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教
化
学
研
究
集
会
講
演

お
自
我
偈
の
中
の
久
遠
の
仏
さ
ま

（
立
正
大
学
仏
教
学
部
教
授
）

庵

谷

行

亨

た
だ
い
ま
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
庵
谷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
立
正
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
お
り
ま
す
が
、
仏
教
学
部
の
教
授
ク
ラ
ス

の
中
で
は
最
年
少
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
教
学
に
つ
い
て
の
担
当
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
若
輩
者
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
は
お

許
し
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
当
地
の
所
長
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
、
早
い
時
期
か
ら
繰
り
返
し
、
本
日
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
熱

心
な
ご
要
請
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
日
お
手
元
に
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
資
料
三
点
の
う
ち
一
点
は
、
私
が
作
成
は
致
し

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
は
所
長
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
、
こ
う
い
う
内
容
で
お
話
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ご
要
請
を
い
た
だ
い
た

も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
所
長
さ
ん
の
お
話
を
私
な
り
に
ま
と
め
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
を
中
心
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
点
は
お
自
我
偈
部
分
の
現
代
語
訳
を
添
付
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

皆
様
方
が
出
欠
の
ご
返
事
を
な
さ
っ
た
中
に
、
質
問
を
お
書
き
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ご
質
問
に
つ
い
て
も
、
私
の
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
後
に
、
私
の
答
え
ら
れ
る
範
囲
で
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
最
後
、
休
憩
時
間
の
後
が
、
今
ご
案
内
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
質
疑
応
答
と
い
う
こ
と
で
、
本
日
の
お
話
に
関
連
致
し
ま

し
て
、
何
か
皆
様
の
ほ
う
で
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
承
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
手
順
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
手
元
に
既
に
お
配
り
頂
い
て
お
り
ま
す
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
資
料
は
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
ご
当
地
の
所
長
さ
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ん
の
ご
質
問
事
項
で
す
。
質
問
が
全
体
で
八
問
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
関
連
事
項
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
重
ね
て
申
し
上
げ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
も
お
許
し
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
に
、
お
自
我
偈
の
中
の
久
遠
の
仏
さ
ま
、
と
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
、
お
自
我
偈
と
い
う
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
皆
様
ご

存
知
の
よ
う
に
、
そ
の
経
文
が
、「
自
我
得
仏
来
」
で
始
ま
る
の
で
自
我
偈
で
す
。
偈
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
詩う

た

で
す
。

詩
文

し
ぶ
ん

と
い
う
意
味
で
す
。
皆
様
は
お
経
を
お
読
み
に
な
る
方
が
大
多
数
だ
と
思
い
ま
す
が
、
お
経
は
、
文
章
と
し
て
大
き
く
二
つ
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
長
文
の
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
偈
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
自
・
我
・
得
・
仏
・
来
と
一
句
が
五
つ
の
文

字
で
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
本
日
の
資
料
の
、
後
ろ
の
ほ
う
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
わ
か
り
ま
す
。
五
つ
の
文
字
で
繋
が
っ
て
い

ま
す
、
こ
れ
が
詩
文
、
詩
で
す
ね
。
こ
の
詩
の
こ
と
を
偈
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
正
し
く
は
、
偈
頌

げ
じ
ゅ

と
い
う
の
で
す

が
、
こ
れ
を
通
称
、
偈
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
如
来
寿
量
品
も
、
大
き
く
言
え
ば
散
文
と
い
う
文
章
、
普
通
の
長
文
で
書
か
れ
て
る
部
分
と
、
そ
れ
か
ら
詩
文
で
書
か
れ

て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
自
我
偈
が
寿
量
品
の
す
べ
て
で
は
な
く
て
、
そ
の
前
に
長
い
文
章
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
皆
様
ご
存
知

の
通
り
で
す
ね
。
寿
量
品
の
後
ろ
の
部
分
、
こ
れ
が
自
我
偈
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
教
え
の
内
容
か
ら
し
て
、
日
蓮
宗
で
は
特
に
、
重
要
視
い
た
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
経
を
拝
読
す
る
時

に
、
こ
の
お
自
我
偈
を
中
心
に
お
読
み
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
自
我
偈
と
い
う
言
葉
は
、
冒
頭
の
二
文
字
を
取
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
内
容
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
は
、
久
遠

偈
と
言
っ
て
い
ま
す
。
久
遠
偈
と
い
う
名
称
は
内
容
で
い
っ
て
る
わ
け
で
す
。
こ
の
後
出
て
ま
い
り
ま
す
け
ど
も
、
久
遠
の
仏
様
の
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
こ
れ
を
久
遠
偈
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
る
わ
け
で
す
。

普
通
、
私
達
が
言
っ
て
る
の
は
、
冒
頭
の
二
文
字
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
本
題
の
、
質
問
事
項
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

の
１
で
す
。
な
ぜ
、
日
蓮
宗
で
は
お
自
我
偈
が
大
切
な
の
か
。
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こ
れ
は
基
本
で
す
ね
。

と
あ
る
の
は
回
答
部
分
で
す
。
こ
の
部
分
が
、
本
日
お
話
申
し
上
げ
る
こ
と
の
全
体
に
及
ん
で
い
る
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
、
そ
の
後
も
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
回
答

な
の
で
す
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
四
点
の
事
柄
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

一
つ
は
仏
様
の
こ
と
、
即
ち
、
久
遠
の
釈
尊
は
、
諸
仏
の
中
心
で
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
説
明
が
あ
と
二
行
ご
ざ
い
ま
す
が
、

久
遠
の
釈
尊
は
全
て
の
仏
様
の
中
心
の
仏
様
で
す
。
全
て
の
仏
様
は
久
遠
の
釈
尊
か
ら
生
ま
れ
、
久
遠
の
釈
尊
に
帰
一
す
る
の
で
す
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
諸
仏
の
中
心
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
久
遠
の
釈
尊
が
説
か
れ
て
い
る
。

諸
仏
と
い
う
の
は
諸
々
の
仏
様
で
す
。
皆
様
方
も
色
々
お
聞
き
に
な
る
よ
う
に
、
例
え
ば
お
釈
迦
様
が
居
ら
れ
る
と
か
、
或
い
は
、
阿

弥
陀
様
が
居
ら
れ
る
と
か
、
大
日
如
来
が
居
ら
れ
る
、
薬
師
如
来
が
居
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
著
名
な
仏
様
が
、
仏
教
の
教
え
の
中
に
た

く
さ
ん
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
仏
様
、
こ
れ
が
諸
仏
、
諸
々
の
仏
様
で
す
。

そ
れ
ら
諸
々
の
仏
様
と
、
寿
量
品
に
説
か
れ
て
い
る
仏
様
、
釈
尊
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
が
、

そ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
全
て
の
仏
様
は
、
久
遠
の
釈
尊
か
ら
生
ま
れ
、
久
遠
の
釈
尊
に
帰
一
す
る
と
い
う
の
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
と

諸
仏
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
関
連
性
を
も
っ
て
統
一
し
、
帰
一
す
る
の
か
と
い
う
と
、
久
遠
の
仏
様
が
、
諸
仏
を
包
括
し
て
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
諸
仏
は
、
久
遠
の
仏
様
の
い
わ
ば
分
身
で
す
ね
。
姿
を
変
え
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
諸
仏
は
久
遠
の
仏
様

か
ら
現
れ
た
も
の
、
久
遠
の
仏
様
が
姿
を
変
え
た
も
の
で
す
。
あ
く
ま
で
も
、
久
遠
の
仏
様
が
中
心
で
す
。
久
遠
の
仏
様
が
、
あ
ら
ゆ
る

人
々
の
救
わ
れ
る
べ
き
状
況
、
人
々
が
救
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
る
状
況
、
そ
れ
に
応
じ
て
現
れ
て
来
ら
れ
る
。

阿
弥
陀
様
の
ご
縁
を
持
つ
方
も
居
ら
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
様
の
ご
縁
を
も
っ
て
仏
教
に
入
っ
て
い
か
れ
る
。
信
心
に
帰
入
し
て
い
か
れ
る

と
、
そ
れ
が
、
や
が
て
、
本
体
の
仏
で
あ
る
久
遠
の
釈
迦
牟
尼
仏
に
帰
一
し
て
い
く
。
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
様
の
信
仰
だ
け
で
生
涯
終
わ

ら
れ
る
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
本
来
の
仏
様
の
ほ
う
に
信
心
が
移
っ
て
い
く
方
も
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
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今
生

こ
ん
じ
ょ
う

で
そ
う
な
る
か
も
知
れ
な
い
し
来
世
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
の
先
の
次
生
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
次
の
生
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
、
仏
様
は
、
一
つ
の
統
一
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
姿
を
も
っ
て
人
々
を
導
い
て
行
か
れ
る
。

そ
の
次
に
ま
い
り
ま
す
。
次
は
教
え
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
の
教
え
は
諸
経
の
中
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
我
偈
は
久
遠
の
釈

尊
が
説
き
明
か
さ
れ
る
、
久
遠
の
仏
様
の
話
で
す
。
久
遠
の
仏
様
は
、
法
を
お
説
き
に
な
り
ま
す
。
そ
の
久
遠
の
仏
様
の
お
説
き
に
な
っ

た
法
は
、
久
遠
の
法
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
諸
仏
の
説
か
れ
た
法
と
、
久
遠
の
仏
様
の
説
か
れ
た
法
と
は
、
そ
こ
に

大
き
な
位
置
付
け
の
違
い
が
生
じ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
全
て
の
仏
様
が
説
か
れ
た
全
て
の
教
え
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
教
え
か
ら
出

た
も
の
で
あ
り
、
久
遠
の
釈
尊
の
教
え
に
帰
結
す
る
。
こ
れ
は
先
程
の
仏
様
の
こ
と
と
全
く
同
じ
で
す
。

阿
弥
陀
様
の
教
え
が
あ
る
、
薬
師
如
来
の
教
え
が
あ
る
、
い
ろ
い
ろ
な
諸
仏
菩
薩
の
教
え
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
教
え

は
、
全
て
久
遠
の
釈
尊
の
教
え
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
久
遠
の
釈
尊
の
教
え
に
帰
結
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

第
三
番
目
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
世
界
は
永
遠
不
滅
で
あ
る
。
こ
れ
は
浄
土
と
い
い
ま
す
。
土
と
い
う
の
は
場
所
の
こ
と
で
す
。
久
遠
の

釈
尊
の
世
界
は
、
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
浄
土
で
あ
る
。
こ
れ
を
永
遠
の
救
い
の
世
界
と
い
い
ま
す
。

お
自
我
偈
に
説
か
れ
た
世
界
こ
そ
真
実
の
浄
土
で
あ
る
、
真
実
の
救
い
の
世
界
で
あ
る
。

人
が
い
る
と
い
う
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
場
所
が
な
け
れ
ば
人
は
存
在
で
き
ま
せ
ん
。
我
々
の
存
在
は
、
こ
の
後
も
出
て
ま

い
り
ま
す
が
、
時
間
と
空
間
を
も
っ
て
い
ま
す
。
居
る
と
い
う
の
は
場
所
が
な
け
れ
ば
居
れ
ま
せ
ん
。
居
る
と
い
う
の
は
、
今
と
い
う
時

間
が
な
け
れ
ば
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
時
間
と
空
間
の
中
に
存
在
が
あ
り
ま
す
。

存
在
を
、
存
在
た
ら
し
め
る
一
つ
の
条
件
、
そ
れ
が
土
、
場
所
で
す
。
土
と
い
う
の
は
場
所
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

仏
様
の
居
ら
れ
る
場
所
の
こ
と
を
浄
土
と
言
っ
て
い
ま
す
。
浄
と
は
き
よ
ら
か
と
い
う
意
味
で
す
。

法
華
経
で
は
、
我
々
の
住
ん
で
い
る
世
界
を
娑
婆
世
界
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
現
実
の
世
界
で
す
ね
。
我
々
の
住
ん
で
い
る
こ
の
現



─ ─

実
社
会
、
こ
れ
が
即
ち
仏
様
の
浄
土
だ
と
法
華
経
で
は
説
い
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

娑
婆
と
は
忍
耐
す
る
場
所
で
す
ね
。
忍
土
と
言
い
ま
す
。
忍
耐
、
耐
え
忍
ぶ
。
耐
え
忍
ぶ
場
所
と
い
う
こ
と
で
す
。

何
故
堪
え
忍
ぶ
の
か
と
い
う
と
、
諸
々
の
苦
難
が
あ
る
か
ら
で
す
。
我
々
の
住
ん
で
い
る
こ
の
社
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
み
ん
な
が
自
分
の

欲
望
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
欲
望
と
欲
望
と
が
ぶ
つ
か
り
合
い
ま
す
。
欲
望
は
個
人
の
問
題
も
あ
る
し
社
会
の
問
題
も
あ
る
。
集
団
も

あ
り
ま
す
し
、
国
も
あ
り
ま
す
し
、
何
々
地
域
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
色
々
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
、
要
望
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

れ
が
ぶ
つ
か
り
合
い
ま
す
。
必
ず
し
も
全
て
が
満
足
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
お
互
い
に
そ
れ
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
忍
土
と
言
っ
て
い
ま
す
。

我
々
の
欲
望
に
満
ち
た
こ
の
世
界
、
そ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
仏
様
の
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
自
我
偈
に
説
か
れ
て
い
る
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
浄
土
が
、
永
遠
の
お
釈
迦
様
が
ま
し
ま
す
場
所
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
永
遠
の
仏
様
に
よ
っ
て
救
い
取

ら
れ
て
い
く
我
々
が
住
む
場
所
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
真
実
の
救
い
の
世
界
、
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い

ま
す
。

そ
れ
で
は
死
後
ど
う
な
り
ま
す
か
。
今
生
き
て
い
る
こ
の
浄
土
と
、
死
ん
だ
後
の
浄
土
は
ど
う
な
り
ま
す
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
の
考
え
方
、
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
の
浄
土
の
受
け
止
め
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
娑
婆
世
界
が
永
遠
の
浄
土

で
す
。
そ
し
て
、
死
後
に
仏
様
の
と
こ
ろ
に
往
く
。
専
門
用
語
で
は
往
詣
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
様
の
と
こ
ろ
に

往
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
こ
こ
に
い
る
浄
土
、
そ
し
て
死
後
に
往
く
浄
土
で
す
。
我
々
が
生
き
て
い
る
間
に
い
る
浄
土
と
、
そ
れ
か
ら

死
後
に
往
く
浄
土
と
は
同
じ
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
我
々
の
相
対
的
・
物
質
的
な
こ
の
社
会
の
中
で
は
、
居
る
と
い

う
こ
と
と
往
く
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
と
考
え
ま
す
け
ど
も
、
何
処
に
往
く
と
い
う
と
、
そ
れ
は
仏
様
の
理
想
の
世
界
で
す
。
理
想
の
世

界
と
は
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
こ
こ
に
も
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
宇
宙
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
こ
の
娑
婆
世
界
が
浄
土
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
仏
様
を
信
仰
し
な
く
と
も
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま



─ ─

す
け
ど
も
、
こ
の
娑
婆
世
界
が
本
当
に
浄
土
と
な
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
我
々
が
仏
様
の
教
え
を
信
じ
て
、
仏

様
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
す
。
仏
様
と
一
体
化
す
る
と
い
う
の
は
仏
様
の
お
心
に
我
々
が
帰
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
帰
入
と
は
入
り

込
む
こ
と
で
す
ね
。
仏
様
の
心
に
我
々
が
入
り
込
ん
で
、
仏
様
と
一
体
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
娑
婆
の
浄
土
が
出
現
す
る
の
で

す
。
仏
様
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
全
て
の
こ
の
世
界
は
浄
土
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
浄
土
を
我
々
に
と
っ
て
本
当
の
浄
土
と
す
る
の

は
、
我
々
自
身
が
仏
様
に
対
し
て
信
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
日
蓮
聖
人
は
、
本
時
の
娑
婆
世
界
と
仰
っ
た
の
で
す
。
本
と
い
う
字
は
、
皆
様
ご
存
知
の
よ
う
に
、
例
え
ば
、
三
大
秘
法
は
本

門
の
本
尊
で
す
。
本
と
い
う
字
が
つ
い
て
ま
す
。
本
と
は
久
遠
と
い
う
意
味
で
す
。
永
遠
、
或
い
は
絶
対
と
か
、
今
の
言
葉
で
い
え
ば
本

物
と
か
で
す
ね
、
そ
ん
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
時
と
い
う
の
は
、
久
遠
釈
尊
の
本
当
の
時
間
と
い
う
意
味
で

す
。
久
遠
釈
尊
の
本
当
の
時
間
と
は
、
仏
様
と
我
々
が
一
体
化
し
た
時
間
で
す
。
仏
様
の
慈
悲
の
世
界
と
我
々
の
信
仰
と
が
一
体
と
な
っ

