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こ
の
話
し
で
は
、
三
十
年
前
か
ら
日
本
に
住
ん
で
い
る
一
人
の
外
人 

と
し
て
、
仏
教
の
空
の
思
想
に
関
し
て
悩
ん
で
き
た

こ

と

を

正
直
に
語
っ 

て
、
皆
様
の
ご
指
導
を
仰
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら 

の
無
理
解
を
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
後
の
討
論
の
種 

に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
な
る
べ
く
そ
の
無
理
解
に
、
空
の
思
想
へ
の
攻 

撃
と
い
う
形
を
装
わ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

で

は

、

空
の
思
想
に対
し

て

「

悪
魔
の
代
弁
者」

(

検
事
役)

を

す

る 

つ

も

り

で

す

が

、

誤
解
さ
れ
な

い

よ

う

に

冒
頭
に
次
のこ
と

を

明
ら
か 

に

言
っ
て

お

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

I
、

宗
教
を
始
め
、
実
在
の
全
体
的
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
空
が 

非
常
に
大
事
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
仏
教
、 

ま
た
は
京
都
の
哲
学
か
ら
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教 

の
神
学
も
そ
の
点
で
は
仏
教
か
ら
大
い
に
学
ぶ
べ
き
で
す
。
我
々
凡

夫
の
ひ
ね
く
れ
た
肯
定
か
ら
健
全
な
肯
定
に
至
る
た
め
に
は
、
空
と 

い
う
否
定
の
道
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
一
、
私

の「

攻
撃」

の
的
に
な
る
の
は
、
た
だ
、

——

空
の
論
理
の
独
走
と
い
う
こ
と
：
そ
れ
が
全
部
で
あ
っ
て
、
そ 

れ
だ
け
に
よ
っ
て
万
物
が
説
明
で
き
る
か
の
よ
う
な
論
じ
方
。
実
際 

.

に
、
第
二
の
肯
定
に
至
る
た
め
に
は
、
空
と
い
う
否
定
の
原
理
の
他 

に
、(

別
個
の)

肯
定
の
原
理
が
必
要
で
す
。

——

空
と
い
う
概
念
の
曖
昧
な
使
い
方
、

——

空
の
思
想
だ
け
に
左
右
さ
れ
る̂
豸
の
三
点
で
す
。

I
さ
て
、
空
の
思
想
に
対
す
る
私
の
批
判
を
四
つ
の
項
目
に
分
け
て
行 

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
ヽ
空
の
思
想
を
正
し
く
つ
か
む
の
は
、
我
々
凡
夫
に
と
っ
て
不
可
能



に
近
い
こ
と
で
す
。

一I、
空
の
思
想
だ
け
で
は
、
人
間
の
実
存
を
理
解
す
る
の
に
不
十
分
で 

す
。

三
、
空
の
思
想
は
、
仏
教
と
い
う
宗
教
の
+

分
な
土
台
に
な
り
ま
せ
ん
。

四
、
空
の
思
想
は
社
会
的
活
動
の
裏
づ
け
や
動
機
づ
け
に
な
り
ま
せ
ん
。

I

空
の
思
想
を
正
し
く
摑
み
、
健
全
に
取
り
扱
う
の
は
不
可
能
に
近 

い
こ
と
で
す
。

前
も
っ
て
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
こ
の
話
を
準
備
す
る
際
、
山
ロ
益 

氏
の『

空
の
世
界』

(

註
一)

を
読
み
ま
し
た
の
で
、
再
三
そ
れ
を
引
用 

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
の
書
物
を
空
の
取
扱 

い
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る
か
ら
で
、
決
し
て
山
ロ
氏
を
特 

別
に
批
判
し
た
い
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
私
のI

種
の
テ
ー
ゼ
に
成
り
ま
す
が
、
空
の
思
想
と
い
う
も 

の
は
、
意
識
の
よ
り
高
い
レ
べ
ル
で
見
ら
れ
る
よ

う

な

、

深
い
智
慧
の 

表
現
で
あ
る
と
私
は
認
め
ま
す
。
し
か
し
悟
り
を
得
て
い
な
い
衆
生
に 

と
っ
て
は
、
そ
の
智
慧
を
正
し
く
把
握
し
、
健
全
に
適
応
す
る
の
は
不 

可
能
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
歴
史
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い 

