う
体
に
し
て
い

る
の
で
す
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で
六
師

外
道
と
い
う
人
を
連
れ
て
き
て
、
心
の
ケ
ア

を
し
、
そ
れ
を
ど
う
癒
し
て
い
く
の
か
、
そ

の
と
き
の
状
況
描
写
が
『
涅
槃
経
』
の
中
に

あ
り
ま
す
。

 

《
身
の
事
実
》

　

人
間
の
身
と
心
は
一
つ
で
す
。
切
り
離
せ

な
い
。
た
だ
し
、
仏
教
は
必
ず
身
が
最
初
に

来
て
い
る
の
で
す
。
心
身
症
と
い
う
病
気
は

心
が
先
な
の
で
す
。
お
医
者
さ
ん
が
分
か
ら

な
い
の
は
、
心
な
の
で
す
。
体
は
デ
ー
タ
で
、

こ
の
人
は
こ
う
い
う
病
気
で
、
身
体
は
ど
う

な
る
か
だ
い
た
い
分
か
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ

が
仏
教
は
、
心
の
操
作
で
は
な
く
て
身
の
事

実
な
の
で
す
。
身
の
事
実
に
立
つ
と
い
い
ま

す
。
特
に
親
鸞
聖
人
は
「
弘
誓
の
仏
地
に
樹

て
」
と
い
う
時
、“
樹
”
と
い
う
字
を
書
か
れ

る
の
で
す
。
こ
れ
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。

木
と
い
う
の
は
見
え
な
い
根
っ
こ
に
よ
っ
て

大
地
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
必
ず
根
を
張
っ

て
い
る
。
見
え
な
い
も
の
に
よ
っ
て
い
の
ち

が
支
え
ら
れ
て
い
る
の
が
木
で
す
。
私
た
ち

は
木
の
上
し
か
見
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
木

は
大
地
に
根
差
し
て
立
っ
て
い
る
。だ
か
ら
、

身
の
事
実
に
樹
つ
。
そ
の
ま
ま
と
い
う
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
仏
教
は
、
心
の
操
作
で
は
な

い
の
で
す
。『
涅
槃
経
』
で
は
六
師
外
道
。
外

道
と
い
う
の
は
因
果
の
道
理
か
ら
外
れ
る
事

で
す
。
言
い
訳
と
弁
解
ば
か
り
し
、
心
の
操

作
を
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
い
く
ら
心

の
操
作
を
さ
れ
て
も
人
間
は
安
心
で
き
な
い

の
で
す
。
身
の
事
実
に
樹
つ
こ
と
以
外
は
救

わ
れ
な
い
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
思
い
は
落
ち
る
の
が
嫌
で
、
救

わ
れ
た
い
と
上
ば
か
り
見
て
い
く
の
で
す
。

そ
し
て
私
た
ち
が
落
ち
着
か
な
い
の
は
、
大

地
に
足
が
着
い
て
お
ら
ず
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い

る
。
そ
の
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
の
を
幽
霊
と

い
う
の
で
す
。
狩
野
派
の
絵
に
、
幽
霊
が
出

て
き
ま
す
。
過
去
、
未
来
、
現
在
、
ど
こ
に
も

拠
り
所
が
見
い
だ
せ
な
い
悩
め
る
人
間
の
生

き
方
を
幽
霊
と
い
い
ま
す
。
幽
霊
と
い
う
の

は
決
ま
っ
て
手
を
前
に
出
し
「
恨
め
し
や
」

と
言
う
。
そ
し
て
髪
の
毛
が
す
っ
と
後
ろ
に

下
が
り
、
す
っ
と
出
て
く
る
と
足
が
な
い
の

で
す
。
今
日
ま
で
の
人
生
を
悔
い
な
く
満
足

し
て
い
ま
す
か
。
あ
の
時
あ
あ
し
て
、
こ
の

時
こ
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
、
い
の
ち
が
さ

ま
よ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
私
た
ち

の
生
き
方
な
の
で
し
ょ
う
。

　

一
般
の
家
か
ら
お
寺
へ
来
ら
れ
た
方
で
、

姑
に
い
じ
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が
、「
お
み
ゃ
あ
さ
ん
は
寺
の
こ
と
は
分
か

ら
ん
で
、
向
こ
う
へ
行
っ
と
れ
」
と
言
わ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
言
葉
が

忘
れ
ら
れ
ず
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
年
を
と
ら

れ
亡
く
な
っ
て
い
く
時
で
も
、
許
せ
な
か
っ

た
。
今
で
も
許
せ
な
い
と
。
あ
の
時
言
わ
れ

た
あ
の
言
葉
、
ず
っ
と
忘
れ
な
い
と
い
う
の

が
人
間
の
執
念
、
思
い
込
み
で
す
。
こ
れ
は

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
真
宗
学
院

で
出
会
っ
た
皆
さ
ん
は
、
大
切
な
仲
間
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。　
　
　

　
『
教
行
信
証
』
の
総
序
に
、「
遠
く
宿
縁
を

慶
べ
」
と
あ
り
ま
す
。
入
学
前
の
縁
、
在
学

中
の
縁
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
縁
。
そ
の
中

で
良
い
縁
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
縁
も
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
ん
な
縁
を
話

し
合
え
る
仲
間
に
こ
の
真
宗
学
院
で
出
会
う

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
仲
間
と
こ
れ
か
ら
も
、
と
も
に
学

ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

３
年
生　

萩
原　

文
子

　

何
を
や
っ
て
も
長
続
き
せ
ず
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
私
に
、
日
課
に
し
て
い
る
こ
と
が

一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
毎
朝
六
時
に
鐘

を
撞
く
こ
と
で
す
。南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
、

仏
様
が
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
感
謝

し
、
祈
り
な
が
ら
鐘
を
撞
き
ま
す
。
鐘
の
音

は
毎
日
、
一
打
一
打
違
い
ま
す
、
そ
の
響
き

を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
の
心
が
澄
ん

で
い
き
、
落
ち
着
い
た
心
持
に
な
る
の
が
わ

か
り
ま
す
。

　

鐘
を
撞
い
た
後
、
三
十
分
程
度
散
歩
に
出

ま
す
。
行
先
は
大
海
川
沿
い
の
田
ん
ぼ
道
。

近
く
の
宝
達
山
か
ら
朝
日
が
昇
り
、
そ
の
姿

が
水
田
の
水
面
に
映
え
る
美
し
い
コ
ー
ス
で

す
。
そ
の
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
す
。
日
々
の
出
来

事
や
そ
の
日
の
献
立
、
家
族
の
こ
と
、
そ
し

説
い
て
一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
べ
き
道
を
説

き
な
が
ら
も
、
今
そ
の
「
時
」
こ
れ
が
大
事

だ
と
い
う
の
で
す
。真
理
は
真
理
で
あ
っ
て
、

真
理
は
伝
え
ら
れ
る
人
に
よ
る
。
ま
た
、
そ

の
時
が
大
事
な
の
で
す
。
一
瞬
一
瞬
な
の
で

す
。

　
『
観
無
量
寿
経
』
が
説
か
れ
て
き
た
背
景

と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
説
か
れ
て

き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
韋
提
希
一
人
を
救
う
。

そ
の
一
人
が
十
方
衆
生
に
つ
な
が
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

 

《
阿
闍
世
の
病
》

　