た
、
合
致
し
た
世
界
、
こ
れ
を
本
時
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
永
遠
の
救
い
が
成
就
す
る
。
そ
う
す
る
と
現
在
も
過
去
も
未
来
も
な
い
、
永
遠
の
時
間
が
そ
こ
に
実
現
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
歴
史
的
時
間
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
感
応
の
時
間
で
す
。
感
応
と
い
う
の
は
、
信
仰
者
が
仏
様
に
信
心
を
捧
げ
、
仏
様
が
我
々

に
対
し
て
慈
悲
の
救
い
を
垂
れ
て
く
だ
さ
る
、
そ
う
い
う
、
仏
様
と
我
々
と
が
ま
さ
し
く
心
を
通
わ
せ
た
こ
と
。
そ
う
い
う
時
間
、
こ
れ

が
本
時
と
い
う
時
間
で
す
。

で
す
か
ら
そ
の
宗
教
的
時
間
の
中
で
は
、
全
て
の
時
間
が
そ
こ
に
包
括
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
宗
教
的
な
救
い
が
実
現
す
る
。
こ
れ

が
場
所
で
い
え
ば
、
本
時
の
娑
婆
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

少
し
説
明
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
永
遠
不
滅
の
浄
土
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思

い
ま
す
。

お
自
我
偈
は
、
今
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
様
の
永
遠
性
を
説
く
と
い
う
こ
と
が
中
心
な
の
で
す
け
ど
も
、
仏
が
永
遠
で
あ
る



─ ─

と
い
う
こ
と
は
、
仏
様
の
教
え
が
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
仏
様
が
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
様
の
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る

場
所
が
永
遠
で
あ
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
様
が
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
え
が
永
遠
で
あ
る
、
場
所
が
永
遠
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
次
に
入
り
ま
す
。
久
遠
の
釈
尊
の
救
い
は
一
切
に
及
ぶ
。
永
遠
の
時
間
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
。
無
限
の
空
間
、
如
何
な
る

場
所
に
お
い
て
も
。
久
遠
の
釈
尊
は
、
普
く
一
切
を
救
い
取
る
。
永
遠
の
命
を
持
つ
仏
様
が
、
永
遠
の
教
え
を
お
説
き
に
な
り
、
そ
し

て
、
永
遠
の
浄
土
を
お
示
し
く
だ
さ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
仏
様
に
よ
る
救
い
は
、
永
遠
の
救
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

永
遠
と
い
う
の
は
、
時
間
と
空
間
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
過
去
永
遠
、
未
来
永
遠
。
過
去
に
お
い
て
も
現
在
に
お
い
て
も

未
来
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
過
去
現
在
未
来
と
は
、
過
去
世
、
現
在
世
、
未
来
世
と
言
っ
て
、
仏
教
で
は
三
世
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
過
去
現
在
未
来
、
即
ち
い
つ
の
時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ
て
も
、
ど
こ
の
場
所
に
生
ま
れ
合
わ
せ
て
も
、
仏
様
は
、
普
く
一
切
の

人
々
を
救
い
取
っ
て
く
だ
さ
る
、
こ
れ
が
救
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

即
ち
、
お
自
我
偈
に
説
か
れ
た
救
い
こ
そ
真
実
の
救
い
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
で
、
だ
い
た
い
、
お
自
我
偈
の
大
切
な
意
味
が
ご
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
仏
様
、
教
え
、
浄
土
、
救
い
、
で
す
ね
。
こ

の
四
点
が
お
お
ま
か
に
言
え
ば
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
大
切
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
あ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
設
問
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
。

の
２
に
入
り
ま
す
。
お
自
我
偈
に
説
か
れ
て
い
る
久
遠
の
釈
尊
と
は
。
今
度
は
、
仏
様
に
つ
い
て
の
質
問
で
す
。

歴
史
上
の
釈
尊
が
久
遠
の
釈
尊
、
と
い
う
の
が
答
え
で
す
。
こ
こ
が
大
切
な
の
で
す
。
歴
史
上
の
釈
尊
が
、
私
は
久
遠
の
仏
で
す
と

仰
っ
た
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

他
の
経
典
で
も
そ
れ
ぞ
れ
、
例
え
ば
、
仏
様
が
私
は
永
遠
で
あ
り
ま
す
、
と
説
か
れ
て
い
る
経
典
は
沢
山
あ
り
ま
す
。
法
華
経
は
歴
史

上
の
釈
尊
が
、
私
は
永
遠
で
す
と
仰
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
他
の
経
典
と
の
違
い
で
す
。
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お
自
我
偈
の
中
で
は
、
歴
史
上
の
釈
尊
が
、
自
ら
、
我
が
身
が
そ
の
ま
ま
久
遠
の
仏
で
あ
る
、
と
説
か
れ
た
。
歴
史
上
の
釈
尊
は
有
限

の
存
在
で
す
。
有
限
の
釈
尊
が
、
そ
の
ま
ま
、
無
限
の
存
在
だ
と
仰
っ
た
の
で
す
。
有
限
が
無
限
だ
と
言
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を

持
つ
か
。
歴
史
上
の
釈
尊
は
、
肉
体
を
持
っ
た
仏
様
で
す
。
肉
体
を
持
っ
た
仏
様
と
い
う
の
は
、
人
間
の
姿
を
も
っ
て
現
れ
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
人
間
の
姿
を
持
っ
て
現
れ
た
と
い
う
の
は
、
当
然
、
姿
を
持
つ
も
の
は
必
ず
い
つ
か
滅
す
る
わ
け
で
す
か

ら
、
有
限
で
す
。
生
ま
れ
、
死
ぬ
。
生
死

し
ょ
う
じ

を
現
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
有
限
で
す
。
歴
史
上
の
仏
様
は
、
人
々
と
時
間
と
空
間
と
を
共
有

さ
れ
ま
す
。
人
々
と
共
に
生
き
る
。
人
々
と
共
に
生
活
す
る
。
人
々
と
共
に
生
き
る
と
は
、
人
々
の
生
活
に
即
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
仏
様
は
、
慈
悲
の
救
済
活
動
を
な
さ
い
ま
す
。
単
に
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
仏
様
が
私
は
永
遠
に
救
う
と

言
っ
て
る
の
で
は
な
く
て
、
実
際
に
こ
の
世
に
現
れ
た
仏
様
が
、
そ
の
肉
体
を
も
っ
て
救
済
活
動
を
行
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
そ
し
て
、
慈
悲
を
実
践
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

久
遠
の
釈
尊
は
無
限
の
存
在
で
す
。
無
限
の
存
在
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
当
然
、
永
遠
の
仏
様
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
永
遠
の
仏
様
は
永
遠
に
人
々
と
時
間
と
空
間
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
仏
様
が
肉
体
を
持
た
な
い
場
合
は

架
空
で
す
よ
ね
。
お
自
我
偈
の
仏
様
は
、
永
遠
の
仏
様
が
、
肉
体
を
も
っ
て
、
人
々
と
共
に
生
活
を
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
無
限
の
釈
尊
が

そ
の
ま
ま
有
限
の
存
在
と
し
て
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
々
を
救
う
た
め
に
、
無
限
の
釈
尊
が
有
限
の
釈
尊
と
し
て
現
れ
た
。

仏
様
は
、
大
き
く
言
う
と
、
三
つ
の
側
面
を
お
持
ち
に
な
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
仏
と
い
う
の
か
と
い
う
と
、
仏
と
い
う
の
は
、
ご
存

知
の
通
り
仏
陀
の
こ
と
で
す
。
仏
陀
と
は
、
覚
者
で
す
。
覚
者
と
は
目
覚
め
た
人
、
悟
っ
た
人
と
い
う
意
味
で
す
。
目
が
覚
め
た
人
。
仏

陀
と
は
目
が
覚
め
た
人
で
す
。
何
故
目
が
覚
め
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
真
理
を
悟
っ
た
か
ら
、
自
分
自
身
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
普

遍
的
真
理
を
悟
っ
た
の
で
す
。
仏
様
は
普
遍
的
真
理
で
す
。
普
遍
的
真
理
と
い
う
の
は
、
時
代
が
変
わ
っ
た
か
ら
変
わ
る
と
か
、
場
所
が

変
わ
っ
た
か
ら
変
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
変
わ
る
こ
と
の
な

い
も
の
で
す
。
普
遍
的
真
理
を
お
悟
り
に
な
っ
た
。
で
す
か
ら
、
仏
陀
と
い
わ
れ
て
い
る
。
仏
陀
は
目
覚
め
た
人
で
す
。
如
来
と
い
う
の
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は
如
か
ら
来
た
人
で
す
。
如
と
は
真
如
で
す
。
真
如
が
来
た
。
こ
れ
が
如
来
で
す
。
真
如
と
い
う
の
は
、
今
の
言
葉
で
は
真
理
と
言
っ
て

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
言
え
ば
違
う
。
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
、
人
間
の
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
世
界
で
す
。
妙

な
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
真
如
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
は
、
仏
様
は
普
遍
的
真
理
で
す
。
普
遍
的
真
理
は
今
言
っ
た
よ
う
に
時
空
を

乗
り
越
え
ま
す
。
時
間
空
間
を
乗
り
越
え
ま
す
か
ら
、
こ
れ
が
永
遠
性
な
の
で
す
。
仏
様
の
永
遠
と
い
う
の
は
真
理
性
な
の
で
す
。
仏
様

は
真
理
だ
か
ら
永
遠
な
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
次
に
修
行
と
結
果
の
仏
様
で
す
。
仏
様
は
目
覚
め
ら
れ
た
。
ど
う
し
て
目
覚
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
普
通
は
、
修
行
を

し
て
、
そ
の
結
果
目
覚
め
ら
れ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
修
行
し
て
目
覚
め
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
れ
を
、
因
と
果
と

言
っ
て
る
の
で
す
。
宇
宙
は
全
て
こ
の
因
果
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
流
れ
で
す
ね
。
結
果
を
生
む
も
の
が
因
で
す
。
で
す

か
ら
、
必
ず
因
か
ら
果
へ
と
移
り
ま
す
、
因
が
あ
っ
て
果
が
あ
る
の
で
す
。

果
を
仏
様
と
す
る
な
ら
ば
悟
り
に
至
る
修
行
が
因
で
す
。
最
も
こ
の
世
の
中
で
尊
い
結
果
が
、
仏
に
な
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
は

仏
教
の
価
値
観
で
す
。
仏
教
の
価
値
観
で
最
も
尊
い
結
果
は
、
仏
に
な
る
こ
と
で
す
ね
。
皆
様
も
ご
回
向
な
さ
る
時
に
、
仏
果
と
い
う
言

葉
を
お
使
い
に
な
る
。
仏
果
と
は
仏
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
、
仏
に
な
る
た
め
に
は
仏
に
な
る
た
め
の
原
因
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
因
で
す
。
原
因
と
は
修
行
で
す
。
修
行
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
歴
史
上
の
お
釈
迦
様
も
修
行
を
な
さ
っ

て
、
菩
提
樹
と
い
う
木
の
も
と
で
悟
り
を
お
開
き
に
な
っ
た
。
修
行
を
し
て
、
そ
の
結
果
仏
に
な
る
。
そ
れ
が
因
果
で
す
。

で
す
か
ら
仏
様
は
、
修
行
と
結
果
を
同
時
に
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
仏
様
は
仏
と
な
る
た
め
の
原
因
と
し
て
の
修
行
の
功

徳
を
常
に
も
っ
て
お
ら
れ
る
。

修
行
と
結
果
と
い
う
こ
と
は
、
仏
様
の
一
般
論
と
し
て
の
話
で
す
。

お
自
我
偈
に
説
か
れ
て
い
る
久
遠
の
釈
尊
は
、
久
遠
の
修
行
と
、
久
遠
の
仏
様
と
し
て
の
果
徳
と
を
同
時
に
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
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そ
れ
は
我
々
に
は
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
原
因
が
あ
っ
て
結
果
が
あ
る
、
と
言
え
ば
我
々
に
も
理
解
で
き
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
し
た
か
ら
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
も
理
解
で
き
る
の
で
。
と
こ
ろ
が
久
遠
の
仏
様
は
、
久
遠

の
原
因
と
久
遠
の
結
果
を
同
時
に
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
久
遠

の
釈
尊
は
い
つ
仏
に
な
っ
た
の
で
す
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
仏
に
な
っ
た
と
い
う
始
ま
り
が
あ
れ
ば
分
か
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
先
程
か
ら
申
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
久
遠
の
仏
様
は
、
歴
史
上
の
仏
様
で
あ
り
な
が
ら
、
久
遠
の
仏
様
で
す
よ
、
と
仰
っ

た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
久
遠
の
仏
様
は
い
つ
仏
様
に
な
っ
た
の
か
。
実
は
、
久
遠
の
過
去
か
ら
仏
様
な
の
で
す
。
久
遠
の
過
去
か
ら

仏
様
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
仏
に
な
っ
た
と
い
う
始
ま
り
は
な
い
の
で
す
。
始
ま
り
が
な
い
の
に
ど
う
し
て
仏
に
な
っ
た
の
、
と
私
達
は

考
え
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
原
因
が
あ
っ
て
仏
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
原
因
が
な
い
の
に
ど
う
し
て
仏
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

そ
れ
は
本
来
、
仏
な
の
で
す
。
こ
の
宇
宙
の
真
理
、
そ
の
真
理
そ
の
も
の
が
仏
様
な
の
で
す
。
久
遠
の
仏
様
は
い
つ
仏
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
自
我
偈
に
説
か
れ
る
仏
様
で
す
。
始
ま
り
が
な
い
な
ら
因
と
は
何
か
。
修
行
と
は
何
か
。
始
ま

り
の
な
い
仏
様
が
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
向
か
っ
て
修
行
な
さ
っ
て
る
の
で
す
。
そ
れ
が
仏
様
の
修
行
で
す
。
だ
か
ら
、
普

通
の
概
念
で
は
も
う
理
解
が
で
き
な
い
の
で
す
。
即
ち
、
永
遠
の
仏
で
あ
り
つ
つ
、
永
遠
に
修
行
を
し
つ
つ
あ
る
、
こ
れ
が
久
遠
の
釈
尊

で
す
。

で
は
久
遠
の
釈
尊
は
ど
ん
な
修
行
を
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
お
経
の
一
番
最
後
に
出
て
い
ま
す
よ
う
に
、
毎
自
作
是
念

で
す
。
常
に
自
ら
こ
の
念
を
な
す
、
と
い
う
修
行
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
全
て
の
人
に
仏
身
を
成
就
せ
し
め
た
い
と
い
う
修
行
を
な
さ
っ

て
る
。
即
ち
、
全
て
の
人
々
を
救
い
摂と

る
と
い
う
修
行
を
、
仏
様
は
永
遠
に
な
さ
っ
て
る
の
で
す
。
そ
れ
が
仏
様
の
修
行
な
の
で
す
。
そ

う
い
う
因
と
果
、
修
行
と
結
果
と
い
う
も
の
が
、
仏
様
の
意
味
と
し
て
あ
り
ま
す
。

三
つ
目
が
慈
悲
の
実
践
で
す
。
慈
悲
の
実
践
と
い
う
の
は
、
釈
尊
は
永
遠
の
修
行
を
な
さ
っ
て
、
永
遠
に
私
達
を
お
救
い
く
だ
さ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
具
体
的
に
身
を
以
て
お
示
し
に
な
っ
た
の
が
、
歴
史
上
の
釈
尊
で
す
。
こ
れ
が
、
無
限
の
釈
尊
が
有
限
の
釈
尊
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と
し
て
現
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

仏
様
は
、
こ
の
三
つ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
我
々
の
前
に
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
有
限
の
仏
が
無
限
で
あ
り
、
無
限

の
仏
が
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
も
そ
も
、
無
限
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
我
々
は
有
限
の
存
在
で
す
か
ら
。
頭
の

中
で
は
、
な
に
か
分
か
っ
て
る
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
本
当
に
は
分
か
ら
な
い
。

例
え
ば
、
我
々
の
知
ら
な
い
世
界
が
あ
り
ま
す
ね
。
人
間
が
ま
だ
解
明
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
単
純
に
い
え
ば
こ
の
上

に
何
が
あ
り
ま
す
か
。
空
が
あ
る
。
空
の
向
こ
う
は
何
で
す
か
。
さ
ら
に
そ
の
先
は
ど
う
な
ん
だ
。
ま
た
そ
の
先
は
ど
う
な
ん
で
す
か
、

と
質
問
し
て
い
く
と
、
や
が
て
、
そ
こ
ま
で
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
な
い
よ
と
な
り
ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
何
か
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
、
で
も
ど
う
な
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
。
昔
の
人
の
中
に
は
地
球
は
四
角
だ
と
思
っ
た
人
も
い
た
。
地
球
を
一
周
し
た
人
が
い
て
、