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
に
そ
う
い
う
印
象
を
与
え
た
も
の
を
簡
単
に
指 

摘
し
ま
す
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

一
、
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
は
、
空
の
思
想
が
形
而
上
学
的
説
、
 

す
な
わ
ち
存
在
す
る
も
の
を
あ
る
ま
ま
に
説
明
す
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

「

我
執
を
な
く
し
、
解
脱
を
得
た
い
な
ら
、 

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」

と
い
う
、
実
用
的
な 

真
理
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
釈
迦
様 

は
形
而
上
学
的
な
説
に
触
れ
な
い
と
た
い
て
い
言
わ
れ
る
し
、
龍
樹 

も
、『

中
論』

の
中
で
、「

転
倒
せ
る
人
の
邪
執
を
止
滅
す
る
た
め
に
、

一
切
法
無
な
り
と
説
く

」

と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
前
者
な 

ら
、
そ
の
真
理
は
論
理
的
に
把
握
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
把 

握
に
は
.「

行」

が
必
要
で
あ
る
の
か
。

も
う
少
し
簡
単
に
い
え
ば
、
仏
教
に
お
け
る

「

無
我」

(n
o
n
-
se

lf)

の
説
の
意
味
は
、
無
我
執

(s
e
m

e
s
s
n
e
s
s)

+

そ
れ
に
導
く
よ
う
な
考 

え
方
を
育
て
る
こ
と
に
尽
き
る
か
と
い
う
質
問
に
な
り
ま
す
。

 

一
 

1

一、
多
く
の
場
合
、
空
ま
た
は
無

一
I

の
立
場
は
、
当
然
の
よ
う
に
、
優
- 5 

れ
た
も
の
と
し
て
議
論
に
出
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
そ
の
考
え
方
に 

ど
う
い
う
長
所
、
ど
う
い
う
良
さ
が
あ
る
か
を
説
明
し
な
い
で
、

「

一
つ
で
あ
る
だ
け
で
優
れ
て
い
る

」

と
い
う
、
証
明
を
必
要
と
し 

な
い
前
提
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
一
般
的
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。 

た
と
え
ば
、
善
悪
の
分
別
、
自
他
の
区
別
の
否
定
の
良
さ
が
絶
え
ず 

強
調
さ
れ
ま
す
が
、
具
体
的
に
そ
の
良
さ
が
ど
こ
に
存
す
る
の
か
と 

う
い
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
る
文
章
に
は
滅
多
に
出
合
い
ま
せ
ん
。 

こ
う
い
う
論
じ
方
は
一
種
の
独
断
、
い
わ
ば

「

空
の
独
走」

に
導
く 

の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
分.
析
し
ま
す 

と
、
空
の
思
想
の
良
さ
の
他
に
、
そ
の
短
所
や
限
界
も
あ
ら
わ
に
な 

る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。



三
、

ま
た
不
断
の
論
じ
方
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
は
、
空 

が
す
べ
て
であ
り

、

ま
た
は
す
ベ
て
の
終
着
点

(

目
的
地)

で
あ
る 

の
か
、
そ
れ
と
も
空
の
思
想
が
道
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

す
な
わ
ち
、
あ
る

d
y
n
a
m

ic

な
弁
証
法
の
隅
石
と
し
て
、

一
応
す
ベ 

て
を
批
判
し
、
空
ず
る
も
の
と
し
て
通
過
す
べ
き
過
程
で
あ
る
の
か
。

四
、
他
に
、
空
の
思
想
の
暖
昧
さ
の
要
因
が
色
々
あ
S'
と
思
い
ま
す
が
、 

ま
ず
そ
の
実
例
と
し
て
一

1
三
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

——

久
松
氏
の
よ
う
に
、
空
の
論
理
を
単
な
る
否
定
の
道
と
し
て
見 

る
人
も
お
れ
ば
、
そ
れ
が
否
定
的
側
面
と
同
時
に
肯
定
的
側
面
を
も 

含
む
と
強
調
す
る
人
も
い
ま
す
。

——

上
田
義
文
氏
に
よ
り
ま
す
と
、
空
と
い
う
も
の
に
は

(Id
s
tity

 

a
n
d

 

tra
n
s
fo

rm
a
tio

n

と
言
う)