阿
闍
世
の
子
ど
も
が
指
を
切
り
傷
口
が
膿

み
、
そ
の
膿
み
を
吸
っ
て
つ
ぼ
へ
吐
い
て
い

た
。
そ
れ
を
見
た
韋
提
希
が
阿
闍
世
に
話
し

ま
す
。「
実
は
、
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
も
、
あ

な
た
が
血
膿
み
を
出
し
て
苦
し
ん
で
泣
い
て

い
る
時
に
、
そ
の
膿
み
を
吸
っ
て
そ
れ
を
飲

み
込
ん
で
今
の
あ
な
た
と
同
じ
こ
と
を
し
て

い
た
の
だ
よ
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
こ
と

を
聞
い
て
因
縁
の
巡
り
合
わ
せ
を
初
め
て
感

じ
、
父
を
助
け
よ
う
と
し
た
が
、
も
う
既
に

亡
く
な
っ
て
い
た
。そ
の
事
を
大
変
後
悔
し
、

病
気
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
体
に
吹
き
出

物
が
で
き
、
膿
み
が
出
て
嫌
な
に
お
い
が
す

る
の
で
、
誰
も
近
づ
か
な
い
。
た
だ
韋
提
希

だ
け
は
や
は
り
母
と
し
て
、
阿
闍
世
の
傷
つ

い
た
体
に
薬
を
塗
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
と
き
に
阿
闍
世
が
「
こ
の
私
の
傷
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て
い
る
間
は
暗
く
追
い
か
け
て
く
る
。
引
き

受
け
た
ら
明
る
い
。
身
の
事
実
を
受
け
て
い

く
の
で
す
。
つ
ら
く
悲
し
い
出
来
事
で
も
引

き
受
け
て
い
く
の
で
す
。

　

金
子
大
栄
先
生
は
「
病
気
に
な
っ
た
ら
病

人
に
な
り
な
さ
い
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

病
気
と
病
人
と
は
違
う
。
私
た
ち
は
気
が
病

ん
で
し
ま
う
。「
あ
な
た
は
、
が
ん
で
す
よ
、

あ
と
半
年
で
す
」
と
言
わ
れ
る
と
、「
そ
う

か
、
そ
れ
な
ら
今
日
は
酒
で
も
飲
ん
で
い
こ

う
か
」
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
聞
い
た

瞬
間
か
ら
気
が
病
ん
で
い
く
の
で
す
。
病
人

に
な
れ
な
い
の
で
す
。
病
人
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
身
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

身
の
事
実
に
任
せ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
も
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
聞
い
た
の

で
す
が
、
安
田
理
深
先
生
が
六
十
過
ぎ
に
な

っ
て
結
核
が
再
発
し
て
鞍
馬
口
病
院
に
入
院

さ
れ
た
。
結
核
は
絶
対
安
静
に
す
る
こ
と
が

大
事
で
す
。
と
こ
ろ
が
先
生
が
入
院
し
て
み

た
ら
、孫
の
よ
う
な
若
い
看
護
師
さ
ん
が「
は

い
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
。
五
時
に
な
っ
た
ら
体

温
を
測
っ
て
、
六
時
に
な
っ
た
ら
食
事
。
九

時
に
は
寝
ま
す
よ
」
と
、
う
る
さ
く
て
仕
方

な
い
。
安
静
に
な
ら
な
い
、
い
ら
い
ら
す
る

と
い
う
の
で
す
。
先
生
は
、
と
う
と
う
婦
長

さ
ん
を
呼
ん
で
聞
い
た
と
い
う
の
で
す
。「
あ

ん
た
ら
、
安
静
、
安
静
と
言
う
が
、
ど
う
す

る
こ
と
が
安
静
な
の
だ
」
と
言
っ
た
ら
、
そ

の
婦
長
さ
ん
が
一
言
、「
そ
う
い
う
こ
と
を

考
え
ん
こ
と
を
安
静
と
言
う
の
で
す
」
と
い

わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
五
時
に
な
る
と
、

は
い
と
手
が
出
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る

と
楽
に
な
っ
た
と
。
身
に
任
せ
て
い
く
、
身

の
事
実
に
任
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

 

《
名
医
耆
婆
》

 

『
涅
槃
経
』
が
説
か
れ
て
い
く
中
で
、
最
後

に
出
て
き
た
の
が
耆
婆
と
い
う
お
医
者
さ
ん

で
す
。

　

人
間
と
い
う
の
は
同
情
や
哀
れ
み
も
大
事

で
す
が
、
同
情
や
哀
れ
み
で
は
救
わ
れ
な
い

の
で
す
。
親
鸞
聖
人
も
「
慈
悲
に
聖
道
・
浄

土
の
か
わ
り
め
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
聖
道
の
慈
悲
は
、
も
の
を
哀
れ
み
育
む

こ
と
で
す
。
し
か
れ
ど
も
存
知
の
ご
と
く
助

け
難
け
れ
ば
始
終
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に

浄
土
の
慈
悲
の
み
す
え
と
お
り
た
る
と
い
う

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

て
自
分
の
こ
と
。
私
は
本
当
に
真
宗
を
信
仰

し
て
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
ん
な
私
で
も
見
捨

て
ず
に
救
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
ろ
う
か
と

か
、
と
り
と
め
も
な
い
こ
と
を
考
え
ま
す
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
我
が
家
に
ず
っ
と
か
け

て
あ
る
数
年
前
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
こ
と
ば
が

目
に
入
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、

　
　

い
ま　

光
が

　
　
　

と
ど
い
た
の
で
は
な
い

　
　

光
に
遇
わ
な
か
っ
た
だ
け
だ

 

吉
岡
妙
子

と
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
す
。
私
は
衝
撃
を

受
け
、
は
た
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
う
か
、

私
が
信
じ
て
念
仏
を
称
え
る
称
え
な
い
に
か

か
わ
ら
ず
、
ず
っ
と
前
か
ら
仏
様
は
こ
ん
な

私
を
照
ら
し
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
だ

と
。
全
部
お
分
か
り
な
の
だ
と
。
そ
れ
で
も

見
捨
て
ず
、
変
わ
ら
ず
照
ら
し
て
く
だ
さ
る

の
だ
と
。私
は
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
温
も
り
を
感
じ
、
心
が
安
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
生
き
て
い
っ
て
い
い

の
だ
と
。

 

２
年
生　

舘　
　

朋
子

　

学
院
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
一
年
が
過
ぎ

ま
し
た
。
最
初
は
と
に
か
く
い
ろ
ん
な
こ
と

を
教
え
て
い
た
だ
き
、
勉
強
し
、
頭
に
入
れ

て
知
識
を
身
に
つ
け
た
い
。
そ
れ
だ
け
で
通

っ
て
い
ま
し
た
。

　

講
師
の
先
生
方
の
授
業
は
と
て
も
楽
し
い

話
ば
か
り
で
し
た
が
、
ふ
と
立
ち
止
ま
っ
て

過
去
に
と
ら
わ
れ
て
愚
痴
や
不
平
や
不
満
を

言
っ
て
い
る
私
で
す
。
そ
し
て
、
未
来
に
対

し
て
夢
と
希
望
が
持
て
な
い
の
で
す
。
経
済

で
生
き
て
き
た
け
れ
ど
も
、
年
金
を
削
ら
れ

て
、
将
来
的
に
夢
も
希
望
も
な
く
な
っ
て
き

て
し
ま
う
社
会
で
す
。
現
在
に
拠
り
所
が
見

い
だ
せ
な
い
、生
き
が
い
が
見
い
だ
せ
な
い
。

そ
う
い
う
生
き
方
を
幽
霊
と
い
う
の
で
す
。

　

清
沢
満
之
先
生
は
「
任
運
に
乗
托
し
て
落

在
せ
る
も
の
、
こ
れ
な
り
」
と
語
り
ま
す
。

落
ち
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
わ
け
で
す
。

落
ち
て
心
配
し
な
い
、
大
丈
夫
と
い
う
世
界

で
す
。

　

安
田
理
深
先
生
の
家
が
火
事
に
な
り
自
分

の
家
が
全
部
焼
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
世

界
で
２
冊
か
３
冊
し
か
な
い
ド
イ
ツ
語
の
辞

典
も
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
中
で
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、「
責
任
は
隣
の

