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ノ
ー
ト

現
代
社
会
に
お
け
る
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
現
状
と
展
望

中

　井

　本

　蓉

一
、
問
題
の
所
在

　
「
宗
教
離
れ
」
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
が
国
際
比
較
調
査
グ
ル
ー
プ
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
）
の
一
員
と
し
て
、
二
〇

一
八
年
に
国
内
で
実
施
し
た
「
宗
教
」
に
関
す
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
十
八
～
三
十
九
歳
の
男
性
で
「
信
仰
心
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
す
る

人
の
割
合
は
、
二
〇
一
八
年
の
時
点
で
全
体
の
四
割
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
十
八
～
三
十
九
歳
の
女
性
に
関
し
て
は
、
一
九
九
八
年
の

時
点
で
は
二
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
「
信
仰
心
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
〇
〇
八
年
は
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
に

減
少
し
た
が
、
二
〇
一
八
年
は
三
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
大
幅
に
増
え
て
い
る１
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
宗
教
者
は
様
々
な
対
策
を
講
じ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
統
計
を
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の

対
策
が
功
を
奏
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、「
宗
教
離
れ
」
に
歯
止
め
が
き
か
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

今
回
の
発
表
で
は
、「
な
ぜ
世
間
は
宗
教
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
概
念
を
用
い

て
、
仏
教
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
く
べ
き
か
を
考
察
す
る
。
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二
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
は

　
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」（narrative

）
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
定
義
が
あ
い
ま
い
な
言
葉
で
あ
る
が
、
辞
書
に
よ
れ
ば
「
物
語
」
あ
る
い
は
「
語

る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る２
。
し
か
し
、「
物
語
」
を
意
味
す
る
英
単
語
と
し
て
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
」（story

）
の
方
が
馴
染
み
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
単
語
の
違
い
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
は
、
始
ま
り
か
ら
結
末
ま
で
が
す
で
に
決
定
し
て
い
る
「
物
語
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
ラ
ー
」

（story teller

）
と
い
う
用
例
か
ら
も
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
講
談
師
は
軍
記
、
武
勇
伝
、
仇
討
ち
な
ど
の
読
み
物
を
大

衆
に
お
も
し
ろ
く
読
み
聞
か
せ
る
が
、
こ
の
と
き
読
ま
れ
る
「
物
語
」
は
結
末
が
決
ま
っ
て
い
て
、
講
談
師
は
そ
れ
を
覚
え
て
話
す
。
つ

ま
り
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
は
、
本
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
の
形
で
保
存
さ
れ
、
内
容
が
変
わ
ら
ず
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
「
固
定
的
な
物
語
」
な

の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
は
「
語
る
」
と
い
う
行
為
に
重
点
が
置
か
れ
た
「
物
語
」
で
あ
る
。「
ナ
レ
ー
タ
ー
」（narrator

）
や
「
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
」（narration

）
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
馴
染
み
の
あ
る
語
と
も
関
連
す
る
。「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
は
、
固
定
的
な
結

末
を
持
た
ず
、
語
る
者
に
よ
っ
て
結
末
が
変
わ
る
と
い
う
「
開
放
的
な
語
り
」
な
の
で
あ
る３
。
ま
た
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
が
語
ら
れ
る
と

き
に
は
、「
地
域
ま
た
は
組
織
の
中
の
共
通
認
識
の
よ
う
な
も
の
」
が
土
台
と
な
る
。

三
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
活
用
例

　

次
に
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
概
念
を
活
用
し
た
事
例
を
三
つ
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
各
分
野
に
対
応
す
る
宗
教
者
と
し
て
の
役
割
に

つ
い
て
も
考
察
す
る
。
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【
ビ
ジ
ネ
ス
】
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
…
…
…
布
教

　
　
　
【
医
療
】
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ベ
イ
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ス
ン
…
…
救
済

　
　
　
【
教
育
】
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
…
…
…
…
教
化

　

ま
ず
一
つ
目
は
、【
ビ
ジ
ネ
ス
】
の
分
野
に
お
け
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
で
あ
る
。
自
社
ブ
ラ
ン
ド
の
車
の
性
能
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
な
従
来
の
手
法
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
固
定
的
な
価
値
観
（
ス
ト

ー
リ
ー
）
を
顧
客
に
提
供
し
、
商
品
を
購
入
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
自
分
が
主
人
公
で
あ
る
」
と
い
う
当

事
者
性
を
顧
客
に
持
た
せ
る
の
が
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
で
あ
る
。
Ｓ
Ｕ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｕ
が
展
開
す
る
一
連
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

群
「Y

our story w
ith

」
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
映
像
の
中
で
は
、
一
台
の
車
と
、
そ
の
持
ち
主
の
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
が
切