一

一
つ
の
次
元
が
あ
り
ま
す
す
な 

わ
ち
、(

静
的)

同
一
の
次
元(

相
矛
盾
す
る
も
の
の
自
己
同
一

)

と 

(

動
的)

転
回
の
次
元(一

方
を
他
方
に
転
換
さ
せ
る
働
き

)
。
そ
れ
で
、 

「

色
即
是
空」

「

生
死
即
ネ
ハ
ン」

と
は
、

一
方
で
両
極
端
の
可
逆
的 

同
一
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
前
者
の
後
者
へ
の
不
可
逆
的
運
動
を
指 

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(

註
ニ)

——

次
に
、
長
尾
雅
人
先
生
の
言
葉
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

「

空
と
は
決
し
て
単
な
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。

.

か
え
っ

て
、
空
は
、
そ
こ
か
ら
仏
陀
の
慈
悲
の
働
き
が
流
れ
出
る
源
泉
で
あ

る」

と
。(

註
三)

——

最
後
に
ほ
と
ん
ど
の
空
に
関
す
る
話
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い 

点
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は
、

「

空
の
思
想」

が
無一

I

の
論
理
な
の
か
、

そ
れ
と
も
不
一
丕
一
の
論
理
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

五
、
空
の
思
想
の
不
断
の
論
じ
方
に
対
す
る
私
の
不
満
を
も
う
少
し
論 

理
的
に
言
い
表
そ
う
と
し
ま
す
と
、
そ
れ
が
松
本

•

袴
谷
両
氏
が
最 

近
出
し
て
い
る
批
判
と
あ
る
程
度
合
流
す
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。 

と
言
う
の
は
、
私
も
、
仏
教
に
お
け
る
空
の
思
想
と
言
わ
れ
る
も
の 

の
捉
え
方
に
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
二
つ
の
、
お
互
い
に
だ
い
ぶ
違
う
よ 

う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短
所
が
あ
る
よ
う
な
、
傾
向
が
見
ら
れ 

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
、
こ
ち
ら
は
仏
教
だ
、
そ
ち
ら
は
仏 

教
で
は
な
い
と
言
い
た
く
な
い
し
、
言
う
資
格
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ 

の
代
わ
り
に
私
が
強
く
批
判
し
た
い
の
は
、
そ
の
二
つ
の
と
ら
え
方 

を
曖
昧
に
混
ぜ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
の
捉
え
方
に
は
そ
の
両
方
の
一 

長
所
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
実
際
に
、
そ

の

4 

混
乱
を
避
け
る
の
は
極
め
て
難
し
い
と
は
思
い
ま
す
。

空
の
様
々
な
捉
え
方
を
自
分
な
り
に
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
お
よ 

そ
次
の
よ
う
な
図
式
が
で
き
ま
す
。

——

一
方
、
空(s

u
n

y
a

ta
)

と
は
、
自
我
を
始
め
、
す
べ
て
の
ニ 

元
的
な
も
の
、
実
体
化
さ
れ
た
も
の
、
拠
り
所
に
な
る
も
の
、
執
着 

の
対
象
と
な
る
も
の
を
こ
と
ご
と
く

 

rd
e
o
o
n
s
tru

c
t」

し
て
い
く 

よ
う
な
、
純
粋
に
否
定
的
運
動
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
捉
え 