家
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
火
の

出
た
家
の
隣
に
私
の
家
が
あ
っ
た
と
い
う
存

在
的
責
任
は
逃
れ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
と

い
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
火
の
出
た
家
の

隣
に
私
の
家
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
そ
れ

は
悔
や
み
ま
す
。
し
か
し
「
落
在
せ
る
も
の
、

こ
れ
な
り
」
と
い
う
の
は
、
存
在
的
責
任
を

担
う
。
ど
ん
な
に
苦
し
い
目
に
遭
お
う
が
、

そ
こ
に
樹
つ
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

九
州
の
寺
本
玄
洞
先
生
は
「
逃
げ
た
ら
暗

い
、
引
き
受
け
た
ら
明
る
い
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。私
た
ち
は
物
事
か
ら
逃
げ
た
り
、

嫌
な
こ
と
か
ら
逃
げ
た
り
し
て
い
る
。
逃
げ
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そ
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
が
、
倫
理
・
道
徳
は
大
事
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、

先
生
、あ
る
い
は
お
年
寄
り
を
恭
敬
し
、「
慙

愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
あ

る
こ
と
を
説
く
」と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ご
門
徒
の
家
で
、
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ

た
後
、途
端
に
遺
産
相
続
で
け
ん
か
に
な
り
、

四
十
九
日
に
も
集
ま
ら
な
い
と
い
う
出
来
事

が
あ
り
ま
し
た
。縁
を
頂
い
て
兄
弟
に
な
り
、

仲
良
く
す
れ
ば
い
い
も
の
を
、
相
続
の
関
係

で
け
ん
か
し
て
し
ま
う
。『
大
無
量
寿
経
』

の
中
に
そ
の
こ
と
が
細
か
く
出
て
ま
い
り
ま

す
。「
三
毒
五
悪
段
」
の
中
に
出
て
ま
い
り

ま
す
け
れ
ど
も
、「
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
あ

る
こ
と
を
」
と
、
こ
れ
は
慙
愧
が
大
事
だ
と

い
う
の
で
す
。

　
「
善
い
か
な
大
王
、
具
に
慙
愧
あ
り
と
」
と

説
く
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
の
よ
う
な

者
で
も
救
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
と
言
う

け
れ
ど
も
、
大
丈
夫
で
す
と
い
う
の
で
す
。

仏
さ
ま
は
大
良
医
な
の
だ
と
。
如
来
は
大
良

医
、
名
医
だ
と
い
う
の
で
す
。

 

《
阿
闍
世
の
た
め
に

 

涅
槃
に
入
ら
ず
》

　

そ
し
て
、
六
師
外
道
の
話
を
ず
っ
と
聞
い

た
後
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
今
度
は
阿
闍
世
の

た
め
に
涅
槃
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
無
住
処
涅
槃
と
い
っ
て
、
真

実
に
目
覚
め
て
、
も
う
そ
れ
で
私
の
い
の
ち

を
終
わ
っ
て
い
く
と
い
う
大
般
涅
槃
に
入
る

の
で
す
が
、
阿
闍
世
の
た
め
に
入
ら
な
い
、

ま
だ
仕
事
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
れ
も
韋
提
希
一
人
と
同
じ
よ
う
に
、
阿

闍
世
の
た
め
に
私
は
涅
槃
に
入
ら
な
い
、
阿

闍
世
一
人
を
救
わ
な
け
れ
ば
涅
槃
に
入
れ
な

い
の
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
仏
教

な
の
で
す
。
百
人
の
う
ち
九
十
九
人
が
救
わ

れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。

千
人
の
う
ち
九
九
九
人
が
救
わ
れ
れ
ば
、
一

人
ぐ
ら
い
は
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な

い
の
で
す
。百
人
が
百
人
、千
人
が
千
人
、皆
、

共
に
救
わ
れ
な
け
れ
ば
、
わ
れ
、
仏
に
は
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　

人
間
と
い
う
の
は
、
や
っ
か
い
で
、
有
吉

佐
和
子
の
『
複
合
汚
染
』
と
い
う
小
説
を
読

ん
で
い
ま
す
と
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
汚
染
さ
れ

た
お
米
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
対

し
、
厚
生
労
働
省
の
人
が
「
ア
ジ
ア
の
貧
し

い
国
に
分
け
て
あ
げ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
、

そ
の
う
ち
一
人
や
二
人
、病
人
が
出
よ
う
が
、

何
万
人
の
人
が
助
か
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

　

小
出
裕
章
さ
ん
は
京
都
大
学
の
原
子
力
工

学
の
先
生
で
原
子
力
発
電
に
反
対
し
て
い
る

人
で
す
が
、
科
学
者
と
し
て
原
子
力
発
電
所

は
ま
だ
安
全
で
な
い
と
、
放
射
能
の
問
題
が

ま
だ
残
っ
て
い
る
か
ら
気
を
つ
け
な
け
れ
ば

駄
目
だ
と
言
い
続
け
た
方
で
す
。「
子
ど
も

た
ち
に
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
汚
染
さ
れ
た
コ
メ
を

食
べ
さ
せ
る
よ
り
も
、
私
が
甘
ん
じ
て
そ
れ

　

こ
こ
で
耆
婆
が
言
う
の
で
す
。「
国
王
よ
、

慙
愧
あ
る
の
み
」。

　
「
二
つ
の
白
法
あ
り
、よ
く
衆
生
を
救
く
」。

衆
生
を
救
い
ま
す
よ
と
。「
一
つ
に
は
慙
、

二
つ
に
は
愧
な
り
。
慙
は
、
み
づ
か
ら
罪
を

つ
く
ら
ず
」
と
い
う
。
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

は
戻
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
ら
罪
を
作
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
「
愧
は
、
他
を
教
え
て
作
さ
し
め
ず
」。
自

分
が
手
を
下
さ
ず
し
て
人
に
さ
せ
る
、
こ
れ

も
と
ん
で
も
な
い
罪
で
す
。「
慙
は
、
内
に

自
ら
羞
恥
す
」
と
い
う
。
恥
ず
か
し
い
こ
こ

ろ
を
持
つ
。「
愧
は
、
発
露
し
て
人
に
向
か

う
」。
自
分
の
願
い
を
持
っ
て
向
か
っ
て
い

く
。「
慙
は
、人
に
羞
ず
、愧
は
、天
に
羞
ず
」。

恥
じ
ら
い
が
な
く
な
っ
た
ら
人
間
性
が
欠
落

し
て
き
ま
す
ね
。「
天
に
羞
ず
」、「
お
天
道

さ
ま
が
見
て
ご
ざ
る
。
お
天
道
さ
ま
に
申
し

訳
な
い
」と
い
う
。「
こ
れ
を
慙
愧
と
名
づ
く
。

無
慙
愧
は
、
名
づ
け
て
人
と
せ
ず
、
名
づ
け

て
畜
生
と
す
」
と
い
う
。
人
間
の
姿
を
持
っ

て
い
る
け
ど
、
そ
れ
は
畜
生
だ
と
い
う
の
で

す
。

　
「
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
よ
く

父
母
・
師
長
を
恭
敬
す
」。こ
れ
が
今
の
時
代
、

欠
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
難
し
い
こ
と

は
言
わ
な
い
、
た
だ
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、

先
生
や
お
年
寄
り
を
敬
い
、
尊
敬
し
な
さ
い

と
。
そ
う
す
る
と
何
か
、
倫
理
・
道
徳
的
な

形
で
捉
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、仏
教
は
倫
理
・

道
徳
を
超
え
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
倫
理
・
道
徳
を
無
視
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