地
球
は
丸
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
地
球
は
分
か
っ
て
も
そ
の
先
そ
の
先
と
追
求
し
て
い
く
と
分
か
ら
な
い
。
永
遠
と
い
う
こ
と
は

私
達
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら
一
億
年
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
今
か
ら
一
億
年
後
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
っ
て
も
、
想
像
は
で

き
る
か
も
知
れ
な
い
、
或
い
は
科
学
的
根
拠
の
あ
る
部
分
は
説
明
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
か
ど
う
か
は
分

か
ら
な
い
。
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
世
界
で
す
ね
。

と
い
う
ふ
う
に
、
無
限
な
る
も
の
は
私
達
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
久
遠
の
仏
の
世
界
な
の
で
す
。

そ
も
そ
も
、
仏
教
を
、
我
々
が
理
解
し
よ
う
と
い
う
こ
と
じ
た
い
が
限
界
な
の
で
す
。
我
々
が
仏
教
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

す
。
限
界
と
言
え
ば
身
も
蓋
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
我
々
が
出
来
る
範
囲
で
一
所
懸
命
頑
張
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
何
の
た
め
に
し
て
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
私
達
が
、
本
当
の
私
達
と
し
て
生
き
る
た
め
で
す
。
私
達
が
、
本
当
の
自
分
の

命
を
見
出
し
て
、
本
当
に
自
分
自
身
と
し
て
生
き
る
た
め
に
は
、
仏
様
に
尋
ね
る
し
か
な
い
。
仏
様
の
世
界
に
自
分
の
生
き
る
こ
と
の
正

し
い
道
を
感
じ
る
か
ら
で
す
。
尋
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
解
決
が
得
ら
れ
た
と
思
う
人
も
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い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
本
当
の
解
決
だ
っ
た
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
生
を
私
達
は
歩
ん
で
い

ま
す
。

久
遠
と
い
う
こ
と
が
も
し
分
か
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
信
心
で
す
。
久
遠
と
は
信
心
で
す
。
信
心
が
な
け
れ
ば
久
遠
の
仏
様
は
分
か
ら

な
い
の
で
す
。
久
遠
の
仏
様
は
永
遠
仏
で
す
。
永
遠
仏
を
信
じ
る
、
永
遠
の
救
い
を
信
じ
る
、
と
い
う
の
は
、
私
達
自
身
が
、
永
遠
の
仏

様
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
喜
び
の
中
に
生
き
て
い
な
い
限
り
分
か
ら
な
い
。

日
蓮
聖
人
が
本
門
の
本
尊
、
本
門
の
題
目
、
本
門
の
戒
壇
と
言
わ
れ
た
本
門
の
世
界
は
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
信
仰
の
世
界
で
す
。
信
心

で
な
け
れ
ば
本
門
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
も
し
分
か
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
頭
の
中
で
分
か
っ
た
だ
け
で
す
。
観
念
的
に
分
か
っ
た
だ

け
で
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
の
身
体
で
分
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
本
門
、
即
ち
久
遠
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
次
に
、
良
医
の
譬
え
に
入
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
皆
様
、
寿
量
品
を
お
読
み
に
な
れ
ば
出
て
く
る
こ
と
で
す
の
で
、
ご
存

知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

良
医
と
は
良
い
お
医
者
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
華
経
が
成
立
し
た
時
に
は
お
医
者
さ
ん
が
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

法
華
経
の
成
立
は
、
だ
い
た
い
紀
元
五
〇
年
か
ら
一
五
〇
年
く
ら
い
の
間
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
様
が
お
生
ま
れ

に
な
っ
て
後
、
五
〇
年
か
ら
一
五
〇
年
く
ら
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
は
も
っ
と
古
い
の
で
す
。
仏
教
は
今
か
ら
約
二
五
〇
〇
年
程
前

で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
が
始
ま
っ
て
約
五
〇
〇
年
か
ら
六
〇
〇
年
く
ら
い
を
経
過
し
て
、
法
華
経
が
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
頃
、
す
で
に
お
医
者
さ
ん
が
い
た
の
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
お
経
の
中
に
は
長
者
が
出
て
き
ま
す
か
ら
、
お
金
持
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
も
分
か
る
の
で
す
。

お
医
者
さ
ん
が
お
父
さ
ん
で
あ
り
、
そ
の
お
医
者
さ
ん
の
子
供
が
我
々
で
あ
る
、
と
い
う
譬
え
話
が
出
て
来
ま
す
。
良
医
は
仏
様
、
真

実
の
仏
様
で
す
。
ど
う
し
て
真
実
の
仏
様
か
と
い
う
と
、
こ
の
父
親
な
る
お
医
者
さ
ん
は
、
子
供
に
、
お
父
さ
ん
は
死
ん
だ
よ
、
と
示
し

て
お
き
な
が
ら
、
実
に
は
生
き
て
い
た
。
死
ん
だ
父
は
生
き
て
い
た
、
と
い
う
話
が
出
て
来
ま
す
。
真
実
の
仏
様
は
死
な
な
い
の
で
す
。
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死
ん
だ
と
見
せ
か
け
る
け
れ
ど
も
死
な
な
い
。

良
医
の
子
供
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
久
遠
の
愛
子
で
す
。
こ
れ
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
お
自
我
偈
の
中
で
仏
様
は
久
遠
の
仏
様

だ
と
い
う
こ
と
を
明
か
さ
れ
ま
す
。
久
遠
の
仏
様
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
父
が
久
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
そ

の
子
供
も
久
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
父
子
久
遠
と
言
っ
て
い
ま
す
。
父
が
久
遠
で
あ

れ
ば
そ
の
子
も
久
遠
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
の
久
遠
の
愛
子
で
す
。
一
切
の
人
々
は
、
仏
様
の
愛
し
い
子
供
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
こ
れ
が
、
父
子
久
遠
と
い
う
こ
と
で
す
。

良
薬
は
薬
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
の
最
上
の
教
え
、
題
目
・
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
こ
れ
が
真
実
の
教
え
で
す
。
全
て
の
教
え
は
、
法
華
経

に
帰
結
し
、
法
華
経
の
教
え
は
お
題
目
に
帰
結
す
る
。
そ
の
お
題
目
の
こ
と
を
、
寿
量
品
で
は
良
薬
と
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
良
い

薬
。
こ
の
薬
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
題
目
の
救
い
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
久
遠
の
釈
尊
の
救
い
に
預
か
る
こ
と
が
で
き

る
。そ

の
次
が
、
父
の
死
。
仏
様
の
ご
入
滅
を
表
す
。
歴
史
上
の
釈
尊
の
ご
入
滅
で
す
。
そ
れ
は
、
お
父
さ
ん
が
、
毒
を
飲
ん
で
苦
し
ん
で

い
る
子
供
を
救
う
た
め
で
す
。
私
は
用
事
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
旅
に
出
て
、
旅
先
か
ら
使
い
の
人
が
や
っ
て
来
て
、
あ
な
た
の
お
父
さ

ん
は
旅
先
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
よ
、
と
告
げ
た
。
こ
れ
が
父
の
死
で
す
。
と
こ
ろ
が
本
当
は
死
ん
で
は
い
な
く
て
、
お
父
さ
ん

は
や
が
て
帰
っ
て
き
ま
す
。

ど
う
し
て
お
父
さ
ん
は
自
分
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
使
い
を
遣
わ
し
て
子
供
に
告
げ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
父
親
が
い
れ
ば
、

子
供
は
い
つ
ま
で
も
父
親
に
頼
っ
て
、
そ
し
て
い
つ
か
お
父
さ
ん
が
自
分
の
病
気
を
治
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
う
。
自
分

で
飲
む
、
自
分
で
薬
を
飲
む
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
自
分
で
服
薬
し
な
い
。
自
分
に
目
覚
め
な
い
で
、
い
つ
ま
で
も
怠
惰
な
心
を
起
こ

し
、
依
存
心
が
強
く
て
、
お
父
さ
ん
が
な
ん
と
か
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
誡
め
る
た

め
に
、
お
父
さ
ん
は
も
う
い
な
い
ん
だ
よ
と
、
頼
る
べ
き
人
は
い
な
い
ん
だ
よ
と
い
っ
て
自
覚
さ
せ
る
。
お
経
に
は
、
孤
露
に
し
て
恃
怙



─ ─

な
し
と
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
孤
露
と
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
す
。
恃
怙
は
頼
る
べ
き
人
が
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
頼
る
べ
き
人
が

い
な
く
て
、
も
う
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
救
っ
て
く
れ
る
人
は
医
者
の
お
父
さ
ん
だ
か
ら
、
お
父
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た

こ
と
を
、
孤
独
だ
と
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
だ
と
言
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
目
覚
め
て
、
お
父
さ
ん
が
残
し
て
お
い
て
く
れ
た
薬
を
飲
む
。

そ
し
た
ら
毒
病
が
治
る
。
そ
こ
へ
お
父
さ
ん
が
帰
っ
て
く
る
。

そ
の
次
が
親
子
の
対
面
で
す
。
仏
様
と
衆
生
と
の
一
体
性
、
父
と
そ
の
子
供
と
の
永
遠
性
、
真
実
の
救
い
、
真
実
の
浄
土
が
そ
こ
に
説

か
れ
ま
す
。
即
ち
、
父
は
死
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
不
滅
の
父
で
す
。
死
と
い
う
こ
と
を
告
げ
て
お
き
な
が
ら
、
本
当
は
死
ん
で
い
な

か
っ
た
。
不
滅
の
父
。
そ
れ
が
、
不
滅
の
仏
様
。
仏
様
は
生
ず
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な
い
と
日
蓮
聖
人
は
仰
っ
て
い
ま
す
。
父
が
不

滅
で
あ
れ
ば
、
そ
の
子
供
も
ま
た
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

我
々
は
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
、
肉
体
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
み
な
有
限
で
す
。
肉
体
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
皆
、
有
限
で

す
。
こ
の
有
限
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
有
限
の
中
に
永
遠
が
あ
る
。
有
限
の
、
歴
史
上
の
釈
尊
が
、
永
遠
を
お
示
し

に
な
っ
た
。
我
々
が
そ
の
仏
様
に
信
心
帰
入
す
る
と
、
我
々
も
ま
た
そ
の
仏
様
の
永
遠
の
愛
子
と
な
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
感
応
で
す
。
宗

教
的
救
い
が
実
現
す
る
の
で
す
。
物
質
的
な
救
い
で
は
な
い
。
立
派
な
家
を
も
っ
て
い
る
と
か
、
経
済
的
な
悩
み
は
な
い
と
か
、
そ
う
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
的
な
救
い
で
す
。
宗
教
的
な
喜
び
の
中
に
救
い
を
見
出
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
が
、
親
子
の
対
面
、

仏
様
と
衆
生
と
の
永
遠
性
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

次
に
質
問
の
三
番
目
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
と
は
ど
の
よ
う
な
仏
様
か
。

こ
れ
は
繰
り
返
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
答
え
は
、
永
遠
の
命
を
も
っ
た
仏
様
で
す
。
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
向
か
っ
て
、
常

に
ま
し
ま
す
仏
様
。

常
に
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
仏
様
が
常
に
い
れ
ば
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
仏
様
が
常
に
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、

我
々
と
共
に
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
に
寄
り
添
っ
て
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
私
達
に
と
っ
て
、
仏
様
が
ま
し
ま
す
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こ
と
の
意
義
な
の
で
す
。
仏
様
が
た
だ
長
生
き
し
て
、
永
遠
に
生
き
て
い
る
だ
け
で
は
我
々
に
と
っ
て
意
味
が
な
い
の
で
す
。
仏
様
が
永

遠
で
あ
る
こ
と
は
、
我
々
を
お
救
い
く
だ
さ
る
か
ら
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
常
に
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
、
永
遠
の
救

い
が
実
現
し
ま
す
。
即
ち
、
永
遠
の
仏
様
が
、
永
遠
の
救
い
を
実
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
向
か
っ
て
、
私
達
と
深
い
因
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
仏
様
。
私
た
ち
の
真
実
の
父
。
先
程
、
父
子
の
久

遠
と
い
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
父
子
の
久
遠
の
結
縁
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
久
遠
の
結
縁
と
は
、
永
遠
の
過
去
か
ら
、
我
々

は
仏
様
と
親
子
の
縁
を
結
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
覚
え
は
な
い
、
と
言
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
仏
様
が

永
遠
の
過
去
か
ら
仏
様
で
あ
っ
た
そ
の
時
点
か
ら
、
我
々
は
仏
様
と
永
遠
の
結
縁
を
し
て
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
切
の
人
々
は
、

普
く
仏
様
の
子
供
と
し
て
、
本
来
存
在
し
て
る
の
で
す
。
我
々
は
既
に
仏
様
の
子
供
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
先
程
の
浄
土
の
話
と
全
く
同
じ
で
、
永
遠
の
結
縁
を
し
て
、
我
々
は
仏
の
子
供
で
あ
る
な
ら
、
も
う
別
に
仏
に
な
る
努
力
を

し
な
く
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
も
う
仏
の
子
供
な
の
だ
か
ら
成
仏
し
て
い
る
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
は
仏
様
の
救
い
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
全
て
仏
の
子
供
、
こ
の
世
の
中
は
全
て
仏
様
の
世
界
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
本
当
に
、

我
々
が
仏
の
子
供
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
我
々
の
信
心
の
あ
り
よ
う
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
我
々
に
と
っ
て
の
、
我
々
が
仏
の
子
供

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
実
現
は
、
仏
様
の
お
心
に
か
な
っ
た
信
心
を
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
を
通
し
て
初
め
て
我
々
は
、
仏
様
の
子

に
な
る
の
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
仏
様
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
道
理
と
、
我
々
の
実
際
生
き
て
い
く
上
で
の
現
実
と
の
違
い
な

の
で
す
。
我
々
は
も
う
仏
様
の
子
だ
か
ら
と
胡
座
を
か
い
て
し
ま
い
ま
す
と
、
そ
の
時
点
で
堕
落
し
ま
す
。
大
乗
仏
教
が
堕
落
す
る
の
は

全
く
こ
の
こ
と
で
す
ね
。
大
乗
仏
教
が
堕
落
す
る
の
は
、
こ
の
世
の
中
は
全
て
仏
の
世
界
だ
と
か
、
我
々
も
仏
の
子
供
だ
、
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
、
そ
こ
で
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
停
止
し
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
は
仏
の
子
供
だ
か
ら
何
を
し

て
も
仏
の
子
供
だ
と
い
う
こ
と
で
悪
の
肯
定
が
始
ま
る
の
で
す
。

悪
の
肯
定
と
い
う
の
は
、
人
間
は
本
来
、
怠
惰
な
生
き
物
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
楽
な
ほ
う
へ
、
楽
な
ほ
う
へ
と
身
を
落
と
し
て
い
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く
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、
こ
れ
は
仏
様
の
仕
業
で
あ
る
と
、
或
い
は
暴
力
を
振
る
っ
た
の
は
仏
様
の
子
供

だ
、
と
い
う
よ
う
に
肯
定
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
も
う
完
全
に
、
仏
教
が
堕
落
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
即
ち
仏

様
の
教
え
か
ら
離
脱
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
、
仏
様
の
教
え
を
受
け
止
め
る
我
々
の
心
掛
け
の
問
題
な
の
で
す
。
そ
れ
は
仏
様
の
責
任
で
は
な
く
て
、
仏
様
の
教
え
を
受
け

止
め
る
我
々
の
誤
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

お
経
に
は
、
獅
子
身
中
の
虫
と
出
て
来
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
し
ょ
う
ね
。
獅
子
と
い
う
の
は
ラ
イ
オ
ン
で
す

ね
。
ラ
イ
オ
ン
の
身
体
の
中
の
虫
の
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
、
ラ
イ
オ
ン
は
百
獣
の
王
で
す
か
ら
ど
ん
な
獣
に
も
勝
つ
け
れ
ど
も
、
お
腹

の
中
に
い
る
虫
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
の
で
す
。

そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
仏
教
と
い
う
偉
大
な
る
教
え
を
、
仏
教
の
教
え
を
信
仰
し
て
る
者
、
仏
教
者
が
破
壊
し
て
し
ま
う
、
仏
教
を
倒
し

て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
正
し
く
仏
の
教
え
を
理
解
し
な
い
と
、
誤
っ
て
仏
様
の
教
え
を
信
受
し

弘
め
仏
教
を
倒
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
、
仏
教
の
在
り
方
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
常
に
、
仏
様
の
本
意
に
帰
る
と