方
で
は
、
も
の
が
否
定
さ
れ•
死
な
さ
れ
た
の
ち
、
ど
う
し
て
蘇
る 

か
と
い
う
こ
と
は
直
接
に
問
題
と
さ
れ
ま
せ
ん
。

I

他
方
、
も
う
一
つ
の
空
の
捉
え
方
を
、
傾
向
と
し
て

1

言
で
特 

徴
付
け
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を

「

空
自
体
が
拠
り
所
に
な
り
、
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復
活
の
原
理
に
な
る

」

と
い
う
言
葉
で
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
で 

し

ょ

う

か
。
し
か
し
、こ
の

捉
え
方
は
微
妙
な

g
r
a

d
a
tio

n

を
見
せ 

る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
空
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
お
か
れ
て
あ
る
場 

所
と
か
基
体
と
か
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

一
種
の

U
m

g
re

ife
n
d
e

 

s,  

T
ra

n
s
c
e
n
d
e
n
ta

le
s

の
性
格
を
見
せ
ま
す
が
、
ま
だ
自
分
の
中 

に
お
か
れ
て
あ
る
も
の
に
対
す
る
作
用
的
関
係
に
は
成
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、「

如
来
蔵」
、「

仏
性」

、「

本
来
の
自
己」

と
連
想
さ
れ 

る

と

、

空
は
一
層
積
極
的
な
も
の
、
活
動
的
な
も
の
の
性
格
を
帯
び 

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

こ

の

空
が
、
本
来
善
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と 

も
善
へ
、
解
脱
へ
の
可
能
性
と
し
て
、
や
や
も
す
れ
ば
、
自
然
に
そ 

の
可
能
性
を
成
就
し
てい
く

力
と
し
て
、
衆
生
を「

後
ろ
か
ら
押
し 

て
く

れ

る

力」

と

し

て

考
え
ら
れ
てき
ま

す

。

そ
れ
が
フ
ル
に
善
へ 

の
力
や

働

き

と

し
て
の
姿
をと
る

の
は
、
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
如
来
の 

本
願
に
お

い

て

で

し

ょ

う

。

こ

こ

で

言

え

る

と
思
う
の
は
、
純
粋
に
否
定
的
な
空
に
対
し
て
、 

後
者
の
と
ら
え
方
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
よ
っ
て
、

「
空」

と 

言

わ

れ

る

も
の
に
は
多
少
の
有
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
く
る
と
い
う 

こ

と

の

他
に
、
や
は
り
空
と
い
う
概
念
の
内
容
が
多

s
g

s

で
す
の
で
、 

筋
の
通
っ
た
話
を
し
た
い
場
合
で
は
、
ど
の
空
の
概
念
を
使
う
つ
も 

り
か
を
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
し
、
途
中
で
別
の
と
ら
え
方
に
移
ら 

な
い
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
い
で
に
で
す
け
れ
ど
も
、
少
し
袴
谷.

松
本
氏
た
ち
の
批
判
と 

合
流
し
ま
し
た
の
で
、
誤
猝
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
彼
ら
と

違
う
私
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
簡
単 

に
ま
と
め
ま
す
と
、

——

仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
、

「

単
に
否
定
的
空」

に
加
わ
っ
て
き 

た

「

積
極
的
要
素」

は
I

松
本
氏
た
ち
が
言
わ
れ
る
通
り

——

空
の 

d
y

n
a
m

ic
s

と

反

対

のd
y

n
a
m

ic
s

 

(

有
のd

y
n
a
m

ic
s

と

言

え

る

も

の)

に
属
し
て
い
ま
す
。

-
-
-
-

し
か
し
、
仏
教
も
、
空
の

d
y

n
a
m

ic
s

が
ど
ん
な
に
大
切
で
あ
っ

て
も
、
空
のdy

n
a
m

ic
s

に
尽
き
な
い
し
、
そ
れ
に
還
元
で
き
ま
せ 

ん
。
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
、
神
を
も
入
れ
て
、
無
の

d
y

n
a
m

ic
s

 

と
有
のd

y
n

a
m

ic
s

の
絵
合
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
、
仏
教 

の
中
に
現
れ
る「

有
的
な
も
の」

は
そ
れ
だ
け
で
非
仏
教
的
と
は
言 

え
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
が
仏
教
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
、 