み
る
と
、
勉
強
で
も
な
く
、
い
ろ
ん
な
知
識

の
答
え
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
も

な
い
よ
う
な
感
じ
で
、
そ
の
思
い
が
日
ご
と

に
増
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
全
て
が

自
分
へ
の
問
い
に
な
っ
て
私
に
返
っ
て
き
た

の
で
す
。
毎
日
、
ど
れ
だ
け
の
問
い
を
持
っ

て
家
路
に
就
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
解
決
す

る
こ
と
も
な
く
悩
み
ま
し
た
。

　

自
分
の
生
き
て
き
た
こ
と
を
全
て
否
定
さ

れ
た
よ
う
な
気
持
ち
で
、
毎
日
の
行
い
の
一

つ
一
つ
が
「
本
当
に
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う

か
。」
と
、
何
を
す
る
に
も
考
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
ん
な
に
自
分
を
否
定

さ
れ
る
よ
う
な
ら
、
学
院
に
来
な
け
れ
ば
良

か
っ
た
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

だ
け
私
は
、
今
ま
で
自
分
勝
手
に
好
き
な
よ

う
に
生
き
て
き
た
の
で
す
。

　

で
も
、
こ
の
「
生
き
て
き
た
」
こ
と
を
「
生

か
さ
れ
て
き
た
」
と
思
う
と
気
持
ち
が
楽
に

な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
授
業
の
中
で
「
あ
な
た
た
ち
に
門

は
開
か
れ
ま
し
た
。」
と
い
わ
れ
た
こ
と
を

教
室
に
い
る
み
ん
な
が
一
緒
に
来
て
い
た
と

思
う
と
、
み
ん
な
仲
間
。
こ
れ
か
ら
一
緒
に

悩
ん
で
、
一
緒
に
笑
っ
て
く
れ
る
仲
間
な
ん

だ
と
思
え
た
と
き
、
す
ご
く
う
れ
し
く
思
い

ま
し
た
。

　

親
子
く
ら
い
の
年
の
差
は
あ
っ
て
も
、
い

ろ
ん
な
こ
と
を
話
し
合
え
る
仲
間
が
出
来
た

ん
だ
と
思
う
と
本
当
に
こ
の
学
院
に
来
て
よ

か
っ
た
と
、
心
の
底
か
ら
そ
う
思
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
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暗
闇
か
ら
照
ら
し
て
い
く
よ
う
に
、
阿
闍
世

の
悩
み
を
解
い
て
い
こ
う
と
、
そ
う
い
う
三

昧
に
入
る
の
で
す
。
そ
し
て
一
週
間
後
に
阿

闍
世
は
か
さ
ぶ
た
が
取
れ
て
救
わ
れ
て
い
く

と
い
う
の
が
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
て
い
る

の
で
す
。
伊
蘭
林
と
い
っ
て
も
の
す
ご
く
異

様
な
に
お
い
を
発
す
る
木
が
あ
り
ま
す
。
私

た
ち
の
鼻
を
つ
い
て
目
が
く
ら
ん
で
し
ま
う

よ
う
な
中
に
、
栴
檀
樹
と
い
う
香
木
が
一
本

出
て
き
た
ら
、
そ
の
に
お
い
を
消
し
て
し
ま

う
と
い
う
例
え
が
あ
り
ま
す
。

　

一
人
の
人
の
目
覚
め
に
よ
っ
て
全
て
の
人

を
救
っ
て
い
く
。「
私
は
ど
う
で
も
い
い
か

ら
、
あ
な
た
を
」
で
は
な
く
て
、「
あ
な
た
は

知
ら
な
い
け
ど
、
私
は
よ
く
知
っ
て
い
る
」

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
私
の
救
い
が
全
て

を
食
べ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
は
汚
染
さ
れ
て

い
な
い
コ
メ
を
与
え
た
い
」
と
語
り
ま
す
。

小
出
さ
ん
は
、
俺
は
無
宗
教
だ
と
言
っ
て
い

ま
す
。
で
も
、
す
ご
い
人
で
す
ね
。
科
学
者

の
良
心
を
持
っ
て
い
る
人
で
す
。
宮
沢
賢
治

が
「
世
界
全
体
が
幸
せ
に
な
ら
な
け
れ
ば
個

人
の
幸
せ
は
あ
り
得
な
い
」
と
言
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば

い
い
、
日
本
さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
考

え
方
で
し
ょ
う
。

 

《
月
愛
三
昧
》

　

阿
闍
世
の
た
め
に
涅
槃
に
入
ら
な
い
。
そ

し
て
説
い
た
の
が
月
愛
三
昧
。
お
月
さ
ま
が

ち
て
更
に
衣
服
を
整
え
合
掌
恭
敬
し
て

無
量
寿
仏
を
礼
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
。

 

（
聖
典
七
九
頁
）

と
始
ま
る
一
段
が
あ
り
ま
す
。

　

釈
尊
が
阿
難
に
対
し
て
、
姿
勢
を
正
し
て

無
量
寿
仏
を
礼
す
べ
し
と
言
わ
れ
る
。
阿
難

は
無
量
寿
仏
を
礼
拝
し
、
そ
し
て
無
量
寿
仏

の
世
界
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
展
開
す

る
一
段
で
す
。

　

そ
の
中
で
、
釈
尊
が
阿
難
に
、「
広
い
浄

土
の
世
界
を
行
き
来
し
て
い
る
も
の
と
、
花

弁
の
額
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の

と
二
種
類
の
人
が
あ
る
の
を
見
た
か
」
と
問

わ
れ
る
。

　

そ
し
て
「
世
尊
、
何
の
因
、
何
の
縁
な
れ

ば
、
か
の
国
の
人
民
、
胎
生
化
生
な
る
」（
聖

典
八
一
頁
）
と
、
ど
う
い
う
理
由
で
広
い
浄

土
の
世
界
に
い
な
が
ら
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
問
い
が
出
さ
れ
、こ
こ
に「
胎

生
」
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
ま
す
。
親
鸞

の
「
方
便
化
身
土
巻
」
は
、
こ
こ
か
ら
開
か

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
胎
生
」
の
「
胎
」
と
い
う
字
は
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
も
と
の
言
葉
か
ら
す
れ

ば
、
花
弁
の
額
と
い
う
意
味
で
、
閉
じ
込
め

ら
れ
て
い
る
状
態
を
表
す
言
葉
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。と
こ
ろ
が『
大
無
量
寿
経
』は
、

そ
う
い
う
仏
の
世
界
に
関
わ
り
を
持
ち
な
が

ら
、

か
の
宮
殿
に
生
ま
れ
て
寿
五
百
歳
、
常

に
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
こ
の
ゆ
え

に
か
の
国
土
に
お
い
て
こ
れ
を
胎
生
と

謂
う
。 

（
聖
典
八
一
頁
）

と
、
五
百
年
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
仏
法
僧
の

三
宝
に
遇
う
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
が
い

　

１
．
胎
生
の
教
示

　

今
回
は
「
方
便
化
身
土
巻
」
を
考
え
て
み

よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
『
教
行
信
証
』
で
こ
の
巻
が
開
か
れ

る
発
端
で
す
が
、『
大
無
量
寿
経
』
下
巻
に
、

仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、「
汝
、
起

『
教
行
信
証
』
入
門
⑤

　
　
「
化
身
土
巻
」
の
開
顕

平　
野　
　
　
修

　

残
り
二
年
に
な
り
ま
し
た
が
、先
生
方
、ク

ラ
ス
の
み
ん
な
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
悩
み
続

け
て
生
か
さ
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

の
人
の
救
い
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
う
い

う
世
界
が
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
今
日
は
、『
涅
槃
経
』と『
観

経
』
の
特
徴
の
中
で
、『
観
経
』
は
韋
提
希
夫

人
が
凡
夫
往
生
の
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と

を
通
し
て
衆
生
の
救
い
を
説
い
て
い
き
ま
し

た
。『
涅
槃
経
』
は
、
阿
闍
世
一
人
を
救
わ
ね

ば
私
は
涅
槃
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

い
ろ
ん
な
心
の
病
を
説
い
て
い
か
れ
た
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
特
に
『
涅
槃
経
』
を
「
信
の