り
取
ら
れ
て
お
り
、
車
と
持
ち
主
が
紡
ぎ
出
す
「
物
語
」
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
視
聴
者
は
そ
こ
に

自
分
を
重
ね
合
わ
せ
、「
自
分
は
ど
ん
な
物
語
を
作
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
」
と
想
像
す
る
。
こ
れ
が
「
当
事
者
性
を
持
た
せ
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
際
に
は
、
ブ
ラ
ン
ド
の
商
品
が
展
開
す
る
世
界
観
に
顧
客
を
引
き
込
む
「
物
語

力
」
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
手
法
を
宗
教
者
が
行
う
「
布
教
」
と
い
う
活
動
に
応
用
す
る
と
、
自
分
の
宗
派
の
教
義
や

開
祖
の
す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
宗
教
的
な
世
界
に
お
い
て
「
自
分
も
関
係
（
役
割
）
が
あ
る
の
だ
」
と
思
わ
せ
、
世

間
の
人
々
が
み
ず
か
ら
踏
み
込
ん
で
く
る
よ
う
な
「
語
り
方
」
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
実
に
、
理
想
的
な
宗
教
へ
の
近

づ
き
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
宗
教
者
に
も
、
知
識
だ
け
で
な
く
「
物
語
力
」
が
必
要
と
さ
れ
る
時

代
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、【
医
療
】
の
分
野
に
お
け
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ベ
イ
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ス
ン
」（
物
語
と
対
話
に
も
と
づ
く
医
療
）
で
あ
る
。

医
療
従
事
者
は
、
患
者
が
語
る
患
者
自
身
の
物
語
に
耳
を
傾
け
、
患
者
が
抱
え
る
問
題
を
全
人
的
に
（
身
体
面
だ
け
で
な
く
、
精
神
や
心
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理
状
態
、
社
会
的
立
場
な
ど
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
要
素
か
ら
）
把
握
し
、
治
療
方
法
を
考
え
る
。
従
来
行
わ
れ
て
き
た
「
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ベ

イ
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ス
ン
」（
科
学
的
根
拠
に
も
と
づ
く
医
療
）
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
症
例
（
高
齢
者
、
死
に
至
る
病
気
、
精
神
に
関

す
る
病
気
な
ど
）
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
患
者
と
医
療
従
事
者
が
対
話
を
通
じ
て
信
頼
関
係
を
作
り
、

双
方
に
と
っ
て
満
足
度
の
高
い
治
療
を
行
う
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
う
資
格
が
作
ら
れ
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
宗
教
者
が
世
間
か
ら
求
め
ら
れ
る
大
き
な
役
割
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
苦
し
み
の
中
に
あ
る
人
の
「
救
済
」
が
挙
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
苦
し
み
」
は
病
気
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
医
療
現
場
で
の
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
活
用
例
は
、

大
い
に
参
考
に
な
る
。
仏
教
の
教
義
を
エ
ビ
デ
ン
ス
と
す
る
な
ら
ば
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
活
用
に
よ
っ
て
相
談
者
と
僧
侶
の
間
に
信
頼
関
係

を
築
く
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
仏
教
に
興
味
は
あ
る
が
お
坊
さ
ん
に
相
談
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
「
僧
侶
離
れ
」
を
食
い
止
め
る

ひ
と
つ
の
手
立
て
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三
つ
目
は
、【
教
育
】
の
分
野
に
お
け
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
教
師
が
主
体
で
、
子
ど
も
が
客
体
と
い

う
の
が
従
来
の
教
育
現
場
の
構
造
で
あ
り
、
子
ど
も
は
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
知
識
を
暗
記
し
、
再
生
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
子
ど
も
の
主
体
性
が
育
た
な
い
。「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
現
場
で
は
、
教
師
か
ら
知
識
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
子
ど
も
た
ち
が
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
対
話
（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）
を
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
し
、
発
信

す
る
力
が
育
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
変
化
の
激
し
い
時
代
に
、
他
者
と
と
も
に
問
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
を
持
っ
た
人
材
を
育
て
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
材
は
、
宗
教
者
の
中
に
も
も
ち
ろ
ん
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
子
弟
教
育
の
手
法
を
見
直
し
、

よ
り
時
代
の
変
化
に
対
応
で
き
る
人
材
の
育
成
を
、
宗
教
者
も
意
識
す
べ
き
時
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
主
体
性
を
育
て
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
檀
信
徒
教
育
の
場
に
も
応
用
で
き
る
。
出
家
者
・
在
家
者
の
両
方
に
対
す
る
、
宗
教
の
世
界
に
入

っ
た
あ
と
の
「
教
化
」
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
と
し
て
、
こ
の
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
取
り
組
み
は
、
大

い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か４
。
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四
、
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

　