い
う
努
力
を
し
な
い
と
、
仏
教
そ
の
も
の
が
揺
ら
い
で
し
ま
う
。

皆
様
も
現
前
に
お
感
じ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
中
国
に
お
い
で
に
な
っ
た
り
、
或
い
は
韓
国
に
お
い
で
に
な
っ
た
り
、
台
湾
に
お

い
で
に
な
っ
た
り
し
ま
す
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
ア
ジ
ア
の
仏
教
の
人
達
と
、
日
本
の
仏
教
の
人
達
と
、
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
か
。
例

え
ば
、
戒
律
を
持
っ
て
い
る
仏
教
者
と
、
日
本
の
よ
う
に
、
大
乗
の
視
点
に
立
っ
た
戒
を
持
っ
て
い
る
人
達
と
は
、
同
じ
仏
教
で
も
全
然

生
活
様
式
や
考
え
方
が
違
う
の
で
す
よ
。
そ
う
い
う
中
で
、
仏
教
者
と
し
て
理
解
し
合
え
る
点
は
一
体
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い

と
、
生
活
の
中
で
具
体
的
に
戒
律
を
持
っ
て
い
る
人
達
か
ら
見
る
と
、
日
本
の
仏
教
は
堕
落
し
た
仏
教
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
で

し
ょ
う
。
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そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
形
の
仏
教
と
、
精
神
で
生
き
よ
う
と
す
る
日
本
の
よ
う
な
大
乗
仏
教
の
違
い
で
す
。
形
で
規
制
さ
れ
て
る
よ

り
も
、
む
し
ろ
、
も
っ
と
大
変
な
の
で
す
。
組
織
の
中
で
規
制
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
を
守
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
仏
教
の
よ
う
に
、
大
乗
戒
の
仏
教
は
、
信
心
即
持
戒
で
す
。
日
蓮
宗
は
題
目
信
心
で
す
。
題
目
の
信
心
が
戒
律
を

持
つ
こ
と
で
す
。
題
目
信
心
の
中
に
全
て
が
包
括
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
具
体
的
に
あ
あ
し
て
は
い
け
な
い
、
こ
う
し
て
は
い
け
な

い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
題
目
信
心
の
中
に
全
て
包
括
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
ら
常
に
、
自
分
が
仏
様
に
尋
ね
て
、
仏
様
か
ら
お
聞
き
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
か
ら
、
大
乗
仏
教
信
仰
者
の
身
の
処
し
方
は
厳
し
い
、
と
思
い
ま
す
。
大
乗
仏
教
信
仰
者
は
自
ら
を
誡
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。

今
の
よ
う
な
国
際
化
の
時
代
は
、
国
と
国
と
の
間
に
境
界
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
方
た
ち
が
日
本
に
来
ら
れ
る
。
日
本
の

人
達
も
海
外
に
お
い
で
に
な
る
、
そ
れ
で
、
そ
の
品
行
、
仏
教
者
と
し
て
の
有
り
様
が
、
常
に
世
界
の
人
達
か
ら
見
ら
れ
て
い
て
、
そ
し

て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
よ
い
評
価
も
あ
れ
ば
悪
い
評
価
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
身
を
慎
ま
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
全
て
の
世
界
は
仏
様
の
浄
土
で
あ
る
、
全
て
の
人
々
は
仏
様
の
子
供
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、

間
違
っ
て
理
解
し
な
い
で
頂
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
再
び
資
料
に
戻
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
一
枚
目
の
一
番
最
後
の
項
目
で
ご
ざ
い
ま
す
。

の
四
の
と
こ
ろ
を
ご
覧
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
。
久
遠
の
釈
尊
の
は
た
ら
き
は
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

は
、
永
遠
の
命
を
も
っ
た
仏
様
は
永
遠
に
人
々
を
救
い
取

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
先
程
申
し
上
げ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
で
す
。
時
間
を
超
越
す
る
。
分
か
り
や
す
く
い
え
ば
時
代
を
超
越

す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
生
ず
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な
い
永
遠
の
存
在
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
過
去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生
せ

ず
、
と
仰
っ
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
不
滅
不
生
と
表
現
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
生
ず
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
意
味
で

す
ね
。
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次
が
、
空
間
を
超
越
す
る
。
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
。
ど
の
よ
う
な
場
所
で
も
、
仏
様
は
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
場
所
を
超
え

る
。そ

の
次
が
、
常
に
人
々
と
共
に
ま
し
ま
す
。
常
に
人
々
に
寄
り
添
い
、
人
々
を
導
き
、
人
々
を
救
い
取
る
。
人
々
が
そ
の
こ
と
を
気
付

い
て
も
気
付
か
な
く
と
も
、
仏
様
は
常
に
そ
こ
に
お
ら
れ
る
の
で
す
。
信
仰
な
さ
る
人
も
い
れ
ば
、
信
仰
な
さ
ら
な
い
人
も
い
る
。
信
仰

し
て
い
よ
う
が
し
て
い
ま
い
が
、
仏
様
は
常
に
そ
の
人
の
そ
ば
に
寄
り
添
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
付
く
人
は
幸
い
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
に
気
付
か
な
い
で
生
涯
を
終
え
る
人
も
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
よ
く
気
付
い
て
く
だ
さ
い
と
お
手
伝
い
す

る
の
が
宗
教
者
の
役
割
、
お
坊
さ
ん
の
役
割
で
す
。

そ
の
次
は
自
在
に
変
現
す
る
。
姿
が
変
わ
る
。
姿
が
変
わ
っ
て
現
れ
る
。
人
々
に
応
じ
て
種
々
に
姿
を
変
え
、
人
々
を
導
き
、
人
々
を

救
い
取
る
の
で
す
。
人
々
は
色
々
な
環
境
に
い
る
。
色
々
な
個
性
が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
願
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
人
々
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
有
り
様
に
応
じ
て
、
人
々
の
願
い
、
望
み
、
悩
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
性
に
応
じ
て
、
仏
様
は
姿
を
現
わ
す
の
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
仏
様
に
向
か
う
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
様
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
観
世
音
菩
薩
に
ご
縁
を
も
つ
方
が
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
と
か
、
イ
ス
ラ
ム

教
の
ご
縁
を
持
つ
方
が
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
宗
教
を
通
し
て
、
い
つ
か
は
、
法
華
経
の
久
遠
の
釈
尊
の
教
化

に
あ
ず
か
る
。
他
宗
の
、
或
い
は
他
の
国
の
宗
教
も
ま
た
、
法
華
経
の
釈
尊
の
宗
教
に
帰
入
す
る
ご
縁
と
な
る
。
い
つ
か
は
お
題
目
の
世

界
に
帰
入
し
て
い
く
契
機
と
な
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
達
の
望
み
に
応
じ
て
、
仏
様
は
種
々
に
姿
を
変
え
て
人
々
を

導
い
て
く
だ
さ
る
。

最
終
的
な
、
お
題
目
の
救
い
、
久
遠
の
釈
尊
の
救
い
に
導
く
の
が
、
日
蓮
宗
の
教
師
の
役
割
で
す
。

絶
え
る
こ
と
の
な
い
救
済
活
動
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
人
々
を
救
う
た
め
に
、
慈
悲
に
満
ち
た
活
動
を
続
け
て
お
ら
れ
る
。
仏
様

の
、
一
切
の
人
々
に
対
す
る
救
済
の
活
動
は
、
常
に
や
む
こ
と
は
な
い
。
人
間
の
時
間
で
い
え
ば
、
二
十
四
時
間
、
三
六
五
日
、
常
時
、
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慈
悲
の
活
動
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ご
縁
で
、
い
ろ
い
ろ
な
人
達
が
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
、
法
華
経
に
ご
縁
を
も
つ
こ
と
は
、
お
経
に
も
説
か
れ
て

い
ま
す
よ
う
に
、
非
常
に
、
希
有
な
こ
と
、
珍
し
い
こ
と
で
す
。
な
か
な
か
法
華
経
に
は
遭
い
難
い
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
ご
縁
を
も

つ
こ
と
が
出
来
る
人
は
、
非
常
に
有
り
難
い
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
ご
縁
を
も
っ
た
人
が
、
少
し
で
も
、
そ
う
い
う
喜
び
の
中
に
、
他

の
人
達
を
導
き
入
れ
る
こ
と
が
使
命
で
あ
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、

の
五
で
ご
ざ
い
ま
す
。
歴
史
上
の
釈
尊
と
久
遠
の
釈
尊
と
の
違
い
は
。
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

答
え
。
歴
史
上
の
釈
尊
は
有
限
の
存
在
。
久
遠
の
釈
尊
は
無
限
の
存
在
。
歴
史
上
の
釈
尊
は
法
を
説
い
て
人
々
を
目
覚
め
さ
せ
る
。
説

法
を
な
さ
る
。
有
限
の
釈
尊
は
、
法
を
明
か
す
。

人
間
の
機
能
は
、
目
、
耳
、、
鼻
、
こ
れ
ら
を
五
根
と
か
六
根
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
機
能
で
外
的
情
報
を
受
け
取
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
間
を
救
う
た
め
に
は
、
そ
の
人
間
の
機
能
に
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
仏
様
は
人
間
と
し
て
現

れ
て
、
法
を
お
説
き
に
な
る
。
そ
し
て
、
人
々
を
目
覚
め
さ
せ
る
。
法
に
基
づ
い
た
生
活
を
実
践
し
て
、
人
々
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
と

意
義
を
知
ら
し
め
る
。
即
ち
、
歴
史
上
の
釈
尊
が
、
実
際
に
人
間
の
姿
で
現
れ
、
理
想
的
な
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
お
示
し
に
な
る
。

日
蓮
聖
人
が
お
受
け
止
め
に
な
っ
た
、
仏
様
の
法
の
実
践
者
と
し
て
の
お
姿
と
は
、
仏
様
が
法
華
経
の
行
者
と
し
て
生
き
ら
れ
た
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
お
釈
迦
様
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
日
蓮
聖
人
は
、
お
釈
迦
様
は
、
法
華
経
を

説
く
た
め
に
こ
の
世
に
現
れ
た
、
そ
し
て
、
法
華
経
の
修
行
を
な
さ
り
、
法
華
経
を
お
弘
め
に
な
り
、
法
華
経
の
救
い
を
人
々
に
実
現
し

よ
う
と
な
さ
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
お
釈
迦
様
の
生
涯
は
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
先
例
、
先
駆
で

あ
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
日
蓮
聖
人
ご
自
身
も
、
法
華
経
を
修
行
す
る
者
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
生
涯
を
歩
ん
で
い
か
れ
た
。
お
釈
迦
様
は
、
自

分
の
生
き
方
の
先
輩
で
す
ね
。
理
想
的
な
法
華
経
信
仰
者
の
姿
と
し
て
、
お
受
け
止
め
に
な
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。



─ ─

そ
れ
が
、
法
に
基
づ
い
た
生
活
を
実
践
し
て
人
々
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
と
意
義
を
知
ら
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
仏
様
が
一
切
の
衆
生
を
成
仏
せ
し
め
た
と
か
、
或
い
は
、
自
分
の
一
族
を
教
化
な
さ
っ
た
と
か
、
そ
れ
ら
を

通
し
て
、
仏
様
は
真
の
孝
養
を
ま
っ
と
う
さ
れ
た
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
歴
史
上
の
釈
尊
で
す
。

久
遠
の
釈
尊
は
、
無
限
の
釈
尊
が
有
限
の
人
格
を
も
っ
て
出
現
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
前
に
出
て
き
ま
し
た
。
真
理
の
体
現
者
。

如
来
は
真
如
か
ら
来
る
で
あ
る
、
と
申
し
上
げ
た
。

絶
対
の
存
在
。
生
じ
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な
い
、
永
遠
の
時
間
と
永
遠
の
空
間
を
超
え
て
い
く
。
永
遠
の
教
主
。
諸
仏
の
根
源
。

人
々
を
導
き
、
人
々
を
救
う
。
即
ち
、
永
遠
の
導
き
と
永
遠
の
救
い
を
実
現
な
さ
る
方
、
こ
れ
が
久
遠
の
釈
尊
で
す
。

こ
の
両
者
が
一
体
の
仏
で
あ
る
と
自
我
偈
、
即
ち
寿
量
品
で
は
お
説
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

の
六
、
久
遠
の
釈
尊
は
他
の
仏
様
と
ど
う
違
う
か
。

、
久
遠
の
釈
尊
は
真
実
の
教
主
。
二
つ
の
こ
と
が
そ
の
後
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
久
遠
の
釈
尊
と
他
の
仏
様
と
の
違
い
で
す
。

久
遠
の
釈
尊
は
、
私
達
の
真
実
の
父
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
程
出
て
ま
い
り
ま
し
た
良
医
の
た
と
え
か
ら
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
永

遠
の
父
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
教
主
で
あ
り
ま
す
。
私
達
の
居
住
し
て
る
こ
の
世
界
の
真
の
教
主
で
あ
る
。
即
ち
、
導
く
人
、
救
い
取
る
人

で
す
。
永
遠
の
仏
様
こ
そ
が
真
実
の
仏
様
で
あ
る
。

他
の
仏
様
は
、
私
達
の
真
の
父
に
は
な
ら
な
い
。
真
の
父
と
は
親
子
で
す
。
親
子
と
い
う
の
は
血
縁
で
す
。
血
縁
と
は
血
の
つ
な
が
り

で
す
ね
。
血
の
つ
な
が
り
を
も
ち
ま
す
。

法
的
に
は
血
が
繋
が
っ
て
い
な
く
と
も
、
親
子
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
社
会
的
に
親
子
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

普
通
、
親
と
子
の
繋
が
り
は
遺
伝
子
の
関
係
、
血
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
非
常
に
強
固
な
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
他
の
仏
様
に
は
、
親
子
の
結
縁
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
私
達
の
父
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
私
達
の
居
住

し
て
る
こ
の
世
界
の
教
主
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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教
主
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
様
は
、
ど
の
世
界
で
法
を
説
い
て
、
人
々
を
導
い
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お

経
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
お
釈
迦
様
こ
そ
が
こ
の
娑
婆
世
界
の
教
主
で
あ
り
、
他
の
仏
様
は
こ
の
娑
婆
世
界
の

教
主
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

永
遠
の
仏
様
に
あ
ら
ず
。
真
実
の
仏
様
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
は
先
程
、
一
番
冒
頭
、

の
一
で
申
し
上
げ
た
こ
と
で
す
。
諸
仏
と
い
う
の

は
、
先
程
、
分
身
と
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
変
化

へ
ん
げ

し
た
仏
で
す
。
釈
尊
の
変
化
し
た
姿
を
化
仏
と
言
い
ま
す
。
た
と
え
諸
経
で
、

諸
仏
の
永
遠
性
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
寿
量
品
の
久
遠
の
釈
尊
と
は
意
味
が
違
い
ま
す
。

そ
の
例
を
挙
げ
ま
す
。
例
え
ば
大
日
如
来
で
す
ね
。
大
日
如
来
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
真
理
を
体
と
し
た
仏
様
で
す
。
大
日
如
来
は
真

理
身
で
す
。
真
理
は
、
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
永
遠
、
普
遍
で
す
。
普
遍
的
真
理
で
す
か
ら
大
日
如
来
に
は
永
遠
性
が
付
与
さ
れ
て

い
る
。
永
遠
性
と
い
う
属
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
永
遠
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
大
日
如
来
に
は
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永

遠
の
未
来
に
向
か
っ
て
修
行
を
な
さ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
を
導
く
修
行
を
な
さ
っ
た
り
、
功
徳
を
お
も
ち
に
な
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
仏
様
の
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
功
徳
が
、
我
々
人
々
を
導
い
て
い
く
上
で
欠
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

先
程
か
ら
も
出
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
寿
量
品
の
仏
様
は
、
有
限
に
即
し
た
無
限
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
、
具
体
的
な
人
々
と
の
時
間
、

空
間
の
共
有
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
な
、
我
々
の
生
活
に
即
し
た
慈
悲
の
実
践
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の

を
大
日
如
来
は
欠
く
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

或
い
は
、
阿
弥
陀
様
で
す
。
阿
弥
陀
様
は
無
量
寿
如
来
で
す
。
無
量
寿
と
は
久
遠
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
計
り
知
れ
な
い
命
。
寿
は
命

と
い
う
意
味
で
す
。
如
来
寿
量
品
の
寿
の
字
も
命
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
如
来
は
仏
様
、
寿
は
命
、
仏
様
の
命
、
こ
れ
が
如
来
寿
量
品
で

す
ね
。
で
す
か
ら
、
無
量
寿
の
仏
様
と
は
永
遠
の
仏
様
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
永
遠
の
仏
様
は
修
行
と
功
徳
を
も
っ
た
仏
様
で
す
。
先