巻
」
に
ず
っ
と
引
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

の
こ
と
は
今
日
、
具
体
的
に
は
述
べ
ま
せ
ん

で
し
た
け
れ
ど
も
、『
教
行
信
証
』
の
中
に

あ
る
『
涅
槃
経
』
だ
け
で
も
い
い
で
す
か
ら

読
ん
で
お
い
て
い
た
だ
く
と
い
い
と
思
い
ま

す
。

移動研修・妙源寺柳堂にて（20��年9月�日）
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『
浄
土
論
』
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
論
で
す

が
、
そ
の
中
に
あ
る
胎
生
・
化
生
に
つ
い
て

は
触
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
曇
鸞
は
、『
大

無
量
寿
経
』
を
拝
読
し
、『
浄
土
論
』
を
注
釈

す
る
中
、
こ
の
胎
生
・
化
生
が
大
切
な
問
題

で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
『
略
論
安
楽
浄
土

義
』
を
制
作
な
さ
っ
た
。
そ
の
略
論
か
ら
親

鸞
も
ま
た
大
き
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
わ
け

で
す
。

　

仏
教
を
行
じ
て
い
な
が
ら
、
仏
教
で
な
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
か
ら「
化
身
土
巻
」

が
展
開
し
ま
す
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
、
そ
れ

は
具
体
的
に
は
、
比
叡
山
、
あ
る
い
は
奈
良

の
仏
教
と
い
っ
た
当
時
の
仏
教
教
団
で
す
。

　

出
家
の
僧
が
い
て
、
仏
像
を
安
置
し
、
た

く
さ
ん
の
経
典
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
仏
法

僧
の
三
宝
が
整
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
け
れ

ど
も
そ
の
あ
り
さ
ま
は
、『
大
無
量
寿
経
』

に
示
さ
れ
て
い
る
胎
生
、
仏
教
の
行
を
行
じ

な
が
ら
、
仏
と
遇
え
な
い
、
閉
じ
込
め
ら
れ

て
い
る
、
そ
う
い
う
胎
生
と
言
わ
れ
る
世
界

に
他
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
。

　

こ
の
胎
生
の
様
子
に
つ
い
て
、『
大
無
量

寿
経
』に
は「
転
輪
聖
王
の
王
子
の
喩
え
」（
聖

典
八
二
頁
）
が
出
て
き
ま
す
。

　

転
輪
聖
王
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
界
で
考

え
ら
れ
る
最
も
理
想
的
な
王
の
こ
と
で
す

が
、
そ
の
王
の
子
供
た
ち
が
、
何
か
の
罪
を

犯
し
て
、
王
の
怒
り
を
買
っ
て
牢
獄
に
閉
じ

込
め
ら
れ
た
と
。
そ
の
牢
獄
は
七
宝
、
つ
ま

り
金
、
銀
、
瑠
璃
と
い
っ
た
宝
で
出
来
上
が

っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
な
ら
と
て
も
素
晴
ら

し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
喩
え
で
は
、
金
の
鎖
で

繋
が
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
七
宝
と
か
金
の
鎖
は
、
仏
法
を
喩
え

て
い
る
わ
け
で
す
。
仏
陀
の
法
、
仏
陀
の
証

り
は
ま
こ
と
に
優
れ
た
、
こ
の
上
も
な
い
も

の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
鎖
で
繋
が
れ
て
い

る
。
そ
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
閉
じ

込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
当
の
価
値

が
わ
か
ら
な
い
。
で
す
か
ら
無
上
の
も
の
で

あ
っ
て
も
無
い
に
等
し
い
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、『
大
無
量
寿
経
』
は
「
仏
智

疑
惑
」
と
い
う
問
題
を
出
し
ま
す
。
そ
れ
は

仏
陀
の
智
慧
を
疑
う
。
仏
の
智
慧
を
疑
っ
て

何
を
信
じ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
自
ら
の
罪

福
の
心
を
信
じ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
と
。
こ

う
い
う
こ
と
で
胎
生
の
中
身
が
示
さ
れ
ま

す
。

　
「
罪
福
」
と
い
う
言
葉
の
「
罪
」
と
い
う
字

は
、黒
色
、不
吉
な
も
の
、邪
悪
な
も
の
。「
福
」

は
白
色
、
妙
な
る
も
の
、
快
い
も
の
、
美
し

い
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。

　

我
々
は
不
吉
な
も
の
、
邪
悪
な
も
の
を
退

け
て
、
妙
な
る
、
快
い
も
の
を
求
め
ま
す
。

自
ら
の
役
に
立
つ
も
の
、
都
合
の
い
い
も
の

を
求
め
、都
合
の
悪
い
も
の
を
排
除
し
ま
す
。

つ
ま
り
罪
と
福
を
信
ず
る
心
で
す
。
そ
れ
は

広
い
意
味
で
、我
々
の
宗
教
心
と
言
え
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
そ
う
い
う
心
で
仏
教
と
関
わ
っ

た
場
合
、
そ
の
結
果
は
仏
教
で
は
な
く
な
っ

て
い
く
。
そ
れ
を
胎
生
と
い
う
言
葉
で
表
す

わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
別
の
言
葉
で
い

え
ば
、「
仏
智
疑
惑
」と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
。

　

我
々
が
仏
教
と
関
わ
る
場
合
、
大
前
提
が

あ
り
ま
す
。
仏
様
と
は
我
々
の
要
求
に
答
え

る
も
の
、
仏
教
は
、
我
々
の
役
に
立
つ
も
の

だ
と
い
う
前
提
で
す
。

　

こ
れ
は
仏
様
と
い
う
も
の
を
我
々
の
方
が

決
め
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う

の
を
「
仏
智
疑
惑
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

仏
の
名
号
に
あ
ら
ゆ
る
功
徳
が
収
ま
っ
て

い
る
と
す
る
の
が
浄
土
真
宗
で
す
。
け
れ
ど

も
役
に
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
我
々
の
発
想

か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た

と
き
に
少
し
の
慰
め
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

ぐ
ら
い
に
し
か
思
え
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
仏
様
と
い
う
こ
と
を
我
々
が
そ
う

い
う
ふ
う
に
決
め
つ
け
て
い
る
か
ら
で
す
。

仏
陀
に
対
す
る
見
く
び
り
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
仏
陀
の
智
慧
を
疑
っ
て
い
て
、

そ
の
た
め
罪
福
を
信
ず
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

立
っ
て
仏
教
と
関
わ
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
結

果
は
仏
教
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、『
大
無
量
寿
経
』
で
胎
生
・
化

生
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
親
鸞
は
そ
の

問
題
を
、「
化
身
土
巻
」
で
展
開
さ
れ
る
わ

け
で
す
。

る
。
そ
れ
を
「
胎
生
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
た
い
へ
ん
妙
な
話
で
す
。
仏
陀
の

世
界
へ
行
く
た
め
に
仏
教
の
行
を
行
じ
た
。

そ
の
結
果
、
仏
陀
の
世
界
へ
行
っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
仏
陀
に
遇
え
ず
、
仏
教
と
違

う
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

仏
教
に
関
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
結
果

が
仏
教
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況

は
、
我
々
の
こ
と
で
考
え
る
と
よ
く
分
か
り

ま
す
。

　

我
々
は
い
ろ
い
ろ
な
仏
事
を
勤
め
て
い
ま

す
。
お
寺
、
僧
侶
と
い
う
こ
と
で
仏
教
と
係

わ
り
、
仏
の
行
を
勤
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も

決
し
て
晴
れ
や
か
な
感
じ
は
し
ま
せ
ん
。
ど

こ
か
で
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

す
る
と
ど
う
も
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か

れ
て
い
る
「
胎
生
」
と
い
う
あ
り
方
は
、
決

し
て
経
典
の
中
の
話
で
な
く
、
我
々
の
現
実

の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
大
無
量
寿
経
』
の
す
ご
い
点
は
、
仏
教
に