こ
こ
ま
で
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
そ
の
活
用
例
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
次
に
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
仏
教
の
現
状
を

見
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
仏
教
的
文
脈
あ
る
い
は
仏
教
用
語
を
用
い
て
語
ら
れ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
「
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
呼
び
、
次
の
三
種
類
に
分

類
す
る
。

　

⑴　

こ
れ
ま
で
の
僧
侶
が
語
る
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
旧
型
）

　

⑵　

世
間
の
人
々
が
語
る
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
世
俗
型
）

　

⑶　

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
僧
侶
が
語
る
べ
き
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
新
型
）

　

か
つ
て
、「
旧
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
は
、
社
会
の
中
で
理
解
さ
れ
、
通
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
社
会
の
価
値
観

が
変
化
し
て
い
る
の
に
、
僧
侶
が
依
然
と
し
て
こ
の
「
旧
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
に
よ
っ
て
語
り
続
け
た
結
果
、
人
々
の
心
に
言
葉
が

届
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
、
か
つ
て
の
古
い
時
代
を
知
っ
て
い
る
世
代
が
残
っ
て
い
る
の

で
な
ん
と
か
対
話
が
成
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
同
じ
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
で
語
り
続
け
た
場
合
、
社
会
の
誰
か
ら
も
理
解
さ
れ
な
く
な
り
、

消
滅
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
「
地
域
ま
た
は
組
織
の
中
の
共
通
認
識
の
よ
う
な
も
の
」
が
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
土
台
と
な
る
、
と
先
に
述
べ
た
。「
旧
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ

ブ
」
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
背
景
に
は
、「
僧
侶
（
仏
教
）
の
共
通
認
識
」
と
「
世
間
の
共
通
認
識
」
と
の
ズ
レ
が
原
因
と
し
て
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
諸
相

　
「
旧
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
は
、
も
は
や
世
間
の
人
々
の
心
に
響
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
教
そ
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ

て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
テ
レ
ビ
番
組
『
ぶ
っ
ち
ゃ
け
寺
』
が
人
気
を
博
し
た
こ
と
か
ら
も
、
世
間
の
人
々
は
仏
教
に
対
し

て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、「
世
俗
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」（
世
間
の
人
々
が
語
る
こ
こ
最
近
の
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
見
て
い
き
た
い
。
若
年
層
の
利
用
者
の
割
合
が
比
較
的
多
い
と
さ
れ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
は
、
文
字
中
心
の
投
稿
に
な
る

た
め
、
仏
教
用
語
活
用
の
現
状
を
調
査
す
る
に
は
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
は
検
索
機
能
を
利
用
し
て
、
次
の
三
つ
の
キ
ー
ワ

ー
ド
に
つ
い
て
検
証
し
た
。

　
　

検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
【
成
仏
】【
徳
を
積
む
】【
来
世
】

　

ま
ず
、【
成
仏
】
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
投
稿
が
出
て
き
た
。

　

①　
「 

メ
イ
ク
い
い
感
じ
だ
っ
た
の
に
ほ
ぼ
誰
に
も
会
わ
な
か
っ
た
の
で
成
仏
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」（
自
分
の
顔
の
写
真
が
添
付
さ
れ
て

い
る
）

　

②　
「 

セ
ブ
ン
で
衝
動
買
い
し
た
お
前
の
事
完
全
に
忘
れ
て
た　

今
日
成
仏
さ
せ
て
や
ろ
う
」（
冷
凍
た
こ
焼
き
の
写
真
が
添
付
さ
れ
て

い
る
）

　

③　
「 Continue? 

の
消
し
ゴ
ム
ハ
ン
コ　

使
う
場
所
な
い
の
で
こ
こ
で
成
仏
さ
せ
て
下
さ
い
！
」（
消
し
ゴ
ム
ハ
ン
コ
を
押
し
た
写
真
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が
添
付
さ
れ
て
い
る
）

　

④　
「 

先
月
亡
く
な
っ
た
お
ば
ち
ゃ
ん
が
生
き
返
っ
て
い
て
笑
い
な
が
ら
お
茶
が
欲
し
い
と
言
う
の
で
熱
い
お
茶
を
煎
れ
る
夢
を
見
た

の
で
納
骨
堂
に
お
茶
を
お
供
え
し
て
き
ま
し
た
。
あ
ー
、
四
十
九
日
に
な
る
の
か
な
。
無
事
成
仏
し
た
の
か
な
。
お
赤
飯
が
好

物
な
ん
で
炊
こ
う
か
ね
。」

　

こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
見
て
わ
か
る
と
お
り
、【
成
仏
】
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
仏
教
的
意
味
（
仏
に
な
る
こ
と
）
と
は