程
の
大
日
如
来
は
、
そ
の
修
行
と
功
徳
、
因
と
果
を
お
持
ち
に
な
ら
な
い
、
と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
様
に
は
因
果
が
あ
り
ま
す
。
永
遠
の
因
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果
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
釈
迦
如
来
の
永
遠
性
に
似
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
様
に
は
、
歴
史
上
に
お
け
る
、
具
体
的
な
人
々
と
の
時
空
の
共
有
、
即
ち
慈
悲
の
実
践
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
か
ら
、
何
よ
り
も
、
先
程
か
ら
出
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
寿
量
品
の
仏
様
は
、
娑
婆
世
界
の
仏
様
、
娑
婆
世
界
の
教
主
、
そ
し

て
父
子
結
縁
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
様
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
即
ち
、
父
と
子
供
と
の
関
係
が
な
い
。

仏
と
一
切
衆
生
の
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
他
の
仏
様
は
、
久
遠
の
釈
尊
と
比
較
す
る
と
違
い
が
あ
る
。

久
遠
の
釈
尊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
の
要
求
に
応
じ
て
変
現
し
、
人
々
を
お
導
き
に
な
る
。
そ
れ
は
方
便
教
化
で
す
。
化
仏
は
方
便
教

化
。
方
便
の
導
き
で
あ
る
。
方
便
と
は
仮
と
い
う
意
味
で
す
。
方
便
は
仮
の
手
段
と
い
う
意
味
で
す
。

世
の
中
に
は
方
便
は
嘘
だ
と
い
う
人
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
方
便
は
嘘
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
嘘
だ
っ
た
ら
方
便
と
は
言
わ
な
い
。

方
便
と
い
う
の
は
、
真
実
を
見
通
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
真
実
を
見
通
し
て
い
て
、
真
実
に
至
ら
し
め
る
た
め
の
仮
の
手
段
と
し

て
用
い
る
の
が
方
便
で
す
。
で
す
か
ら
、
真
実
を
持
た
な
い
で
、
人
を
欺
い
た
場
合
に
は
、
こ
れ
は
方
便
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
方
便
と

は
、
真
実
に
至
る
ま
で
の
仮
の
手
段
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

真
実
に
導
く
た
め
の
仮
の
手
段
と
し
て
の
教
化
、
こ
れ
が
化
仏
の
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、

の
七
に
ま
い
り
ま
す
。
何
故
、
久
遠
の
釈
尊
を
信
仰
の
対
象
に
す
る
の
か
。
答
え
。
久
遠
の
釈
尊
は
真
実
の
救
い
を
実
現
す

る
真
の
教
主
で
あ
る
か
ら
。
真
実
の
仏
様
、
真
実
の
教
え
、
真
実
の
救
い
、
永
遠
の
慈
悲
、
そ
れ
か
ら
永
遠
の
浄
土
が
そ
こ
に
あ
る
。

皆
様
方
が
信
仰
な
さ
る
と
き
に
、
何
を
信
仰
の
対
象
に
し
ま
す
か
。
何
を
心
に
思
い
、
何
を
ご
本
尊
と
し
て
信
仰
な
さ
い
ま
す
か
。
何

を
信
仰
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
な
け
れ
ば
、
信
仰
は
あ
や
ふ
や
に
な
り
ま
す
。
信
仰
は
揺
れ
ま
す
。

現
今
で
は
、
日
本
の
多
く
の
人
達
は
、
別
に
信
仰
は
関
係
な
い
で
す
、
仏
教
な
ら
何
で
も
よ
い
、
お
葬
式
さ
え
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
、

と
い
う
人
が
非
常
に
多
い
で
す
ね
。
信
仰
の
重
要
性
、
宗
教
の
本
質
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
人
々
の
心
か
ら
遠
の
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
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の
で
す
。
我
々
が
人
々
に
お
話
す
る
時
に
は
、
信
仰
の
本
質
、
何
を
信
仰
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
お
話
し
な
い
と
い
け
な
い
。

日
蓮
宗
で
は
何
を
本
尊
と
し
て
る
の
か
と
い
う
と
、
久
遠
実
成
の
教
主
釈
尊
で
す
。
こ
れ
を
本
門
の
教
主
釈
尊
と
い
っ
た
り
し
ま
す
け

れ
ど
も
、
今
日
お
話
し
て
お
り
ま
す
寿
量
品
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
久
遠
の
釈
尊
の
こ
と
で
す
ね
。
寿
量
品
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
久

遠
の
釈
尊
を
、
日
蓮
宗
で
は
本
尊
と
し
て
い
る
の
で
す
。

日
蓮
宗
で
も
、
公
式
に
表
現
な
さ
る
時
に
は
い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
あ
り
ま
す
。
久
遠
の
釈
尊
の
救
い
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る

か
、
と
い
う
時
に
、
あ
る
時
は
大
曼
荼
羅
本
尊
、
あ
る
時
に
は
一
尊
四
士
本
尊
、
一
塔
両
尊
四
士
本
尊
、
或
い
は
首
題
本
尊
と
言
っ
た

り
、
種
々
の
本
尊
の
お
姿
を
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
全
て
、
久
遠
実
成
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
、
即
ち
、
寿
量
品
の
仏
様
で
す
。

こ
の
仏
様
の
救
い
に
あ
ず
か
っ
た
、
信
仰
者
と
仏
様
と
の
一
体
化
し
た
境
地
、
先
程
感
応
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
体
化
し
た
姿
を

示
し
た
も
の
が
本
尊
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
本
尊
の
お
姿
は
様
々
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
実
、
本
質
に
お
い
て
は
、
そ

れ
ら
の
本
尊
は
一
つ
な
の
で
す
。

難
し
い
話
に
な
り
ま
す
の
で
今
日
は
触
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
本
尊
の
本
質
は
一
念
三
千
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
尊
の
本
質
は
一
念
三

千
、
そ
の
一
念
三
千
の
本
尊
を
お
祀
り
す
る
。
そ
れ
が
本
門
の
教
主
釈
尊
で
す
。
或
い
は
大
曼
荼
羅
、
一
塔
両
尊
四
士
、
一
尊
四
士
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
仏
様
の
お
話
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
真
実
の
信
仰
の
対
象
と
な
る
仏
様
は
、
こ
の
寿
量
品

に
説
き
明
か
さ
れ
た
久
遠
の
釈
尊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
頂
け
れ
ば
有
り
難
い
と
思
う
の
で
す
。

お
釈
迦
様
だ
け
を
お
祀
り
し
て
い
る
お
寺
は
な
い
と
お
思
い
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
本
尊
の
お
姿

は
、
久
遠
の
釈
尊
の
救
済
の
世
界
で
す
。
或
い
は
久
遠
の
釈
尊
が
末
法
の
人
々
を
救
う
た
め
に
、
お
題
目
を
お
示
し
に
な
っ
た
、
そ
の
法

華
経
の
教
え
の
世
界
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
具
体
的
に
本
尊
と
し
て
表
わ
し
ま
す
か
ら
、
種
々
の
お
姿
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
全

て
、
本
尊
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

の
八
で
す
。
久
遠
の
釈
尊
と
仏
様
の
お
弟
子
と
の
関
係
は
。

で
す
。
仏
様
の
お
弟
子
と
は
、
久
遠
の
釈
尊
が
歴
史
上
の
釈
尊
と
し
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て
出
現
さ
れ
た
時
の
お
弟
子
の
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
歴
史
上
の
釈
尊
の
お
弟
子
は
、
即
ち
、
広
く
言
え
ば
久
遠
の
釈
尊
の
お
弟
子

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
弟
子
方
は
、
歴
史
上
の
釈
尊
の
弟
子
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ひ
い
て
は
久
遠
の
釈
尊
の
お
弟
子
と
し
て
、
久

遠
の
釈
尊
の
教
化
活
動
を
助
け
て
お
ら
れ
る
。
或
い
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
教
化
活
動
の
一
翼
と
し
て
、
活
動
な
さ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

お
弟
子
方
は
声
聞
で
す
。
声
聞
と
は
声
を
聞
く
と
書
き
ま
す
。

声
聞
は
大
乗
仏
教
で
は
否
定
さ
れ
た
、
仏
に
な
ら
な
い
と
否
定
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
法
華
経
で
は
、
声
聞
は
成
仏
す
る
と
説
か
れ
た
。
こ
れ
は
法
華
経
の
前
半
に
説
か
れ
て
い
る
内
容
で
す
ね
。
声
聞
成
仏
と
い
う

こ
と
は
法
華
経
で
は
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
ま
す
。
成
仏
の
約
束
を
、
仏
教
の
専
門
用
語
で
い
え
ば
、
授
記
と
い
い
ま
す
。
記
別
を
授

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

菩
薩
は
、
声
聞
よ
り
仏
教
の
位
と
し
て
は
上
に
あ
り
ま
す
。
大
乗
仏
教
は
菩
薩
仏
教
で
す
。
法
華
経
は
大
乗
仏
教
を
代
表
す
る
お
経
で

す
。
で
す
か
ら
、
法
華
経
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
菩
薩
の
教
え
で
す
。
お
経
の
中
に
、
教
菩
薩
法
仏
所
護
念
と
説
か
れ
て
い
ま
す
よ
う

に
、
菩
薩
を
教
え
る
法
で
す
。
法
華
経
は
菩
薩
法
で
す
か
ら
、
菩
薩
の
救
い
と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
で
す
。

大
乗
諸
経
典
で
、
二
乗
、
即
ち
声
聞
が
否
定
さ
れ
た
の
で
、
法
華
経
は
積
極
的
に
二
乗
の
成
仏
を
説
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
二
乗

も
成
仏
す
る
。
即
ち
声
聞
も
成
仏
す
る
。
そ
し
て
菩
薩
も
成
仏
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
は
、
全
て
の
者
は
成
仏
す
る
と
説
き
ま
し

た
。法

華
経
は
悉
皆
成
仏
の
教
え
で
す
。
悉
く
皆
成
仏
す
る
。
法
華
経
は
、
全
て
の
者
は
仏
に
な
る
と
し
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
仏
弟
子
は
声
聞
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
声
聞
も
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
仏
様
の
衆
生
教
化
の
手
助
け
を
す
る
。
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

お
自
我
偈
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
世
界
は
一
つ
で
す
。
私
達
の
存
在
、
或
い
は
私
達
の
使
命
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
説
い
て
い
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る
。
私
と
い
う
視
点
で
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

私
達
の
存
在
と
い
う
の
は
、
私
達
は
久
遠
の
釈
尊
の
世
界
に
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
久
遠
の
釈
尊
の
命
を
生

き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
達
は
久
遠
の
釈
尊
の
世
界
を
生
き
て
い
て
、
久
遠
の
釈
尊
の
命
を
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
。そ

れ
か
ら
も
う
一
つ
、
私
達
の
使
命
で
す
。
私
達
の
使
命
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
御
心
に
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
御
心
に
生
き
る

と
い
う
の
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
お
心
の
ご
と
く
生
き
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
久
遠
の
釈
尊
の
本
願
を
継
承
す
る
の
で
す
。
日
蓮
宗
で
は
、
本
願
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
も
、
そ

れ
ほ
ど
お
使
い
に
な
っ
て
い
な
い
。
浄
土
教
団
で
は
本
願
と
い
う
言
葉
を
非
常
に
強
く
お
出
し
に
な
る
。
言
葉
の
本
来
の
意
味
は
、
本
仏

の
願
で
す
。

寿
量
品
の
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
は
毎
自
作
是
念
で
す
ね
。
常
に
自
ら
こ
の
念
を
な
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏
様
の
本
願
が
あ
る
。
ど
う
い

う
本
願
か
と
い
う
と
、
全
て
の
人
達
に
仏
身
を
成
就
せ
し
め
た
い
、
と
い
う
願
い
で
す
。

そ
の
本
願
を
私
達
は
継
承
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は
我
々
の
使
命
で
す
。
仏
様
の
お
心
の
よ
う
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏

様
の
願
い
の
一
翼
を
担
い
実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
蓮
聖
人
は
そ
の
範
を
示
さ
れ
た
。
法
華
信
仰
者
と
し
て
の
範
を
示
さ
れ
た
。
日
蓮
聖
人
は
仏
様
の
命
を
生
き
て
、
仏
様
の
願
い
を
自

ら
の
使
命
と
し
て
実
現
し
て
い
こ
う
と
な
さ
っ
た
。
そ
れ
が
、
日
蓮
聖
人
の
立
正
安
国
の
実
現
と
い
う
こ
と
で
す
。

立
は
立
て
る
、
正
は
正
し
い
で
す
。
正
し
い
と
い
う
の
は
一
般
的
な
表
現
で
す
。
正
法
で
す
。
正
は
正
法
で
す
。
正
法
は
正
し
い
教
え

で
す
。
立
正
と
は
正
し
い
教
え
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
実
の
教
え
を
立
て
る
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
の
教
え
で
い
え
ば
、
法
華
経

を
立
て
る
と
か
、
題
目
法
華
信
仰
を
立
て
る
こ
と
で
す
。
そ
し
た
ら
、
安
国
で
あ
る
。
安
ら
か
な
国
に
な
る
。
仏
様
の
浄
土
が
そ
こ
に
実

現
す
る
。
即
ち
、
法
華
経
の
題
目
の
信
仰
を
通
し
て
、
本
当
の
平
安
な
仏
様
の
世
界
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
、
こ
れ
が
日
蓮
聖
人
の
立
正
安
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国
で
す
。
そ
れ
が
日
蓮
聖
人
の
釈
尊
本
願
の
継
承
、
実
現
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
私
共
も
そ
の
こ
と
を
自
ら
の
願
い
と
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

お
自
我
偈
は
、
先
程
か
ら
繰
り
返
し
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
様
の
永
遠
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
が
本
旨
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
仏
様

の
永
遠
と
い
う
こ
と
は
、
仏
様
の
教
え
が
永
遠
で
あ
り
、
仏
様
の
浄
土
が
永
遠
で
あ
り
、
仏
様
の
救
い
が
永
遠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
は
ひ
い
て
は
私
達
自
身
の
存
在
も
ま
た
永
遠
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
私
達
が
本
当
の
私
達
と
し
て
生
き
る
。
人
間
と

し
て
の
有
り
様
、
真
実
の
有
り
様
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
、
仏
様
の
お
心
の
中
に
生
き
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
当
の
自
分

を
実
現
す
る
の
で
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
数
々
の
難
に
お
遭
い
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ご
存
知
の
通
り
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
、
日
蓮
聖
人
は
嫌
っ
た
か
と
い
う

と
、
日
蓮
聖
人
は
そ
れ
を
悦
び
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
す
。
法
悦
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
悦
び
で
す
。
ど
う
し
て
難
が
悦
び
に
な
る

の
か
と
い
う
と
、
難
が
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
の
自
己
実
現
で
す
。
日
蓮
が
日
蓮
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
日
蓮
が
日
蓮
と
し
て
生

き
る
。
日
蓮
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
凡
夫
と
し
て
で
は
な
い
の
で
す
。
釈
尊
の
中
の
日
蓮
、
法
華
経
者
と
し
て
の
日
蓮
で

す
。
法
華
経
を
生
き
る
者
と
し
て
の
日
蓮
を
、
日
蓮
聖
人
は
生
涯
の
中
で
実
現
な
さ
っ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
日
蓮
聖
人
は
幸
せ
者
な
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
仏
様
の
命
の
中
を
生
き
て
い
っ
て
、
そ
し
て
燃

焼
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
。

そ
う
い
う
生
き
方
を
な
さ
っ
た
。
我
々
は
そ
う
い
う
日
蓮
聖
人
を
範
と
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
、
日
蓮
聖
人

の
教
え
を
受
け
持た

も

つ
者
の
生
き
方
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
、
私
達
自
身
の
生
き
方
の
中
に
受
け
止
め
る
。
こ
れ
が
お
自
我
偈
の
教
え
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

皆
様
方
も
い
ろ
い
ろ
な
ご
縁
が
あ
っ
て
日
蓮
宗
の
教
師
に
な
ら
れ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
は
、
と
に
か
く
、
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大
変
な
の
で
す
。
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
学
解
と
し
て
の
深
さ
だ
け
で
は
な
く
て
、
学
問
的
な
深
さ
だ
け
で
は
な
く
て
、

そ
れ
に
実
践
が
伴
う
か
ら
で
す
。

日
蓮
聖
人
の
教
え
を
追
究
し
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
仏
教
を
人
類
が
究
明
し
う
る
か
ど

う
か
、
こ
れ
は
恐
ら
く
不
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
仏
教
を
究
明
し
う
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
と
同
じ
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
滅
後
、
も

う
長
い
長
い
年
数
が
経
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
本
当
に
究
明
し
う
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
何
年
経
っ
て
も
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
我
々
が
今
理
解
し
て
る
こ
と
は
、
本
当
に
日
蓮
聖
人
の
真
意
か
ど
う
か
、
そ
れ
さ
え
も