関
わ
っ
て
、
仏
の
証
り
が
開
か
れ
る
か
開
か

れ
な
い
か
を
問
題
に
す
れ
ば
い
い
も
の
を
、

仏
教
に
関
わ
っ
て
い
っ
て
、
仏
教
で
は
な
く

な
っ
て
い
く
こ
と
が
、
仏
教
の
中
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
見
出
し
た
点
な
の
で
す
。

　

こ
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
見
出
し
た
問
題

点
を
最
初
に
注
目
し
た
の
が
、
曇
鸞
大
師
の

『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
と
い
う
書
物
で
す
。
こ

れ
は
な
に
の
略
論
か
と
言
う
と
、世
親
の『
浄

土
論
』
の
略
論
で
す
。



第   23  号 し  　ん  　ど  　う 2015 年（平成 27 年）7月 31 日発行（�2）

は
な
は
だ
も
っ
て
希
な
り
」
と
。

　

で
は
邪
道
を
出
て
、
仏
教
に
入
っ
て
、
真

実
に
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
何
者
に
な
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
と
、
胎
生
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

　

関
わ
っ
て
い
る
の
は
仏
教
だ
け
れ
ど
も
、

結
果
は
仏
教
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い

う
こ
と
が
『
大
無
量
寿
経
』
に
胎
生
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
言
お
う
と
し

て
い
る
の
か
と
、
親
鸞
は
考
え
た
。
そ
し
て

思
い
当
っ
た
。

　

釈
尊
以
降
の
仏
教
の
流
れ
は
、
い
つ
の
ま

に
か
胎
生
に
な
っ
て
い
く
。
胎
生
と
い
う
方

向
に
流
れ
て
い
く
。
あ
な
た
の
求
め
て
い
る

も
の
は
、仏
教
に
似
て
仏
教
で
な
っ
て
い
く
、

そ
う
い
う
教
化
の
た
め
に
胎
生
と
い
う
こ
と

を
示
さ
れ
た
の
だ
と
、
親
鸞
は
了
解
さ
れ
た

か
と
思
う
の
で
す
。

　

胎
生
は
だ
め
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

我
々
の
求
め
て
い
る
そ
の
求
め
方
、
そ
の
内

容
と
い
う
も
の
は
、
胎
生
で
は
な
い
か
と
い

う
仏
陀
の
教
化
な
の
で
す
。

　

あ
な
た
が
仏
教
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
は

胎
生
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
翻
し
て
真
実
報

土
の
往
生
を
遂
げ
よ
と
い
う
、
我
々
を
教
化

す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
お
立
て
に
な
ら
れ

た
世
界
が
胎
生
。

　

わ
ざ
わ
ざ
と
い
う
こ
と
が
「
方
便
」
と
い

う
意
味
に
な
り
、
そ
し
て
教
化
の
た
め
に
示

さ
れ
た
世
界
と
い
う
意
味
で
「
化
身
土
」
と

い
う
言
葉
を
親
鸞
は
使
っ
た
わ
け
で
す
。

　
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
仏
陀
が
、
釈

尊
以
降
の
仏
教
の
方
向
、
流
れ
を
胎
生
と
と

ら
え
、
そ
の
世
界
か
ら
翻
る
た
め
に
胎
生
・

化
生
と
い
う
教
説
を
示
さ
れ
た
。

　

そ
う
い
う
『
大
無
量
寿
経
』
の
こ
こ
ろ
に

よ
っ
て
、
親
鸞
は
、
胎
生
の
世
界
と
は
今
日

の
仏
教
の
姿
そ
の
も
の
、
具
体
的
に
は
聖
道

門
の
仏
教
で
あ
り
、
そ
の
聖
道
門
の
仏
教
を

翻
し
て
、
浄
土
の
門
に
帰
せ
よ
と
い
う
こ
と

を
言
う
た
め
に
、
こ
の
「
方
便
化
身
土
巻
」

を
開
か
れ
た
。

　

浄
土
の
仏
教
に
関
係
し
て
い
る
も
の
だ
け

に
浄
土
の
仏
教
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
聖
道
門
の
仏
教
も
、
実
に
浄
土
の
法
門

に
帰
す
べ
く
あ
る
の
だ
。
浄
土
の
真
宗
と
い

う
な
か
に
、
従
来
ま
で
の
聖
道
門
の
仏
教
と

言
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
言

お
う
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

２
．
三
経
の
隠
顕

　
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
と
「
化
身
土
巻
」

に
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
い
わ
ゆ
る「
三
・
一
問
答
」

と
い
わ
れ
る
問
答
が
あ
り
ま
す
。
正
確
に
は

「
信
巻
」
は
「
三
心
一
心
問
答
」、「
化
身
土
巻
」

の
そ
れ
は
「
三
経
隠
顕
問
答
」
と
言
わ
れ
ま

す
。

　

ま
ず
「
信
巻
」
で
は
、
世
親
の
『
願
生
偈
』

の「
世
尊
我
一
心
」の
一
心
と
、本
願
の
至
心
・

信
楽
・
欲
生
の
三
心
と
は
ど
ん
な
関
係
に
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
答
さ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
世
親
に
ど
う
し
て
「
我
一
心
」
と

い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
と
。
そ
れ
は
自

分
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
と
本
願
の
三
心
と

は
深
い
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
問
答
で
す
。

　
「
化
身
土
巻
」
で
は
「
信
巻
」
の
そ
れ
と
は

構
成
が
違
っ
て
、『
観
経
』
の
三
心
と
『
大
経
』

の
三
心
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
。
さ
ら
に
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
は

ど
う
な
の
か
と
い
う
ふ
う
に
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
う
問
答
な
の
か
と
い
う

と
、我
々
の
仏
教
に
関
わ
る
心
は
罪
福
の
信
、

別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
仏
智
を
疑
惑
す
る
心

で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
心
で
あ
る
な
ら
、
仏

教
を
受
け
入
れ
た
つ
も
り
で
も
、
結
果
は
仏

教
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
申

し
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は

信
心
の
問
題
な
の
で
す
。

　

仏
教
に
関
わ
る
と
か
、
仏
教
を
受
け
止
め

る
と
い
う
の
は
、
広
い
意
味
で
信
心
、
あ
る

い
は
宗
教
心
で
す
。
そ
う
い
う
我
々
の
持
っ

て
い
る
信
心
、
宗
教
心
を
考
え
て
い
く
う
え

で
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
が
、

こ
の
「
化
身
土
巻
」
の
問
答
に
な
る
か
と
思

う
の
で
す
。

　

親
鸞
は
、
我
々
の
宗
教
を
求
め
る
心
は
い

か
な
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

　　
「
化
身
土
巻
」
の
最
初
に
、
仏
教
に
関
わ
り

な
が
ら
仏
教
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
親

鸞
の
問
題
意
識
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
る
に
濁
世
の
群
萌
、穢
悪
の
含
識
、

い
ま
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で
て
、

半
満
・
権
実
の
法
門
に
入
る
と
い
え
ど

も
、
真
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て

難
く
、
実
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ

て
希
な
り
。
偽
な
る
者
は
、
は
な
は
だ

も
っ
て
多
く
、
虚
な
る
者
は
、
は
な
は

だ
も
っ
て
滋
し
。 

（
聖
典
三
二
六
頁
）

　
「
濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
」
と
い
う
の

は
、
こ
の
世
を
生
き
る
者
の
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
釈
尊
の
教
化
に
よ
っ
て
「
九
十
五
種
の