か
け
離
れ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
①
②
③
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
も
の
た
ち
の
無
念
を
晴
ら
す
こ
と
を
「
成
仏
」
と

呼
ん
で
い
る
。
こ
の
用
例
が
最
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て
④
は
、
い
わ
ゆ
る
「
御
霊
が
や
す
ら
か
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
願
い
を
込

め
た
「
成
仏
」
の
用
例
で
あ
る
。

　

次
に
、【
徳
を
積
む
】
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
投
稿
が
出
て
き
た
。

　

① 　
「
残
業
と
い
う
苦
徳
を
積
む
と
色
違
い
が
出
や
す
い
気
が
す
る 

＃
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
」

　

②　
「 

ち
ょ
こ
ち
ゃ
ん
も
バ
ル
ち
ゃ
ん
も
シ
ャ
ッ
ス
も
ユ
ウ
く
ん
も
欲
し
い
ど
う
し
よ
う
私　

と
り
あ
え
ず
こ
れ
か
ら
徳
を
積
む
し
か

な
い
な　

い
い
子
で
い
ま
す
！
」

　

③ 　
「
来
世
は
マ
ジ
の
マ
ジ
で
ク
リ
ス
テ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
外
見
に
な
り
た
い
の
で
、
今
生
で
徳
を
積
む
し
か
な
い
」

　

主
に
「
良
い
こ
と
が
起
き
る
こ
と
を
願
っ
て
善
行
を
行
う
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
願
い
で
あ
る
「
良
い
こ

と
」
に
は
、
①
②
の
よ
う
に
「
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
欲
し
い
ア
イ
テ
ム
が
手
に
入
る
こ
と
」
も
含
ま
れ
る
。
③
の
「
来
世
、
あ
こ
が
れ

の
女
優
の
よ
う
な
顔
に
生
ま
れ
る
た
め
に
今
生
で
徳
を
積
む
」
と
い
う
用
例
は
、「
来
世
」
の
用
例
で
も
あ
る
。
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最
後
に
、【
来
世
】
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
投
稿
が
出
て
き
た
。

　

① 　
「
こ
の
距
離
で
あ
な
た
と
話
せ
る
な
ら　

僕
は
来
世
カ
メ
ム
シ
に
で
も
豚
に
で
も
蚊
に
で
も
な
る
」

　

②　
「 
来
世
虫
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
仕
方
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
の
距
離
で
し
た
。
取
り
急
ぎ
皆
さ
ま
に
も
こ
の
幸
福
を
伝
え
た
い
で

す
」

　

③　
「 

長
渕
剛
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ラ
イ
ブ
見
て
る
。
頑
張
っ
て
る
人
見
る
と
、
前
は
私
も
頑
張
ろ
う
！
っ
て
思
っ
て
た
け
ど
、
最
近
私
も

来
世
は
も
っ
と
頑
張
れ
る
ひ
と
に
生
ま
れ
て
こ
よ
う
っ
て
な
っ
て
き
て
る
…
…
や
ば
い
」

　
「
来
世
」
の
用
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
輪
廻
転
生５
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
た
だ
、
①
②
の
よ
う
に
「
好
き
な

お
笑
い
芸
人
に
近
距
離
で
会
う
」「
憧
れ
の
ア
イ
ド
ル
と
間
近
で
話
す
」
な
ど
の
幸
せ
な
経
験
を
す
る
と
、
な
ぜ
か
「
来
世
は
虫
に
生
ま

れ
変
わ
る
」
と
い
う
独
特
の
理
論
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
③
の
よ
う
に
、
今
生
で
努
力
す
る
こ
と
を
諦
め
て
、「
来
世
は
も
っ
と
頑

張
れ
る
人
に
生
ま
れ
て
こ
よ
う
」
と
考
え
て
し
ま
う
自
分
の
意
欲
の
な
さ
に
危
機
感
を
感
じ
て
い
る
用
例
も
あ
る
。
来
世
が
あ
る
種
の

「
逃
げ
場
」
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
て
、「
世
俗
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
見
て
き
た
。
い
ず
れ
の
キ

ー
ワ
ー
ド
も
、（【
成
仏
】
用
例
④
を
除
い
て
）
あ
ま
り
宗
教
的
で
な
く
、
日
常
的
な
感
覚
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、「
旧
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
が
通
用
し
な
い
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
仏
教
用
語
は
日
常
の
中
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
若
者
の
文
化
の
中
に
仏
教
用
語
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
は
、
仏
教
と
世
間
と
の
間
に
本
当
の

意
味
で
の
「
乖
離
」
が
ま
だ
起
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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六
、
小
結

　
「
旧
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
に
お
い
て
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
「
語
り
方
」
で
あ
る
。
世
間
が
変
化
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
か
つ
て
の
時
代
の
「
語
り
方
」
を
継
続
し
て
き
た
結
果
、
世
間
の
人
々
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