分
か
ら
な
い
。
日
蓮
聖
人
に
聞
く
し
か
な
い
で
す
か
ら
。
そ
れ
は
も
う
、
本
当
に
真
摯
に
日
蓮
聖
人
に
尋
ね
る
し
か
な
い
の
で
す
。

そ
う
い
う
中
に
皆
様
、
身
を
置
い
て
い
る
の
で
す
。
い
く
ら
日
蓮
聖
人
の
法
門
を
た
ず
ね
、
た
ず
ね
て
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
本
当
に
正

し
い
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
ほ
ど
大
変
な
法
門
な
の
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
を
ま
た
、
日
蓮
聖
人
は
口
で
言
っ
て
頭
で
考
え
て
、
文
章
で
書
い
て
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
身
で
実
践

さ
れ
た
の
で
す
か
ら
。
身
で
実
現
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ま
た
大
変
な
の
で
す
。

日
蓮
聖
人
の
よ
う
な
生
き
方
は
、
我
々
は
理
想
の
姿
と
し
て
見
て
い
る
の
で
す
け
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
私
達
が
生
き
る
と
な
れ
ば
、
こ

れ
は
ま
た
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
は
法
華
経
自
身
が
難
信
難
解
と
説
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
ね
。
難
解
難
入
未
曾
有
法
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
仏
様
が
、

そ
の
よ
う
に
仰
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
今
日
の
話
の
寿
量
品
の
冒
頭
は
、
汝
等
当
信
解
で
す
。
寿
量
品
は
汝
等
当
信
解
な
の
で
す
。
汝
達
ま
さ
に
信
解
す
べ
し
。

信
解
す
べ
し
と
い
う
宗
教
な
の
で
す
。
信
解
と
い
う
の
は
、
信
に
よ
っ
て
入
っ
て
こ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

方
便
品
で
は
、
未
曾
有
と
か
難
解
難
入
と
仰
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
君
達
に
は
分
か
ら
な
い
よ
、
と
仏
様
が
仰
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

は
化
儀

け

ぎ

と
言
っ
て
、
法
を
説
く
た
め
の
儀
式
を
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
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寿
量
品
の
冒
頭
は
三
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
信
解
す
べ
し
と
い
う
の
は
命
令
で
す
。
そ
れ
は
普
通
の
理
解
で
は
だ
め
だ
か
ら
で
す
。

信
の
理
解
で
す
。
信
の
理
解
に
よ
っ
て
、
初
め
て
こ
の
こ
と
が
分
か
る
と
仰
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
そ
う
な
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
本
門
の
世
界
だ
か
ら
。
即
ち
、
久
遠
実
成
の
世
界
で
す
。
久
遠
実
成
の
世
界
は

先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
永
遠
で
す
。
永
遠
は
、
我
々
に
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
も
う
、
信
で
し
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
信

で
し
か
、
久
遠
の
仏
様
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
先
程
申
し
た
通
り
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
信
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ

て
い
る
。
信
解
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
私
達
が
、
こ
の
寿
量
品
の
仏
様
の
教
え
を
ど
う
信
解
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
私
達
が
、
直
接
寿
量
品
に
当
た
っ
て
も
だ
め
な
の
で
す
。
我
々
が
一
所
懸
命
勉
強
し
て
も
、
そ
れ
は
我
々
の
眼
鏡
で
見
て
る
の

で
す
か
ら
。
必
ず
日
蓮
聖
人
と
い
う
導
師
を
通
し
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
だ
め
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
宗
教
は
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
通
し
て

受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
日
蓮
聖
人
は
ど
う
ご
覧
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
日
蓮
聖
人
に
た
ず
ね
な
け
れ
ば
な
ら

い
。
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
通
し
て
初
め
て
釈
尊
の
心
を
知
る
の
で
す
。
そ
れ
が
我
々
の
法
華
経
信
仰
の
有
り
様
で
す
。
我
々
が
勝
手
に
理

解
し
た
法
華
経
信
仰
は
、
日
蓮
宗
の
法
華
経
信
仰
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

さ
ん
な
ら

さ
ん
の
個
人
的
な
法
華
信
仰
な
の
で

す
。
常
に
我
々
は
日
蓮
聖
人
を
通
し
て
、
法
華
経
の
教
え
、
釈
尊
の
教
え
を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
日
蓮
宗
の
信
仰
だ
と
思

い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
お
自
我
偈
の
概
略
的
な
内
容
に
つ
い
て
お
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

続
き
ま
し
て
、
次
の
資
料
は
、
如
来
寿
量
品
第
十
六
、
即
ち
お
自
我
偈
の
本
文
と
、
そ
の
現
代
語
訳
で
す
。
こ
れ
を
参
考
に
し
て
い
た

だ
い
て
、
如
来
寿
量
品
に
何
が
書
い
て
あ
る
か
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
下
の
段
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

自
我
得
仏
来
の
我
と
い
う
の
は
仏
様
の
こ
と
で
す
。
私
釈
尊
が
、
悟
り
を
開
い
た
の
は
量
り
知
れ
な
い
昔
で
あ
り
、
常
に
法
を
説
い
て

多
く
の
人
々
を
教
化
し
て
仏
道
に
入
ら
し
め
た
。
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こ
れ
は
、
一
般
向
け
の
説
明
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
過
去
に
悟
り
を
開
い
た
と
訳
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
は
過
去
に
悟
り
を
開

い
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
本
来
悟
り
を
開
い
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
経
文
で
は
、
長
い
長
い
年
月
が
経
っ
た
、
と
い
う
た
と
え
に

な
っ
て
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
に
訳
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
仏
様
の
久
遠
の
成
道
、
久
遠
の
仏
と
い
う
意
味
で
す
ね
。

常
に
法
を
説
い
て
多
く
の
人
々
を
教
化
し
て
仏
道
に
入
ら
し
め
た
。
仏
様
は
多
く
の
経
典
、
つ
ま
り
諸
経
を
お
説
き
に
な
っ
た
。
そ
し

て
人
々
を
仏
の
道
に
導
い
た
。
そ
れ
ら
の
教
化
と
い
う
の
は
、
先
程
も
申
し
ま
し
た
通
り
、
方
便
教
化
で
す
。
諸
経
は
方
便
教
化
、
そ
し

て
、
今
こ
の
法
華
経
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
の
仏
の
教
え
の
世
界
に
人
々
を
導
か
れ
る
の
で
す
。

人
々
を
救
わ
ん
が
た
め
に
、
方
便
し
て
入
滅
の
相
を
示
し
た
。
こ
れ
は
仏
の
死
で
す
ね
。
入
滅
は
死
で
す
。

真
実
に
は
人
々
と
と
も
に
住
し
て
法
華
経
を
説
き
続
け
て
い
る
。
仏
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
示
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
々
を
導
く
た

め
の
方
便
で
あ
っ
て
、
本
当
は
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
常
住
此
説
法
、
常
に
こ
こ
に
住
し
て
法
を
説
く
。

心
の
迷
っ
た
人
々
を
救
う
た
め
に
、
肉
身
の
入
滅
を
示
し
、
人
々
が
信
仰
の
心
を
起
こ
し
、
仏
を
願
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
多
く
の
弟
子

と
と
も
に
霊
鷲
山
に
姿
を
現
わ
す
。
こ
れ
は
、
先
程
も
申
し
ま
し
た
、
歴
史
上
の
釈
尊
の
入
滅
で
す
。

良
医
の
譬
え
の
中
で
は
、
お
医
者
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
、
旅
先
か
ら
使
い
を
遣
わ
し
て
、
自
分
の
死
を
子
供
に
告
げ
た
、
と
あ
り
ま

す
。こ

の
お
自
我
偈
は
そ
う
い
う
内
容
か
ら
考
え
て
、
そ
の
前
に
あ
り
ま
す
散
文
の
内
容
を
受
け
て
い
る
。

法
華
経
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
、
と
い
う
成
立
史
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
寿
量
品
を
見
ま
す
と
、
前
の
文
を
受

け
て
い
ま
す
。
良
医
の
譬
え
の
こ
と
も
出
て
来
ま
す
。
散
文
を
受
け
て
こ
ち
ら
の
偈
頌
が
で
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

霊
鷲
山
に
姿
を
現
わ
す
。
霊
鷲
山
と
い
う
の
は
、
仏
様
が
法
華
経
を
お
説
き
に
な
っ
た
場
所
で
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
、
具
体
的
に
存

在
す
る
山
、
現
在
も
存
在
す
る
山
で
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
に
、
仏
跡
参
拝
す
る
方
、
法
華
経
の
信
仰
を
し
て
い
る
方
は
必
ず
霊
鷲
山
に
お

詣
り
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
華
経
だ
け
で
は
な
く
て
、
多
く
の
仏
教
経
典
が
こ
の
霊
鷲
山
で
説
か
れ
た
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
霊
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鷲
山
に
お
詣
り
し
て
お
釈
迦
様
を
偲
ぶ
と
い
う
こ
と
が
今
で
も
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
霊
鷲
山
が
、
法
華
経
の
信
仰
者
の
理
想
の
浄
土
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
日
蓮
聖
人
も
そ
う
仰
っ
て
い
る
。

こ
の
霊
鷲
山
を
浄
土
と
考
え
る
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
以
前
か
ら
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
釈
迦
様
に
対
す
る
絶
対
的
な
神
聖
視
で
す
ね
。

お
釈
迦
様
が
法
を
説
か
れ
た
場
所
は
聖
な
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
例
え
ば
身
延
山
久
遠
寺
は
日

蓮
聖
人
の
棲
神
の
地
で
あ
る
、
神

た
ま
し
い

の
棲す

む
場
所
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
身
延
山
久
遠
寺
が
聖
地
化
さ
れ
て
い
く
の
と
同
じ
で
す
。
説
法

さ
れ
た
霊
鷲
山
が
、
聖
地
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
る
。
日
蓮
聖
人
も
こ
の
霊
鷲
山
を
、
浄
土
と
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
浄
土
は
、
イ
ン
ド
に
行
か
な
け
れ
ば
な
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
法
華
経
信
仰
者
の
理
想
の
浄
土
と
し
て
霊
鷲

山
を
ご
覧
に
な
っ
て
ま
す
が
、
イ
ン
ド
の
霊
鷲
山
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。

先
程
、
娑
婆
世
界
が
浄
土
だ
、
と
申
し
ま
し
た
。
娑
婆
世
界
が
浄
土
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
霊
鷲
山
が
浄
土
で
あ
る
。
両
方
が
と
も
に

浄
土
で
す
。
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
娑
婆
世
界
も
霊
鷲
山
も
信
仰
者
の
そ
の
信
仰
の
世
界
に
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い

る
の
で
す
。
信
仰
の
場
所
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
す
。
で
す
か
ら
、
生
き
て
い
る
時
に
も
浄
土
、
死
ん
だ
後
も
浄
土
で
す
。
死
後

に
い
く
こ
と
を
往
詣
と
い
う
。
そ
こ
に
往
っ
て
詣
で
る
。
死
者
の
実
感
で
す
ね
。
死
ん
だ
者
が
浄
土
に
往
っ
て
仏
様
に
詣
で
る
と
い
う
実

感
を
そ
こ
に
お
示
し
に
な
っ
た
。
往
く
と
言
っ
て
も
、
他
の
場
所
に
い
く
の
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
世
界
が
、
ま
さ
し
く
娑
婆
世
界
の

浄
土
で
あ
り
、
霊
鷲
山
の
浄
土
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
な
の
で
す
。

こ
の
考
え
方
は
親
鸞
聖
人
に
も
あ
る
。
法
然
上
人
の
浄
土
観
は
、
此
土
と
他
土
で
す
。
此
土
は
こ
こ
、
他
土
は
向
こ
う
で
す
。
こ
の
娑

婆
は
穢
土
で
あ
る
。
穢
土
と
は
汚
れ
た
場
所
で
す
。
西
方
極
楽
浄
土
に
い
く
と
言
え
ば
分
か
り
や
す
い
。
法
然
上
人
の
宗
教
は
分
か
り
や

す
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
西
方
浄
土
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
専
門
用
語
で
は
四
方
立
相
と
い
う
。
四
方
は
東
西
南
北
で

す
。
東
西
南
北
が
そ
の
場
所
で
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
即
ち
、
自
分
が
そ
こ
と
思
う
場
所
、
そ
れ
が
西
方
極
楽
浄
土
だ
と
言
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
れ
は
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
娑
婆
即
浄
土
で
す
。
法
華
経
と
全
く
同
じ
で
す
ね
。
自
分
が
い
る
こ
の
場
所
、
仏
と
共
に
実
感
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す
る
場
所
、
そ
こ
が
浄
土
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
西
方
に
極
楽
浄
土
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
自
分
が
仏
と
共
に
あ
る
と
思
っ
た

場
所
が
西
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
信
仰
が
自
分
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
自
分
の
主
体
の
中
で
信
仰

を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

日
蓮
聖
人
も
多
く
の
門
下
の
方
達
に
、
死
後
の
安
ら
ぎ
の
場
所
と
し
て
、
霊
鷲
山
と
い
う
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
霊

山
浄
土
で
す
。

更
に
私
は
、
次
の
よ
う
に
人
々
に
語
る
。
私
は
常
に
人
々
と
と
も
に
あ
り
、
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
先
程
か
ら
申
し
て
い
ま
す

仏
様
は
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
々
を
教
え
導
く
た
め
に
仮
に
入
滅
の
相
を
示
す
。
あ
る
時
は
不
滅
で
あ
る
と
説
く
。
人
に

よ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

他
の
国
に
仏
を
敬
い
、
信
じ
、
願
う
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
ま
た
そ
の
国
土
に
お
も
む
く
だ
ろ
う
。
ど
こ
の
場
所
で
も
行
く
、
ど
の

場
所
に
も
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

国
土
と
は
場
所
と
い
う
こ
と
で
す
け
ど
も
、
仏
教
の
宇
宙
観
に
は
い
ろ
い
ろ
な
場
所
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
教
主
が
現
れ

て
法
を
説
く
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
多
く
の
仏
様
が
い
る
。

諸
仏
が
い
る
と
い
う
の
は
大
乗
仏
教
の
特
色
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
南
方
仏
教
、
要
す
る
に
上
座
部
仏
教
と
い
わ
れ
る
仏
教
で
は
、

一
仏
で
す
。
一
仏
と
い
う
の
は
釈
尊
、
歴
史
上
の
釈
尊
し
か
認
め
な
い
。

人
々
は
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
た
だ
仏
は
入
滅
す
る
と
思
っ
て
い
る
。
私
か
ら
見
る
と
、
人
々
は
迷
妄
に
閉
ざ
さ
れ
苦
し
み
の

海
に
沈
ん
で
い
る
。

こ
れ
が
毒
気
深
入
で
す
。
毒
が
深
く
身
体
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
或
い
は

倒
て
ん
ど
う

の
凡
夫
で
す
。
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
る
、
と
い
う
譬
え

に
な
っ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
私
は
入
滅
の
相
を
示
し
て
人
々
に
仏
を
求
め
る
心
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
人
々
が
仏
を
恋
慕
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
私
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は
姿
を
現
わ
し
、
人
々
に
法
を
説
く
。

こ
れ
は
、
仏
を
求
め
る
人
の
と
こ
ろ
に
は
仏
は
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史
上
の
仏
様
に
は
、
会
っ
た
人
も
い
れ
ば
会
わ
な
か
っ

た
人
も
い
る
。
お
釈
迦
様
の
在
世
に
生
ま
れ
た
人
は
幸
い
仏
様
に
出
会
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
仏
様
が
入
滅
さ
れ
た
後
の
人
は
仏
様
に
は
も

う
会
え
な
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
て
、
仏
様
を
願
う
、
仏
様
を
思
う
者
、
仏
様
を
慕
う
者
、
仏
様
を
信
ず
る
者
の
前
に
は
仏
様

は
姿
を
現
わ
す
の
で
す
。
ど
こ
に
で
も
仏
様
は
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
、
仏
の
不
思
議
の
力
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
様
の
不
思
議
な
力
で
す
ね
。
仏
の
不
思
議
な
力
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
は
も
う
人
々
に
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

永
い
間
、
私
は
霊
鷲
山
及
び
他
の
諸
の
場
所
に
常
に
い
る
。
世
界
が
破
壊
さ
れ
、
人
々
が
焼
き
尽
く
さ
れ
よ
う
と
し
て
る
時
で
も
、
仏

の
世
界
は
安
穏
で
あ
り
、
多
く
の
天
人
が
楽
し
く
過
ご
し
、
花
園
や
樹
林
、
種
々
の
宝
で
飾
ら
れ
た
堂
閣
、
宝
の
華
や
果
実
を
つ
け
た
樹