邪
道
を
出
る
」
こ
と
が
で
き
た
と
。

　

邪
道
と
い
う
の
は
、
人
間
の
問
題
の
解
決

を
、
人
間
の
問
題
と
せ
ず
に
問
題
を
そ
ら
し

て
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
、
解
決
し
て
い
く

よ
う
な
道
。
そ
う
い
う
道
を
出
て
、「
半
満
・

権
実
の
法
門
」、
こ
れ
は
仏
教
を
表
し
ま
す
。

　
「
半
満
」
と
か
「
権
実
」
と
い
う
の
は
仏
陀

の
教
化
を
表
し
ま
す
。い
ま
だ
十
分
な
智
恵
・

知
識
の
な
い
も
の
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
導
く

た
め
に
半
分
説
か
れ
た
。
そ
し
て
半
分
が
理

解
で
き
た
ら
、
後
の
半
分
を
伝
え
て
満
足
さ

せ
る
と
い
う
の
で
「
半
満
」。「
権
実
」
も
同

様
で
す
。

　

そ
し
て
と
も
か
く
仏
教
に
入
っ
た
。
仏
教

に
入
っ
た
な
ら
ば
、
真
実
に
な
っ
て
い
い
は

ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
は
「
真
な
る
者

は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
く
、
実
な
る
者
は
、
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持
ち
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
釈
尊
を
目
標
と
し

て
出
家
し
修
行
に
励
ん
で
も
、
努
力
や
環
境

の
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
寿
命
が

き
て
道
半
ば
で
終
わ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
出
家
者
に
と
っ
て
は
死
活
問
題

で
す
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
曇
鸞
大
師
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
す
が
、
曇
鸞
大
師
は
仏
教
を
求
め
る

に
あ
た
り
、
求
め
る
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
不

老
長
寿
の
た
め
に
道
教
の
道
に
入
っ
た
と
い

う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

仏
教
を
求
め
て
も
、
道
半
ば
で
終
わ
っ
て
し

ま
っ
て
は
、
そ
の
歩
み
は
ど
れ
ほ
ど
の
意
味

を
持
つ
の
か
、
無
駄
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
『
観
経
』
に
は
、
こ
の
道
半
ば

で
終
わ
る
と
い
う
問
題
に
、
臨
終
の
と
き
に

は
仏
が
必
ず
迎
え
に
来
る
と
い
う
、
臨
終
来

迎
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。

　

出
家
者
は
、
仏
と
遇
う
こ
と
が
目
標
な
の

で
す
か
ら
、仏
が
来
迎
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

仏
と
遇
う
と
い
う
仏
道
が
完
成
し
た
と
い
う

意
味
を
持
つ
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
『
観
経
』
は
、
釈
迦
の
ご

と
く
に
道
を
尋
ね
て
も
達
成
で
き
な
い
と
い

う
問
題
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
い

う
こ
と
を
出
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
な
ら
ま
ず

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
な
さ
い
と
。

　

な
ぜ
な
ら
、
浄
土
の
衆
生
は
無
量
寿
で
あ

る
か
ら
、
釈
迦
の
証
り
を
求
め
よ
う
と
し
て

突
き
当
た
る
寿
命
の
問
題
が
な
い
。
さ
ら
に

そ
の
環
境
も
、
こ
れ
以
上
の
環
境
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る

こ
と
が
勧
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
正
像
末
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
っ

て
き
ま
す
が
、
そ
の
意
味
で
『
観
経
』
は
仏

教
の
歴
史
に
意
味
を
与
え
ま
す
。
も
し
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
仏
教
は
そ
れ
で
終
わ
り
に
な
る
わ
け
で

す
。

　

か
つ
て
釈
尊
の
時
代
は
、
道
を
求
め
て
、

求
め
た
も
の
が
証
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
。
と
こ
ろ
が
時
と
と
も
に
人
々
の
修
行
に

対
す
る
能
力
が
下
が
り
、
環
境
も
ど
ん
ど
ん

悪
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
正
像
末
の
三

時
と
し
て
表
さ
れ
て
き
た
。

　

で
す
か
ら
末
法
と
い
う
の
は
、
釈
尊
以
降

の
仏
教
の
流
れ
の
当
然
の
帰
結
な
の
で
す
。

末
法
の
あ
と
は
滅
法
。
滅
法
に
な
れ
ば
、
仏

教
と
い
う
、
こ
の
世
を
生
き
る
唯
一
の
光
が

全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
が
当
然
の
帰
結
と
し
て
仏
教
が
仏

教
で
な
く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
状
況
の
中
に

あ
っ
て
も
、
な
お
仏
教
と
い
う
も
の
が
生
き

て
い
る
と
い
う
道
を
説
い
た
も
の
が
、『
大

無
量
寿
経
』
の
念
仏
往
生
の
仏
道
で
あ
る
。

　

末
法
と
言
わ
れ
る
時
代
で
あ
っ
て
も
、
あ

る
い
は
滅
法
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
我
々
の

上
に
こ
の
世
を
生
き
る
唯
一
の
光
と
な
る
仏

道
は
成
立
す
る
こ
と
を
説
い
た
の
が
『
大
無

量
寿
経
』。

　

そ
し
て
『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
は
、
釈

尊
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
時
代
を
生
き
て
、
求

め
れ
ば
絶
望
の
中
に
あ
る
も
の
に
、
ま
ず
希

望
を
与
え
る
か
た
ち
で
説
か
れ
た
。

　
『
阿
弥
陀
経
』
は
在
家
の
者
に
、『
観
経
』

は
お
も
に
出
家
の
も
の
に
向
か
っ
て
説
か
れ

ま
す
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
り
、

ど
う
い
う
状
況
で
あ
っ
て
も
、
光
と
な
る
仏

道
は
成
立
し
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
説
示

す
る
た
め
説
か
れ
た
。

　

衆
生
は
罪
福
の
信
、
仏
智
疑
惑
の
心
を
も

っ
て
、
仏
教
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
、

そ
の
心
の
向
か
う
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
、
そ

れ
は
方
便
と
し
て
釈
尊
が
示
さ
れ
た
世
界
で

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
度
翻
っ
て
、
真

実
の
世
界
、
仏
の
世
界
に
帰
す
る
と
い
う
こ

と
を
言
う
た
め
に
、
親
鸞
は
こ
の
「
方
便
化

身
土
巻
」
を
開
か
れ
た
わ
け
で
す
。

（
平
成
三
年
度　

第
五
回
講
義

 

平
成
三
年
一
二
月
二
日
）

に
す
る
わ
け
で
す
が
、
明
ら
か
に
し
て
ど
う

さ
れ
た
か
と
言
う
と
、
我
々
の
心
は
仏
智
疑

惑
、罪
福
の
信
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
が
、

す
で
に
釈
尊
が
『
大
無
量
寿
経
』
で
胎
生
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
そ
れ
は
仏
陀
の
教
化
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
を
翻
し
て
仏
陀
の
世
界
そ
の
も
の

に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
し
て
、
こ
の

問
答
が
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
伝
統
的
な
仏
教
の
立

場
、
考
え
方
を
翻
す
と
い
う
意
味
に
も
な
っ

て
き
ま
す
。

　

親
鸞
は「
化
身
土
巻
」で
、『
大
無
量
寿
経
』、

『
観
無
量
寿
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
の
三
つ
の

経
典
の
関
係
を
問
題
に
し
て
い
き
ま
す
が
、

『
観
経
』
に
つ
い
て
、
釈
尊
以
降
の
仏
教
の
歴

史
を
原
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
経
典
で
あ
る

と
了
解
さ
れ
ま
す
。

　