は
、
客
観
的
な
情
報
と
し
て
の
知
識
を
た
だ
伝
え
る
の
で
は
な
く６
、
未
完
結
の
物
語
の
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
聞
き
手
を
参
加
さ
せ
る

よ
う
な
語
り
方
（upāya-kauśalya 

善
巧
方
便
）
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
新
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
も
い
う
べ
き
「
新

し
い
語
り
方７
」
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、「
三
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
活
用
例
」
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
時
代
に
適
応
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法

が
参
考
と
な
る
だ
ろ
う８
。
新
し
い
語
り
方
（
新
型
仏
教
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）
を
使
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
れ
か
け
て
い
た
仏
教
と
世

間
と
が
再
び
重
な
り
合
い
、
か
つ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
関
係
性
を
、
現
代
的
な
形
で
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

最
後
に
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
（
一
九
一
六
―
二
〇
〇
〇
）
が
『
世
界
神
学
を
め
ざ
し
て
』（
一
九
八
一

年
）
の
中
で
、
宗
教
と
世
間
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
述
べ
た
一
文
を
紹
介
し
、
結
び
に
か
え
た
い
。

　
　

 

要
す
る
に
、
世
界
の
宗
教
共
同
体
、
お
よ
び
世
俗
的
共
同
体
が
歴
史
的
に
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
多
様
性
と
一

貫
性
の
中
に
あ
る
過
去
、
と
い
う
ま
す
ま
す
増
大
す
る
共
通
認
識
で
あ
り
、
ま
た
ま
す
ま
す
増
大
す
る
共
通
の
未
来
に
対
す
る
責
任

と
関
わ
り
の
意
識
で
あ
る９
。
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１　

小
林
利
行
［
二
〇
一
九
］
五
三
─
五
四
頁
を
参
照
。

２ 　

橋
本
陽
介
［
二
〇
一
四
］
四
六
─
四
七
頁
に
は
、「
物
語
」
の
説
明
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

 　
「
こ
の
よ
う
に
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
と
は
語
る
と
い
う
行
為
（narration

）
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
物
語récit

」
の
科
学
と
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
、

特
に
断
り
な
く
「
物
語
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
き
て
い
る
が
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
理
論
で
言
う
フ
ラ
ン
ス
語
のrécit

、
も
し
く
は
英
語
の

narrative

の
訳
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
訳
語
が
「
物
語
論
」
で
定
着
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ナ
ラ
ト

ロ
ジ
ー
で
議
論
さ
れ
た
「
物
語
」
の
定
義
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
プ
ロ
ッ
プ
や
レ
モ
ン
、
バ
ル
ト
の
分
析
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で

は
、「
機
能
」、
つ
ま
り
物
語
の
時
間
を
展
開
さ
せ
る
行
為
が
主
な
分
析
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
研
究
も
ま
と
め
て
言

う
な
ら
ば
、「
物
語
」
と
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
間
的
展
開
が
あ
る
出
来
事
を
言
葉
で
語
っ
た
も
の
。」

３ 　

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
［
二
〇
一
七
］
に
お
い
て
、「
物
語
を
、
現
実
界
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
界
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
出
来
事
に
つ
い

て
の
表
象
の
形
式
（a form

 of representation

）
と
し
て
よ
り
は
語
り
方
（a m

anner of speaking

）
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
考
え
は
、
構
造
主
義
の
到
来
を
受
け
て
生
じ
、
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
ト
ド
ロ
フ
、
バ
ル
ト
ら
の
仕
事
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
言
述
（discourse

）
と
物
語
（narrative

）
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
の
な
か
で
、
近
年
練
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、

物
語
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
よ
り
「
開
か
れ
た
」
言
述
形
式
な
ら
ば
話
し
手
に
押
し
つ
け
る
こ
と
は
な
い
よ
う
な
「
一
定
数
の
排
除

と
制
約
条
件
に
よ
っ
て
」
特
徴
づ
け
ら
れ
る
語
り
方
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
」（
一
一
九
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、「
物
語
」
は
あ
く
ま
で
「
表

象
の
形
式
」
で
は
な
く
、「
語
り
方
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
説
は
「
閉
ざ
さ
れ
た
」
も
の
で
は
な
く
、「
開
か
れ
た
」
も
の
な
の
で
あ
る
。

４ 　

試
み
に
、『
現
代
宗
教
研
究
』
第
五
十
四
号
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
掲
載
さ
れ
た
四
つ
の
論
考
を
、
今
回
紹
介
し
た
三
つ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
活
用

例
に
分
類
し
て
み
た
。

　
　

①
岡
田
文
弘
「
日
蓮
聖
人
の
上
行
自
覚
」
…
…
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
【
布
教
】