木
が
多
く
あ
り
、
人
々
は
遊
楽
し
て
い
る
。
諸
天
は
鼓
を
打
ち
、
種
々
の
音
楽
を
奏
で
、
仏
や
多
く
の
人
々
に
白
蓮
華
を
降
ら
す
。
こ
の

よ
う
に
、
仏
の
世
界
は
美
し
く
輝
い
て
お
り
、
決
し
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
が
永
遠
不
滅
の
浄
土
。
仏
様
の
世
界
は
永
遠
不
滅
の
浄
土
で
す
。
観
心
本
尊
抄
に
示
さ
れ
た
「
今
本
時
の
娑
婆
世
界
」
で
ご
ざ
い

ま
す
。

し
か
る
に
仏
の
世
界
に
気
付
か
な
い
迷
い
の
人
々
は
、
こ
の
世
界
は
焼
け
つ
き
、
多
く
の
苦
悩
に
満
ち
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
罪
深
い
人
々
は
、
悪
業
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
永
い
時
間
を
経
由
し
て
も
、
三
宝
（
仏
法
僧
）
の
名
前
さ
え
も
聞
く
こ
と
が
で
き
な

い
。仏

教
は
何
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
苦
で
す
。
仏
教
は
苦
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
世
の
中
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
現
実
の
認
識
な
の
で
す
。
我
々
も
ま
た
苦
の
中
に
沈
淪
し
て
い
る
。
そ
の
苦
か
ら
ど
う

逃
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
始
ま
り
で
す
。
仏
様
は
苦
か
ら
逃
れ
る
道
を
悟
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
本
当
の
自
己
の
あ
り
よ
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う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

苦
し
み
は
、
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
最
終
的
な
苦
し
み
は
生
滅
の
苦
で
す
ね
。
お

釈
迦
様
は
生
老
病
死
と
説
か
れ
ま
し
た
。
生
は
生
ま
れ
る
、
そ
し
て
老
病
死
で
す
。
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
死
ぬ
こ
と
が
あ
る
の
で

す
。
生
ま
れ
て
、
良
か
っ
た
良
か
っ
た
と
っ
て
言
っ
て
い
た
と
思
っ
た
ら
、
時
間
が
経
過
し
て
、
も
う
ご
臨
終
で
す
、
に
な
っ
て
し
ま

う
。そ

れ
は
何
か
と
い
う
と
、
限
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
有
限
で
す
。
老
は
変
化
で
す
。
人
間
は
生
ま
れ
た
ら
成
長
す
る
。
そ
れ
は

老
、
或
い
は
死
に
向
か
っ
て
い
く
、
変
化
し
て
い
く
の
で
す
。
全
て
の
も
の
は
変
化
し
て
い
く
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
は
苦
で

す
。
何
故
な
ら
ば
、
最
後
の
死
は
自
己
消
滅
で
す
か
ら
。
自
己
が
消
滅
す
る
時
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
。
こ
の
こ
と
で
、
大
勢
の
人
達
が

悩
ん
だ
わ
け
で
す
ね
。
永
遠
の
命
を
ど
う
し
た
ら
も
ら
え
る
か
。
富
士
山
を
死
な
な
い
山
と
考
え
て
信
仰
し
た
り
、
不
老
長
寿
の
薬
が
ほ

し
い
と
言
っ
た
り
、
死
ん
だ
後
も
永
遠
に
皇
帝
で
あ
り
た
い
と
、
地
下
に
都
を
造
っ
た
人
も
い
る
。
と
に
か
く
自
分
は
死
に
た
く
な
い
と

み
ん
な
考
え
た
の
で
す
。
そ
の
死
に
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
最
大
の
苦
し
み
で
す
。
全
て
の
者
が
こ
の
苦
し
み
を
抱
く
の
で
す
。

そ
の
苦
し
み
を
如
何
に
乗
り
越
え
る
か
。
仏
様
は
そ
の
こ
と
を
悟
ら
れ
た
。
死
が
当
た
り
前
で
あ
れ
ば
、
死
は
苦
し
み
で
は
な
く
な

る
。一

方
、
諸
の
功
徳
を
修
し
、
我
執
を
離
れ
て
、
心
が
柔
和
で
素
直
な
者
は
、
仏
が
こ
の
国
土
（
娑
婆
世
界
）
に
あ
っ
て
法
を
説
く
と
見

る
の
で
あ
る
。

仏
様
の
教
え
を
素
直
に
受
け
容
れ
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
仏
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ま
た
あ
る
時
は
法
を
求
め
る
人
々
の
た
め
に
、
仏
の
命
は
限
り
が
な
い
と
説
く
。
久
し
い
時
が
過
ぎ
て
、
い
ま
よ
う
や
く
仏
に
会
う
こ

と
が
で
き
た
者
に
は
、
そ
の
人
々
を
導
く
た
め
に
、
仏
に
は
会
い
難
い
と
説
く
。

仏
様
に
会
っ
て
も
、
仏
様
に
は
会
い
難
い
。
仏
様
に
会
っ
た
、
仏
様
を
見
た
、
仏
教
を
信
仰
し
た
、
と
思
っ
て
も
本
当
に
仏
様
に
ほ
ん
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と
う
に
会
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
た
問
わ
れ
る
の
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
仏
様
を
信
仰
し
た
と
は
何
か
と
、
仏
様
に
会
っ
た
と
は
何

か
と
、
自
己
に
問
う
と
、
仏
様
に
会
っ
て
い
な
い
自
分
に
気
付
く
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
の
繰
り
返
し
で
す
ね
。
だ
か
ら
仏
様
に
は
会
い

難
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
お
題
目
と
同
じ
で
、
お
題
目
は
、
唱
え
る
こ
と
は
容
易
い
け
れ
ど
も
、
本
当
に
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
は
、
非

常
に
困
難
で
す
。
仏
様
を
思
う
人
の
と
こ
ろ
に
は
仏
様
は
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
仏
様
を
思
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
仏
様
は
い
な
い
。
仏
様

に
は
会
っ
て
い
る
け
れ
ど
仏
様
に
は
会
っ
て
な
い
。

仏
の
知
恵
の
力
と
は
、
先
程
い
い
ま
し
た
不
思
議
の
力
で
す
。
仏
の
知
恵
の
力
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
知
恵
の
光
は
限
り
な

く
、
寿
命
は
永
遠
で
あ
る
。
そ
れ
は
久
遠
の
過
去
よ
り
の
修
行
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
先
程
出
て
来
た
、
因
と
果
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
仏
様
は
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
わ
た
っ
て
存
在
し
、
そ
し
て
永
遠

に
修
行
を
積
み
重
ね
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

あ
な
た
方
知
恵
の
あ
る
者
は
こ
の
こ
と
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。
永
く
疑
惑
を
断
じ
つ
く
す
べ
き
で
あ
る
。
仏
の
言
葉
は
真
実
で
あ
っ

て
決
し
て
虚
妄
で
は
な
い
。

仏
の
教
え
の
真
実
性
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
父
の
良
医
が
、
毒
を
飲
ん
で
苦
し
ん
で
い
る
子
供
を
治
癒
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
方
便
を
も
う
け
、
真
実
で
は
な

い
の
に
自
分
の
死
を
子
供
に
告
げ
、
良
薬
を
飲
ま
せ
る
こ
と
が
、
虚
妄
の
罪
に
問
わ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
先
程
の
良
医
の
譬
え
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
も
ま
た
こ
れ
世
の
人
々
の
父
で
あ
り
、
人
々
の
諸
の
苦
し
み
を
救
う
者
で
あ
る
。
煩
悩
に
執
着
す
る
人
々
が
迷
い
の
心
を
起
こ
す
ゆ

え
に
、
真
実
で
は
な
い
の
に
入
滅
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

人
々
の
真
の
救
い
を
成
就
す
る
、
即
ち
、
抜
苦
与
楽
で
す
。
苦
を
抜
き
楽
を
与
え
る
。
抜
苦
与
楽
が
仏
様
の
仕
事
で
す
。
仏
様
は
世
の

父
で
す
。
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私
が
常
に
こ
の
世
に
い
る
と
、
人
々
は
い
つ
で
も
救
わ
れ
る
と
思
い
、

慢
の
心
を
起
こ
し
、
怠
惰
と
な
っ
て
欲
望
に
溺
れ
、
悪
道
の

中
に
堕
落
す
る
。

地
獄
道
、
餓
鬼
道
、
畜
生
道
に
堕
ち
る
の
で
す
。
人
間
と
は
怠
惰
な
も
の
で
す
。
人
間
と
は
そ
う
い
う
存
在
な
の
で
す
ね
。
人
間
は

慢
で
あ
り
怠
惰
な
存
在
で
す
。
要
す
る
に
奢
り
た
か
ぶ
り
、
そ
し
て
怠
け
者
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
は
ま
ず
奢
り
た
か
ぶ
る
。
こ

れ
は
慢
心
と
い
う
の
で
す
。
慢
心
を
如
何
に
除
く
か
、
こ
れ
は
生
涯
の
課
題
で
す
。

私
は
常
に
人
々
が
仏
道
を
修
行
し
た
り
怠
っ
た
り
す
る
こ
と
を
熟
知
す
る
ゆ
え
に
、
導
利
す
べ
き
情
況
を
見
定
め
て
、
種
々
の
法
を
説

く
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
方
便
の
説
法
で
す
。
諸
経
の
説
法
の
こ
と
で
す
。

毎
に
私
は
こ
の
思
い
の
中
に
生
き
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
人
々
を
無
上
の
教
え
の
世
界
に
入
ら
し
め
、
速
や
か
に
悟
り
を
開
か
し

め
、
仏
身
を
成
就
せ
し
め
よ
う
か
と
。

如
何
に
人
々
を
救
い
取
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
私
は
常
に
考
え
て
い
る
、
こ
の
よ
う
に
仰
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
最
後
の

毎
自
作
是
念
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
毎
自
悲
願
で
、
仏
様
が
、
如
何
に
一
切
の
人
々
を
救
い
取
ろ
う
か
と
お
考
え
に
な
っ
て
る
と
い
う
文
で

す
。
毎
自
の
悲
願
、
毎
に
自
ら
こ
の
念
を
な
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
我
々
の
救
い
が
成
就
す
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
昔
の
人
は
こ
の
毎
自
作
是
念
の
文
を
破
地
獄
の
文
と
い
っ
た
の
で
す
。
地
獄
に
堕
ち
た
時
に
、
こ
の
毎
自
作
是
念
の
文
を

と
な
え
る
と
、
地
獄
か
ら
戻
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
、
仏
様
が
、
人
々
を
救
お
う
と
す
る
偉
大
な
る
願
い
を
込
め
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

無
上
道
と
は
、
上
の
な
い
道
、
最
高
の
道
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
ご
存
知
の
宮
沢
賢
治
さ
ん
が
好
ん
で
使
っ
た
言
葉
で
す
。

以
上
が
、
寿
量
品
第
十
六
の
現
代
語
訳
で
す
。
皆
様
も
噛
み
し
め
て
い
た
だ
い
て
、
信
解
体
得
し
、
そ
の
信
仰
の
表
白
表
出
と
し
て
、

人
々
を
教
化
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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三
点
目
の
資
料
は
、
今
日
お
話
申
し
上
げ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
説
明
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
時
間
の
あ
る
時
に
読
ん
で

く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
大
法
輪
閣
が
数
年
前
に
出
し
た
『
仏
陀
・
釈
尊
と
は
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
物
の
中
の
、
日
蓮
宗
の
部
分
を
私
が

担
当
致
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
時
の
文
章
を
参
考
の
た
め
に
皆
様
の
お
手
元
に
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
ん
で
す
。
喋
っ
た
こ
と
は

消
え
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
も
う
一
回
噛
み
し
め
て
頂
く
た
め
に
は
、
こ
れ
を
ま
た
読
ん
で
く
だ
さ
れ
ば
よ
い
。
そ
の
た
め
の
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
か
ら
ハ
ガ
キ
で
寄
せ
ら
れ
た
ご
質
問
に
つ
い
て
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
を
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
最
初
に
項
目
だ
け
挙
げ
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
質
問
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
、
こ
の
後
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
い
き
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
ご
質
問
の
趣
旨
を
違
え
て
、
私
が
受
け
止
め
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

時
は
仰
っ
て
く
だ
さ
い
。
全
部
で
十
四
あ
り
ま
す
。

一
、
寿
量
品
の
訓
読
を
僧
俗
で
繰
り
返
し
読
誦
す
る
こ
と
を
勧
め
た
い
と
思
っ
て
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。
二
番

目
、
自
我
偈
は
久
遠
本
仏
の
生
命
と
衆
生
救
済
の
は
た
ら
き
が
説
か
れ
て
る
と
習
い
ま
し
た
。
三
番
目
、
お
題
目
を
唱
え
る
と
、
宗
派
を

超
え
て
ど
の
よ
う
に
功
徳
が
あ
り
ま
す
か
。
四
番
目
、
久
遠
本
仏
と
私
達
の
命
の
繋
が
り
と
を
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
で
す
か
。
五
番
目
、

久
遠
本
仏
の
実
在
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。
六
番
目
、「
質
直

し
ち
じ
き

」
の
文
が
二
箇
所
出
て
く
る
が
、
そ
の
解
釈
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
。
仏
に
会
う
条
件
と
し
て
大
切
と
思
わ
れ
る
。
七
番
目
、
通
仏
教
と
本
化
仏
教
、
そ
の
境
界
線
は
、
表
現
的
に
は
ど
の
よ
う
に
異
な

る
か
。
八
番
目
、
何
故
お
題
目
を
唱
え
る
の
が
よ
い
の
か
。
九
番
目
、
合
掌
の
大
切
さ
。
十
番
目
、
大
学
で
身
に
つ
け
た
教
学
を
ど
う
信

徒
に
伝
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
。
十
一
番
目
、
今
の
時
代
に
ど
う
布
教
す
れ
ば
よ
い
か
。
十
二
番
目
、
子
や
孫
へ
の
教
化
は
難
し
い
。
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
。
十
三
番
目
、
先
祖
供
養
の
意
義
・
必
要
性
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
、
教
化
す
れ
ば
檀
信
徒
の
心
に
浸
透
す
る
か
。
十
四

番
目
、
未
信
徒
へ
の
教
化
の
本
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。

ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
内
容
で
す
。
文
章
通
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
程
控
え
室
で
見
せ
て
い
た
だ
い
て
、
メ
モ
を
取
っ
た
の
で
す
。
皆
様



─ ─

方
の
ご
質
問
通
り
の
趣
旨
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
の
受
け
止
め
た
範
囲
で
の
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

ま
ず
最
初
、
寿
量
品
の
訓
読
を
、
僧
俗
で
繰
り
返
し
読
誦
す
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。

お
経
に
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
真
読
と
訓
読
と
が
あ
り
ま
す
。
真
読
と
は
漢
文
で
読
む
こ
と
で
す
。
訓
読
と
は
読
み
下
し
で
読
む
こ
と

で
す
。
こ
の
二
種
類
の
読
み
方
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
、
訓
読
を
僧
俗
で
繰
り
返
し
読
む
こ
と
を
勧
め
た
い
と
い
う
ご
意
見
で

す
。真

読
と
訓
読
の
そ
れ
ぞ
れ
の
持
っ
て
い
る
性
格
が
あ
り
ま
す
。
真
読
の
ほ
う
が
有
り
難
い
と
い
う
人
も
中
に
は
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
訓
読
の
ほ
う
が
内
容
が
分
か
り
や
す
く
て
よ
い
と
い
う
方
も
あ
り
ま
す
。
真
読
か
訓
読
か
は
受
け
る
人
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

私
は
六
年
前
に
あ
る
ご
高
齢
の
方
か
ら
、
お
経
は
、
檀
信
徒
と
一
緒
に
読
む
時
は
訓
読
で
読
む
べ
き
だ
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の

で
す
。
そ
の
方
は
訓
読
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
よ
ほ
ど
分
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
方
の
お
家
の
法
事
の
時
は
、

お
詣
り
に
み
え
た
親
戚
の
方
と
か
に
、
ご
本
人
が
訓
読
で
読
む
べ
き
だ
と
仰
っ
て
い
ま
す
と
お
話
を
す
る
の
で
す
。

私
は
、
普
通
、
お
寺
で
葬
儀
と
か
法
事
で
お
経
を
読
む
時
は
全
て
訓
読
で
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
内
容
を
理
解
し
や
す
い
と
思

う
の
で
す
。
そ
の
方
が
仰
っ
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
そ
う
し
て
い
る
の
で
す
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
檀
信
徒
の
方
と
一
緒
で
も
真
読
で
読
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
時
か
と
い
う
と
、
私
は
毎
月
研
修
会
を
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
時
に
み
え
る
方
は
皆
さ
ん
分
か
っ
て
い
る
。
法
華
経
の
話
を
毎
月
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
方
達
は
分
か
っ
て