釈
尊
以
降
の
仏
教
は
、
出
家
が
中
心
の
仏

教
で
す
。そ
の
出
家
者
は
仏
教
と
関
わ
っ
て
、

釈
尊
の
ご
と
く
、
こ
の
身
、
こ
の
世
に
お
い

て
完
全
円
満
な
証
り
を
得
る
こ
と
が
目
標
で

す
。

　
「
化
身
土
巻
」
の
標
挙
（
聖
典
三
二
五
頁
）

に
「
双
樹
林
下
往
生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
双
樹
林
下
と
い
う
の
は
釈
尊
の
涅

槃
を
表
す
言
葉
で
す
。
つ
ま
り
釈
尊
は
亡
く

な
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
亡
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
完
全
円
満
な
る

証
り
を
得
て
涅
槃
な
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
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ら
語
ら
れ

る
講
義
、

キ
リ
ス
ト

教
の
神
学

者
と
の
鼎

談
な
ど
を

収
載
。「
仏
の
世
界
を
万
人
に
公
開
す
る
法

が
念
仏
で
あ
る
」
な
ど
、
安
田
先
生
の
有
名

な
こ
と
ば
に
で
あ
え
る
。

 

教
学
研
究
所
編
（
東
本
願
寺
出
版
部
）

 

定
価　

一
五
〇
〇
円

● 
法
話
Ｃ
Ｄ
﹁
本
願
に
生
き
た
念
仏
者
﹂
⑫

 
汝
、
起
ち
て
更
に
衣
服
を
整
う
べ
し

　

宗
門
の
近
代
の
真
宗
教
学
の
礎
を
築
い
た

諸
師
の
法
話
Ｃ
Ｄ
第
十
二
弾
は
、
二
〇
〇
五

年
五
月
二
十
日
に
真
宗
本
廟
阿
弥
陀
堂
で
行

わ
れ
た
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠

忌
真
宗
本
廟
お
待
ち
受
け
大
会
」
で
の
宮
城

顗
氏
の
記
念
講
演
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

　

宮
城
氏
は
、
法
話
Ｃ
Ｄ
の
中
で
『
大
経
』

に
説
か
れ
る
「
汝
、
起
ち
て
更
に
衣
服
を
整

う
べ
し
」
の
言
葉
を
た
よ
り
に
、
答
え
を
も

っ
て
物
事
を
考

え
る
私
た
ち

に
、
自
身
の
問

い
に
起
て
と
呼

び
か
け
、
問
い

か
ら
始
め
る
こ

と
の
大
切
さ
を

語
ら
れ
て
い
ま

　

女
子
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
・
カ
ナ
ダ
大
会

（
二
〇
一
五
年
）
で
は
、
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ

ン
は
準
優
勝
だ
っ
た
。
あ
る
国
か
ら
は「
運

の
良
さ
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
当

に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
サ
ッ
カ
ー
に
限
ら
ず
、

勝
敗
は
試
合
時
間
内
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
一
人
ひ
と
り
の
コ

ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
や
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
な
ど
、

日
常
の
一
瞬
一
瞬
の
過
ご
し
方
が
左
右
す

る
の
だ
と
思
う
。

　

さ
て
、
中
村
薫
先
生
よ
り
「
宿
業
と
運

命

－

『
涅
槃
経
』
と
『
観
経
』
か
ら
」
と
題

し
て
特
別
講
義
を
い
た
だ
い
た
。
先
生
は

講
義
の
中
で
「
諦
め
て
放
棄
し
て
し
ま
う

の
が
宿
業
で
は
な
く
て
、
宿
業
は
、
ど
こ

ま
で
も
受
け
止
め
て
い
く
も
の
で
す
」
と

仰
っ
た
。

　
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
阿
闍
世
は
、
罪

の
自
覚
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
過
ち
を
宿
業

と
し
て
受
け
止
め
仏
弟
子
と
し
て
の
歩
み

を
始
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
観
経
』
で

説
か
れ
る
韋
提
希
は
、
最
後
ま
で
自
分
の

運
命
を
歎
き
愚
痴
ば
か
り
言
っ
て
、
自
ら

の
行
為
を
省
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼

女
は
本
当
に
救
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
は
、
運
が

善
い
か
悪
い
か
と
い
っ
て
、
運
命
に
左
右

さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
は
ず
だ
。
前
回
の

優
勝
か
ら
紆
余
曲
折
を
経
て
、
自
他
と
も

に
修
正
す
べ
き
点
を
反
省
し
な
が
ら
、
今

こ
こ
で
す
べ
き
こ
と
を
積
み
重
ね
て
き
た

彼
女
た
ち
の
結
果
が
準
優
勝
だ
っ
た
よ
う

に
思
う
。

　

宮
間
キ
ャ
プ
テ
ン
が
言
っ
た
。「
女
子

サ
ッ
カ
ー
を
単
な
る
ブ
ー
ム
で
は
な
く
文

化
に
し
た
い
」
と
。
本
来
、
撫
子
（
な
で
し

こ
）
の
花
言
葉
「
純
な
る
愛
」
を
説
く
仏
教

は
日
本
の
文
化
そ
の
も
の
。
そ
し
て
、
教

師
と
名
告
る
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
阿

弥
陀
の
「
純
な
る
愛
」
に
目
覚
め
る
と
き
、

今
こ
こ
で
す
べ
き
一
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
を

宿
業
と
し
て
受
け
止
め
て
ゆ
け
る
尊
い
歩

み
を
た
ま
わ
る
の
だ
ろ
う
。「
純
な
る
愛
」

に
救
わ
れ
た
阿
闍
世
の
足
跡
を
辿
り
な
が

ら
、
ま
た
「
純
な
る
愛
」
に
導
か
れ
救
わ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
韋
提
希
と
共
に
…

 

（
大
窪
康
充
）

● 

仏
教
の
ぶ
っ

 

－

仏
教
は
じ
め
の
一
歩

－

 

︻
目
次
︼
か
ら　

私
た
ち
は
本
当
に
幸
せ

に
向
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？―

お
釈

迦
様
／
ど
う
し
て
人
生
を
苦
し
い
と
感
じ
る

の
で
し
ょ
う―

喜
捨
／
不
都
合
な
こ
と
が
消

え
る
と
幸
せ
に
な
れ
る
の
？―
碍
／
し
が
み

つ
く
か
ら
う
ま
く
い
か
な
い―

中
道
／
本
当

の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
不
安―

正
見
／

“
縁
起
で
も
な
い
”
こ
と
な
ん
か
な
い―

縁

起
／
さ
ま
ざ
ま
な
仏
様―

仏
・
菩
薩
・
明
王
・

天
／
気
づ
い
た
も
の
の
責
任―

仏
と
如
来
／

た
だ
我
れ
独
り
に
し
て
尊
し―

唯
我
独
尊
／

不
具
合
だ

け
直
し
て

も
う
ま
く

い
か
な
い

―

四
聖
諦

︹
ほ
か
︺

 

真
城
義
麿
著
（
東
本
願
寺
出
版
部
）

 

定
価　

一
二
〇
〇
円

● 

聞
思
の
人
⑤  

安
田
理
深
集  

上

　

一
九
八
三
年
に
発
行
さ
れ
た
同
書
を
改

訂
。
ル
ビ
を
付
す
等
読
み
や
す
く
な
っ
た
。

教
学
研
究
所
の
機
関
誌
『
教
化
研
究
』
所
載

の
講
演
録
及
び
執
筆
原
稿
よ
り
抜
粋
・
編
纂
。

唯
識
を
は
じ
め
と
し
た
仏
教
の
深
い
学
び
か

編
集
後
記

す
。
特
典
と
し
て
、
氏
の
直
筆
の
書
画
を
も

と
に
し
た
「
し
お
り
」
を
封
入
し
て
お
り
ま

す
。

 

宮
城
顗
講
演
（
東
本
願
寺
出
版
部
）

 

定
価　

一
八
〇
〇
円

本
の
紹
介