　
　
　

 　

日
蓮
聖
人
は
「
法
華
を
行
ず
る
も
の
は
上
行
に
守
護
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
も
上
行
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
し
」
と
考
え
、
自
身
に
も
弟
子

に
も
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
課
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
の
論
考
の
結
論
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
我
々
門
下
も
上
行
（
と
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し
て
の
宗
祖
）
の
ご
加
護
を
受
け
つ
つ
、
我
々
自
身
も
「
上
行
と
し
て
」
活
動
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
が
、
あ
る
べ
き
姿
な
の
で
は
」
と

提
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、「
上
行
菩
薩
た
る
日
蓮
聖
人
が
、
お
題
目
を
唱
え
る
わ
れ
わ
れ
を
守
護
し
て
く
だ
さ
る
」
だ
け
で
な
く
、

「
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
上
行
菩
薩
と
し
て
法
華
経
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
提
言
で
あ
り
、
日
蓮
門
下
と
し
て
の
「
当
事
者
性
」

を
新
た
に
持
ち
、「
日
蓮
聖
人
の
生
き
た
法
華
経
の
世
界
」
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
を
教
師
が
十
分
に
自
分
の
も
の
と
し
、

「
語
り
」
に
活
か
し
た
と
き
、
新
た
な
布
教
（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
）
が
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

② 

堀
田
泰
寛
「
現
代
語
に
よ
る
法
要
式
の
試
み
に
つ
い
て
の
考
察
」
…
…
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
【
教
化
】

　
　
　

 　

こ
の
論
考
で
は
、
現
代
語
化
さ
れ
た
法
要
式
と
現
代
語
訳
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
法
要
を
執
り
行
っ
て
い
る
実
在
の
日
蓮
宗
寺
院
を
例
に
、

現
代
語
に
よ
る
法
要
式
の
可
能
性
と
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
の
仏
教
教
団
の
多
く
が
、
伝
統
的

な
宗
教
儀
礼
を
執
り
行
う
上
で
、
新
し
い
価
値
観
や
生
活
様
式
と
の
間
に
生
じ
る
ギ
ャ
ッ
プ
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
と
、
法
要
の
内
容
に
つ

い
て
も
、
参
列
者
か
ら
「
わ
か
ら
な
い
」「
退
屈
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
が
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
代

語
訳
の
『
法
華
経
』
を
読
む
こ
と
は
、
法
要
参
列
者
と
「
聖
な
る
時
間
の
共
有
」
を
持
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
。
た
だ
し
、
聖
典
を
現
代
語
訳

し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
儀
礼
性
」
が
低
下
す
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。「
法
要
式
の
現
代
語
化
の
試
み
と
従
来
の
法
要
式
を
継
続
し
て

ゆ
く
試
み
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
お
互
い
が
様
々
な
試
行
錯
誤
と
建
設
的
な
批
判
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
新
た
な
法
要
式
と

し
て
高
度
な
水
準
へ
と
止
揚
さ
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
こ
の
論
考
で
は
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
例

と
し
て
紹
介
さ
れ
た
現
代
語
訳
『
法
華
経
』
の
最
大
の
特
徴
が
、「
そ
の
内
容
が
参
列
者
に
語
り
か
け
る
形
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で

あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
と
参
列
者
と
の
対
話
で
あ
り
、
在
家
者
に
向
け
た
新
し
い
教
化
（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ

ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

③ 

鈴
木
智
雄
「
公
共
空
間
で
の
心
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
宗
教
者
の
養
成
に
つ
い
て
─
教
師
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
反
響
─
」

 

…
…
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
【
教
化
】
か
ら
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ベ
イ
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ス
ン
【
救
済
】
へ

　
　
　

 　

こ
の
論
考
は
、
教
師
資
格
取
得
過
程
に
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」（
悲
嘆
ケ
ア
）
や
「
傾
聴
」
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
試
み
を
行
な
っ
て
い
る

宗
派
の
活
動
を
紹
介
し
、
臨
床
宗
教
師
の
よ
う
な
既
に
教
師
資
格
を
取
得
し
た
者
だ
け
で
な
く
、
教
師
育
成
の
段
階
か
ら
「
傾
聴
」
の
姿
勢
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を
学
ん
で
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
身
近
な
人
の
死
に
直
面
し
た
人
を
支
え
る
活
動
で
あ
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
「
傾

聴
」
と
い
う
姿
勢
を
重
ん
じ
、「
相
手
の
言
葉
を
受
け
止
め
る
」
こ
と
を
重
視
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
宗
派
の
教
義
・
教
学
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
「
答
え
を
出
す
」
こ
と
で
は
な
い
。
真
宗
大
谷
派
は
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
関
す
る
諸
事
業
を
展
開
す
る
一
般
社
団
法
人
「
リ
ヴ
オ