い
る
。
真
読
で
読
ん
で
も
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
な
る
べ
く
講
義
の
時
間
も
と
り
た
い
か
ら
真
読
で
読
み
ま
す
。
皆
さ
ん
も
つ

い
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
場
そ
の
場
で
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。



─ ─

そ
れ
か
ら
、
繰
り
返
し
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
繰
り
返
し
に
意
義
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
人
間
は
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
ん

だ
ん
と
そ
れ
が
身
に
つ
い
て
い
く
。
分
か
ら
な
く
て
も
分
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

昔
あ
る
方
が
仰
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
真
宗
の
研
修
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
感
動
し
た
と
言
っ
て
帰
っ

て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
老
若
男
女
い
ろ
い
ろ
な
人
が
来
て
い
て
法
門
を
開
く
。
ご
存
知
の
通
り
浄
土
真
宗
は
聞
法
の
宗
派
で
す
か
ら
、
法

門
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
信
仰
活
動
に
な
っ
て
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
高
度
な
話
を
さ
れ
る
の
で
す
。
大
学
と
か
大
学
院
ク
ラ

ス
の
話
を
す
る
。
そ
れ
で
、
隣
の
お
婆
ち
ゃ
ん
に
、
何
を
言
っ
て
る
の
か
分
か
る
の
で
す
か
、
と
質
問
し
た
ら
、
そ
の
お
婆
ち
ゃ
ん
が
、

い
や
分
か
り
ま
せ
ん
、
と
。
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
有
り
難
い
ん
で
す
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
も
う
参
っ
た
と
言
う
の
で
す
。

分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
有
り
難
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
お
婆
ち
ゃ
ん
は
信
を
お
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
信
の
置
き
方
も
あ

る
。
そ
れ
に
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
理
屈
で
も
の
を
考
え
る
者
に
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
何
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
有
り
難
い
と

い
う
人
も
い
ま
す
。

要
は
そ
の
お
経
を
読
む
こ
と
で
感
激
す
る
こ
と
。
喜
び
を
得
る
こ
と
で
す
ね
。
感
激
、
喜
び
。
そ
の
こ
と
が
、
信
仰
を
持
続
さ
せ
る
の

で
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
ら
や
め
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
何
か
感
動
し
た
人
は
、
い
つ
ま
で

も
い
つ
ま
で
も
、
そ
の
世
界
に
入
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
何
か
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
つ
ま
ん
な
い
こ

と
は
す
ぐ
嫌
に
な
り
ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
自
分
で
や
り
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
す
る
。
だ
か
ら
感
動
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
お
経
に
は
ど
う
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
や
む
し

ろ
そ
の
ほ
う
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
何
か
分
か
ら
な
く
て
も
感
動
す
る
お
婆
ち
ゃ
ん
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
分
か
っ
て
感
動
す
る
人
は
、

次
の
人
に
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
勢
の
人
達
が
布
教
師
に
な
る
の
で
す
。
お
坊
さ
ん
が
一
人

で
布
教
し
て
も
、
た
か
が
知
れ
て
い
る
。
そ
の
お
坊
さ
ん
が
檀
信
徒
を
教
化
し
、
そ
の
檀
信
徒
が
ま
た
次
な
る
人
を
教
化
し
て
い
く
。
こ
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れ
を
繰
り
返
し
て
い
け
ば
、
法
は
広
が
り
ま
す
。
お
坊
さ
ん
だ
け
が
納
得
し
て
、
喜
ん
で
い
て
も
ダ
メ
な
の
で
す
。

二
番
目
で
す
。
自
我
偈
は
久
遠
本
仏
の
生
命
と
衆
生
救
済
の
は
た
ら
き
が
説
か
れ
て
い
る
と
習
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
日
お
話
し
た
と

こ
ろ
で
す
。
全
く
そ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

三
番
目
、
お
題
目
を
唱
え
る
と
、
宗
派
を
超
え
て
ど
の
よ
う
に
功
徳
が
あ
り
ま
す
か
。

先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
お
題
目
は
、
諸
仏
、
諸
経
、
諸
功
徳
の
根
源
で
す
。
他
の
宗
派
で
御
利
益
が
あ
る
と
仰
る
方
が
い
て
も
、

そ
う
い
う
御
利
益
も
ま
た
お
題
目
の
御
利
益
な
の
で
す
。
法
華
経
は
、
広
く
全
て
を
包
み
込
む
宗
教
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ら
の

も
の
は
も
う
全
然
う
ち
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
で
は
な
く
て
、
そ
れ
も
ま
た
、
法
華
経
の
お
題
目
の
信
仰
の
一
つ
で
す
よ
、
た
だ
そ
れ
で

と
ど
ま
っ
て
い
て
は
ダ
メ
で
す
よ
と
。
そ
れ
は
方
便
権
経
な
の
で
す
。
仮
の
教
え
で
す
か
ら
。
そ
れ
を
通
し
て
、
更
な
る
深
い
世
界
に
行

き
ま
し
ょ
う
と
、
こ
う
い
う
導
き
が
必
要
で
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
体
内
の
権ご

ん

と
仰
っ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
お
念
仏
が
盛
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
念
仏
信
仰
の
人
達
に
対
し

て
、
念
仏
は
権
、
仮
の
教
え
で
あ
り
、
法
華
経
の
題
目
の
信
仰
の
体
内
の
教
え
だ
と
。
体
内
と
は
身
体
の
中
の
一
部
で
す
。
広
く
抱
き
込

め
ば
そ
う
な
る
。
た
だ
、
抱
き
込
ん
で
お
終
い
に
な
り
ま
す
と
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
せ
ん
。
方
便
の
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
如
何
に
真
実
の
世
界
に
導
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
方
便
か
ら
真
実
へ
と
導
く
の
で
す
。

四
番
目
、
久
遠
本
仏
と
、
私
達
の
命
の
繋
が
り
と
を
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
か
。

こ
れ
は
、
私
達
自
身
が
久
遠
本
仏
の
命
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
達
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
私
達
が
今
こ
こ
に
い
る

と
い
う
こ
と
は
久
遠
本
仏
の
実
在
な
の
で
す
。
私
が
い
る
こ
と
が
久
遠
本
仏
の
実
在
と
理
解
す
れ
ば
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
久
遠
本
仏
は

ど
こ
か
他
に
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
し
ら
と
思
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
我
々
が
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
こ
の
環
境

に
し
て
も
、
我
々
自
身
の
命
に
し
て
も
、
そ
れ
は
久
遠
本
仏
の
世
界
を
、
久
遠
本
仏
の
命
の
中
で
生
き
て
る
の
で
す
。
私
自
身
が
久
遠
本

仏
の
一
分
身
、
姿
、
現
れ
で
す
。
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五
番
目
、
久
遠
本
仏
の
実
在
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ
れ
も
先
程
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
人
様
に
説
明
す
る

時
に
、
貴
方
の
命
は
久
遠
本
仏
の
命
で
す
よ
と
言
っ
て
も
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
や
は
り
生
き
て
る
そ
の
在
り
方
で
す

ね
。
感
謝
、
そ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
自
身
の
存
在
の
有
り
様
に
気
付
い
て
も
ら
う
。
大
い
な
る
命
の
中
に
生
き
て
る
と
い
う
こ

と
を
気
付
い
て
も
ら
う
。
題
目
信
仰
は
、
人
々
を
そ
う
い
う
方
向
へ
導
く
手
だ
て
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

六
番
目
、「
質
直
」
の
文
が
二
箇
所
出
て
く
る
が
、
そ
の
解
釈
は
。
仏
に
会
う
条
件
と
し
て
大
切
だ
と
思
う
。

「
質
直
」
は
正
直
と
い
う
意
味
で
す
。
質
直
に
し
て
心
柔
和
な
る
。
心
が
柔
ら
か
い
。
何
に
正
直
か
と
い
う
と
こ
れ
は
、
仏
様
に
対
し

て
自
分
が
正
直
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
様
に
対
し
て
素
直
な
心
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
仏
様
に
対
し
て
素
直
と
い
う
の

は
、
疑
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
疑
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
信
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
間
と
い
う
の
は
疑
い
の
動
物
で
す
か
ら
、
疑
わ
な
い
こ
と
は
ま
ず
出
来
な
い
の
で
す
。
約
束
し
て
も
必
ず
疑
っ
て
し
ま
う
の
で
す

ね
。
完
全
に
相
手
を
信
頼
し
て
い
れ
ば
疑
わ
な
い
。
信
頼
が
少
し
で
も
揺
ら
ぐ
と
疑
う
。
疑
わ
な
い
と
は
信
頼
す
る
こ
と
で
す
よ
。

「
質
直
」
と
は
素
直
に
仏
様
と
対
面
し
て
い
る
、
仏
様
を
受
け
容
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
信
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。七

番
目
、
通
仏
教
と
本
化
仏
教
と
の
境
界
線
、
表
現
的
に
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
。

通
仏
教
と
言
っ
た
時
は
、
対
極
に
あ
る
の
は
宗
派
仏
教
で
す
ね
。
宗
派
仏
教
と
い
う
の
は
、
我
々
は
日
蓮
宗
で
す
け
れ
ど
、
何
々
宗
の

仏
教
で
す
。

仏
教
に
も
色
々
な
仏
教
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
仏
教
も
あ
り
ま
す
。
中
国
仏
教
と
か
、
イ
ン
ド
仏
教
と
か
、
日
本
仏
教
。
時
代
の
違
い

も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
お
釈
迦
様
の
お
経
は
ど
う
か
、
何
が
説
い
て
あ
る
の
か
、
お
釈
迦
様
の
生
涯
は
ど
う
な
の
か
。
科
学
的
に
究
明
す

る
仏
教
も
あ
れ
ば
、
習
慣
的
な
信
仰
を
媒
介
と
し
て
、
教
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
要
す
る
に
宗
派
の
仏
教
は
、
信
仰
と

し
て
の
仏
教
で
す
。
通
仏
教
は
、
人
間
の
生
き
る
道
、
哲
学
、
教
養
、
学
問
と
し
て
仏
教
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
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本
化
仏
教
は
、
仏
様
の
久
遠
教
化
を
受
け
た
菩
薩
方
の
仏
教
で
す
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
日
蓮
宗
の
仏
教
で
す
。
日
蓮
宗
の
仏
教
は
、
如

来
寿
量
品
で
現
さ
れ
た
、
久
遠
実
成
の
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
が
、
良
薬
で
示
さ
れ
た
久
遠
の
大
法
で
あ
る
お
題
目
を
、
如
来
神
力
品
第
二
十

一
で
、
従
地
涌
出
品
で
涌
出
し
た
本
化
地
涌
の
菩
薩
、
特
に
上
行
菩
薩
を
中
心
と
し
た
地
涌
の
菩
薩
に
お
与
え
に
な
っ
た
、
即
ち
付
属
さ

れ
た
法
華
仏
教
な
の
で
す
。
こ
れ
を
本
化
仏
教
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
法
華
経
全
体
の
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
久
遠
釈
尊
が
久
遠

本
法
を
、
久
遠
教
化
の
本
弟
子
で
あ
る
地
涌
菩
薩
に
付
属
さ
れ
た
仏
法
で
す
。
こ
れ
が
本
化
仏
教
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
ご
質
問
な
さ
っ

た
方
は
十
分
ご
理
解
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
久
遠
の
仏
が
久
遠
の
弟
子
に
久
遠
の
法
を
付
属
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が

本
化
仏
教
と
い
う
意
味
で
す
。

八
番
、
何
故
お
題
目
を
唱
え
る
の
が
よ
い
の
か
。

お
題
目
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
様
の
全
て
の
功
徳
を
結
集
し
た
も
の
、
全
て
の
教
え
を
結
集
し
た
も
の
で
す
。
仏
様
の
教

え
、
仏
様
そ
の
も
の
、
仏
様
の
功
徳
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
全
て
そ
こ
へ
結
集
し
た
も
の
。
こ
れ
が
お
題
目
で
す
。
で
す
か
ら
、
何
故
お
題

目
を
唱
え
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
偉
大
な
る
功
徳
に
対
し
て
帰
依

き

え

す
る
。
そ
れ
は
久
遠
の
釈
尊
に
対
す
る
帰
依
で
す
。
お
題
目
を
唱
え

る
こ
と
は
、
久
遠
の
釈
尊
を
頂
き
、
久
遠
の
釈
尊
の
命
を
生
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

九
番
目
、
合
掌
の
大
切
さ
。

合
掌
と
い
う
の
は
、
手
を
合
わ
せ
る
の
で
す
が
、
手
を
合
わ
せ
る
の
は
ど
う
い
う
時
か
と
い
う
と
、
感
謝
で
す
。
お
礼
や
感
謝
の
心
を

示
す
時
で
す
。
感
謝
の
心
を
示
す
の
は
、
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
に
気
付
く
、
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
を
表
現
す
る
こ
と
で
す
。
合
掌
は

無
抵
抗
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
合
掌
は
仏
様
と
自
分
と
の
心
を
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
す
。
世
の
中
に
は
合
掌
の
運
動
を

な
さ
っ
て
る
方
も
い
ま
す
。
合
掌
の
会
。
よ
く
合
掌
な
さ
る
方
も
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

十
番
目
、
大
学
で
身
に
つ
け
た
教
学
を
ど
の
よ
う
に
信
徒
に
伝
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
。
こ
の
後
の
こ
と
と
同
じ
で
す
が
、
生
活
に
根
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ざ
し
た
伝
道
を
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
よ
。
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
は
教
理
で
す
。
そ
の
教
理
を
基
盤
と
し
て
、
い
か
に

法
を
説
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
い
か
に
自
分
の
中
で
深
め
て
伝
え
ら
れ
る
か
。
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
は
ほ
ん
の
少
し
で
す
。
大

学
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
学
ん
だ
う
ち
に
は
入
ら
な
い
。
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
は
体
系
の
概
要
と
、
ど
ん
な
本
が
あ
る
と
か
、
ど
ん
な
先
生

が
い
る
か
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
程
度
で
す
。
あ
と
は
自
分
で
勉
強
す
る
の
で
す
。
自
分
で
学
ん
で
、
日
蓮
聖
人
に
た
ず
ね
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
日
々
、
日
常
生
活
の
中
で
人
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一
番
目
、
今
の
時
代
に
ど
う
布
教
す
れ
ば
よ
い
か
。

時
代
の
動
向
を
正
し
く
知
る
必
要
が
あ
る
。
今
は
ど
う
い
う
時
代
で
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
お
坊
さ
ん
は
お
経
さ
え
読
ん
で
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
お
坊
さ
ん
は
世
間
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
ダ
メ
な
の
で

す
。
世
法
を
知
る
で
す
。
法
華
を
識
る
こ
と
は
世
法
を
知
る
こ
と
で
す
。
教
え
を
ど
の
よ
う
に
自
分
が
受
け
止
め
て
、
そ
れ
を
社
会
に
ど

う
実
践
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
必
要
と
さ
れ
る
も
の
は
残
り
ま
す
。
必
要
と
さ
れ
な
い
も
の
は
残
り
ま
せ
ん
。
仏
教
も
同
じ
で
す
。
恐
ら
く
仏

教
は
残
る
と
思
い
ま
す
、
仏
教
は
不
滅
で
し
ょ
う
。
仏
教
は
人
類
の
叡
智
で
す
。
た
だ
仏
教
教
団
は
残
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
仏
教

と
仏
教
教
団
が
一
つ
な
ら
残
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
は
日
本
も
人
口
が
減
少
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
必
要
と
さ
れ
る
も

の
は
残
り
、
必
要
と
さ
れ
な
い
も
の
は
残
ら
な
い
。
必
要
で
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
ア
ウ
ト
な
の
で
す
。
人
々
に
と
っ
て
、
本

当
に
大
切
な
も
の
、
必
要
な
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
は
経
済
的
と
か
物
質
的
と
い
う
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。
人
々
の
心

を
如
何
に
豊
か
に
す
る
か
、
人
々
に
如
何
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
う
い
う
宗
教
で
な
け
れ
ば
こ
れ
か
ら
は
生
き
て
い
け

ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
ど
の
よ
う
に
布
教
す
る
の
か
と
い
う
と
、
時
代
を
見
据
え
て
、
そ
し
て
人
々
と
共
に
歩
む
。
お
釈
迦
様
も
そ
う
な
の
で
す
か

ら
。
人
々
と
共
に
歩
む
と
い
う
視
点
に
立
た
な
い
限
り
は
、
人
々
の
心
に
仏
教
を
訴
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
も
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う
、
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
曲
が
り
角
に
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。