ン
」
と
提
携
し
、
教
師
資
格
取
得
過
程
に
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
修
を
導
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
で
は
、
花
園
大
学
に
設
置
さ

れ
た
妙
心
寺
派
僧
侶
養
成
課
程
に
お
い
て
、「
傾
聴
基
礎
講
座
」
を
開
講
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
修
や
講
座
で
は
講
義
だ
け
で
な
く
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
も
行
わ
れ
る
。
立
正
大
学
や
身
延
山
大
学
で
も
、
僧
階
を
得
る
た
め
の
取
得
単
位
と
し
て
「
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
や
「
仏

教
デ
ス
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
の
科
目
が
あ
り
、「
傾
聴
」
の
姿
勢
や
「
死
生
観
」
を
扱
っ
た
講
義
に
触
れ
る
機
会
は
用
意
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
真
宗
大
谷
派
や
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
取
り
組
み
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、「
傾
聴
」
や
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
に
特
化
し
て
、

講
義
中
心
で
は
な
く
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
な
双
方
向
的
で
実
践
的
な
学
び
を
教
師
育
成
の
段
階
か
ら
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
教
師
育
成
の
取
り
組
み
は
出
家
者
に
向
け
た
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
教
化
）
と
い
え
る
し
、
こ

こ
で
学
ん
だ
こ
と
を
教
師
が
現
場
で
活
か
せ
ば
、
そ
れ
は
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ベ
イ
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ス
ン
（
救
済
）
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
　

④ 

髙
野
光
拡
「
布
施
行
と
幸
福
感
に
関
す
る
研
究
」
…
…
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
【
教
化
】

　
　
　

 　

こ
の
論
考
は
、
布
施
行
と
い
う
利
他
的
な
行
為
と
、
布
施
し
た
本
人
が
感
じ
る
幸
福
感
と
の
関
連
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。『
雑
宝
蔵

経
』
巻
第
六
に
説
か
れ
る
「
七
種
施
」
を
も
と
に
、「
家
族
」「
友
人
・
知
人
」「
他
人
」
と
い
う
三
種
の
人
々
に
対
し
て
布
施
行
（
人
に
優

し
く
接
す
る
と
い
う
行
為
）
を
実
践
し
て
い
る
か
ど
う
か
調
査
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
、
寺
院
の
行
事
に
参
加
し
て
い
た
男
女
九
十
名
に
実
施

し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
と
い
う
の
は
、
ま
ず
「
家
族
に
対
す
る
布
施
行
」
を
意
識
し
て
い
る
人
ほ
ど
幸
福
感
が
高
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
結
果
は
、「
因
果
応
報
」
を
ど
の
程
度
信
じ
る
か
と
言
う
こ
と
と
、
友
人
知
人
や
他
人
へ

の
布
施
行
為
と
の
間
に
、
関
連
が
見
い
だ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
因
果
が
巡
り
巡
る
と
い
う
仏
教
的
な
信
念
を
持
つ
こ
と
は
、
身

近
で
は
な
い
他
者
へ
優
し
く
接
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
」
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。
③
の
論
考
で
述
べ
ら
れ
た
、「
グ
リ

ー
フ
ケ
ア
」
や
「
傾
聴
」
を
学
ぶ
と
い
う
行
為
は
あ
く
ま
で
他
者
を
救
う
た
め
の
学
び
で
あ
る
が
、
こ
の
布
施
行
と
い
う
行
為
は
「
巡
り
巡

っ
て
自
分
の
た
め
に
な
る
」
と
い
う
自
分
の
た
め
の
学
び
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
与
え
手
と
受
け
手
の
考
え
が
噛
み
合
わ
な
い
布
施
行
為
は
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た
だ
の
自
己
満
足
や
押
し
つ
け
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
筆
者
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
布
施
行
と
は
与
え
手
と
受
け
手
の
対
話
が
な
け
れ

ば
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
布
施
行
（
人
に
優
し
く
接
す
る
と
い
う
行
為
）
と
は
何
か
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
出
家

者
・
在
家
者
と
も
に
関
係
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
教
化
）
で
あ
り
、
自
分
中
心
の
新
し
い
学
び
の
手
法
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

以
上
四
つ
の
論
考
の
分
類
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

①
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」

　
　
　
　

②
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
在
家
者
向
け
）

　
　
　
　

③
「 

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
在
家
者
向
け
）「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
出
家
者
向
け
。
他
者
中
心
の
学

び
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ベ
イ
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ス
ン
」
と
な
る
。

　
　
　
　

④
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
出
家
者
・
在
家
者
向
け
。
自
分
中
心
の
学
び
）

５ 　

こ
の
「
輪
廻
転
生
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
望
月
海
慧
［
二
〇
二
〇
］
を
参
照
。

６ 　

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
［
二
〇
一
七
］
に
お
い
て
「
彼
ら
は
過
去
に
つ
い
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
。
と
い
う
よ
り
、
始
ま

り
と
中
間
と
終
わ
り
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
段
階
を
も
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
関
心
を
惹
い
た
出
来

事
の
経
過
に
わ
た
し
た
ち
が
通
常
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
こ
と
と
結
び
つ
け
て
い
る
形
式
を
押
し
つ
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
彼
ら
は

彼
ら
が
調
べ
あ
げ
た
証
拠
の
内
部
ま
た
は
背
後
に
存
在
す
る
の
を
感
知
し
た
、
あ
る
い
は
感
知
し
た
と
考
え
た
現
実
に
つ
い
て
の
報
告
を
物
語
る

（narrate

）
こ
と
は
し
た
が
、
そ
の
現
実
を
物
語
化
（narrativize
）
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
現
実
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
形
式
を
押
し
つ
け
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た
」（
一
一
八
─
一
一
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

７ 　

下
田
正
弘
氏
は
、
聖
典
が
人
間
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
と
な
る
の
は
、「
二
重
の
環
境
」（
現
世
的
／
超
越
的
、
有
限
／
無
限
）
を
生
き
て
い
る

か
ら
で
あ
る
と
い
う
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
が
（
下
田
［
二
〇
一
六
］
九
八
頁
）、
ス
ミ
ス
が
「
二
重
の

環
境
」
を
生
き
て
い
た
歴
史
的
人
物
と
し
て
名
前
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
日
蓮
聖
人
な
の
で
あ
る
。（
傍
線
部
＝
ス
ミ
ス
引
用
文
）

　
　
　

 

こ
の
「
二
重
の
環
境
」
の
も
と
で
こ
そ
、
聖
典
は
特
別
な
存
在
と
な
る
。
そ
れ
を
ス
ミ
ス
の
慧
眼
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
日
蓮
の
聖
典
観
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に
見
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

 

考
察
の
過
程
で
、
聖
典
に
お
い
て
、
そ
し
て
聖
典
を
と
お
し
て
関
与
さ
れ
て
い
る
も
の
の
超
越
的
性
質
と
い
う
こ
の
感
覚
が
活
発
に
は

た
ら
い
て
い
る
の
を
く
り
か
え
し
観
察
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
つ
ね
に
潜
在
的
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
顕
在
的
と
も
な
り
、
強
調
さ
れ

る
こ
と
も
す
く
な
く
な
い
。
日
蓮
が
、
聖
者
た
ち
が
聖
典
の
な
か
に
見
出
す
真
理
を
「
尽
き
せ
ぬ
も
の
」
と
い
う
と
き
、
か
れ
は
、
仏

教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
体
の
聖
典
主
義
者scriptualist

た
ち
を
代
弁
し
て
い
る
。
手
に
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
こ

こ
ろ
に
あ
る
、
こ
の
有
限
の
作
品
が
、
目
に
見
え
る
以
上
の
も
の
を
秘
蔵
し
て
い
る
と
感
じ
、
言
う
こ
と
は
、
至
極
ま
っ
と
う
で
あ
る
。

　
　
　

  

聖
典
に
関
す
る
こ
う
し
た
理
解
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
人
間
が
、
自
身
の
把
握
能
力
を
超
え
た
究
極
的
実
在
に
関
わ
ろ
う
と
し
、
た
と

え
そ
の
実
在
の
部
分
的
な
光
景
に
ふ
れ
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
さ
ら
に
言
語
を
超
え
て
い
る
と
い
う
事
態
の
把
握
が
あ
る
。
聖
典
は
、
こ

の
事
態
全
体
を
言
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
語
は
あ
く
ま
で
実
在
の
象
徴
で
あ
り
、
こ
の
言
語
を
お
さ
め
た
聖
典
も
、
象
徴
そ

の
も
の
と
な
る
。（
下
田
［
二
〇
一
六
］
九
九
頁
）

８　

 

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
［
二
〇
一
七
］
に
お
い
て
「
物
語
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
の
性
質
に
か
ん
す
る
問
題
を
提
起
す
る
と
な
る
と
、
文
化
の
性

質
に
か
ん
す
る
省
察
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
人
間
性
そ
の
も
の
に
か
ん
す
る
省
察
す
ら
も
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
」（
一
一
七
頁
）
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、「
物
語
性
」
の
追
求
を
し
た
際
に
最
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
「
人
間
性
」
な
の
で
あ
る
。

９　

 

ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
［
二
〇
二
〇
］
三
〇
六
頁
を
参
照
。
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