別
の
尺
度
が
必
要
で
す
。

n

空
の
思
想
は
、
我
々
人
間
の
具
体
的
実
存
的
経
験
.
自
覚
を
分
析 

し
、
理
解
す
る
の
に
不
十
分
で
す
。

山
ロ
益
氏
の「

空
の
世
界」

に
依
り
ま
す
と
、
空

•
無
二
の
論
理
は 

個
人
の
認
識
的
自
覚
を
分
析
し
て
、
そ
れ
を
主
客
•
能
所
の

一

一
元
的
な 

も
の
に
還
元
し
て
、
そ
の
二
元
性
の
不
実
在
性
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。 

そ
し
て
、
確
か
に
そ
の
レ
べ
ル
で
は
主
も
客
も
そ
の
関
係
を
離
れ
て
別 

個
の
も
の
と
し
て
存
在
する
と

言
え
ま
せ
ん
し
、
そ
の
主
と
客
と
の
間 

に
本
当
の
他
性
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
、



r

心
が
清
け
れ
ば
、
世
が
清
し

」

と
い
う
命
題
は
完
全
に
当
た
り
ま
す 

が
、
あ
い
に
く
こ
の
世
の
本
当
の
経
験
か
ら
し
ま
す
と
、
そ
の
命
題
ほ 

ど
紛
ら
わ
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
言
う
の
は
、
哲
学
的
現
象
学
が
教
え
て
い
る
ょ
う
に
、
人
間
の
実 

存
的
自
覚
と
い
う
も
の
は
、
単
に
主•客
の
関
係
に
還
元
で
き
ず
、
そ 

の
他
に
、
根
本
的
レ
べル
に

お

い

て

、

少
な
く
と
も
次
の
要
素
が
含
ま 

れ
て
い
ま
す
。

——
「

言
葉」

(

言
葉
を
離
れ
て
自
覚
は
な
い

)

と
と
も
に「

我
と
汝」

の
関
係(

人
間
の
自
覚
は
独
我
的
な
も
の
で
は
な
い

)

。
そ
し
て
、
こ
こ 

に
お
け
る
他
性
は
簡
単
に
無
一
一
に
と
ら
え
直
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

——
(

決
し
て
た
だ
の
客
で
は
な
い

)

身
体
の
自
覚
、
そ
し
て
そ
れ
を 

通
じ
て
世
界
の
自
覚
。
ま
と
め
て
言
い
ま
す
と
、
仏
教
の
伝
統
的
な 

空
の
思
想
の
視
野
に
入
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、 

「

我
と
汝」

の
関
係
と
と
も
に
人
間
社
会
そ
の
も
の
、
ま
た
個
人
の 

身
体
と
と
も
に
物
質
界
。
そ
し
て
、
そ
の
領
域
に
お
い
て
こ
そ
本
当 

の
他
性
は
成
立
し
ま
す
。

時
間
の
都
合
で
こ
の
抽
象
的
な
骨
組
み
に
実
例
の
肉
を
着
せ
る
こ
と 

は
あ

ま

り

出
来
ま
せ
ん
が
、

一
つ
だ
け
挙
げ
ま
す
と
、
秋
月
氏
と
の
対 

話
の
中
で
、
人
間
に
対
す
る
神
の
他
者
性
•
対
抗
性
を
論
ず
る
時
に
、

八
木
氏
は
、
自
然
に
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
個
人
で
は
な
く
、
共
同
体 

(

教
会)

に
対
す
る
神
の
話
を
し
ま
す
。

(

そ

し

て

、

つ
い
で
に
、
仏
教
に 

は
本
当
の「

教
会
論」

A
s
a
n
g
h
a

論>

は
な
い
と
指
摘
さ
れ
ま
す

)
(

註
四)

問
題
の
所
在
地
を
つ
か
む
の
に
は
、

「

具
体
的
人
間
と
は
何
か

」

と 

い
.う
問
か
ら
入
る
の
が
便
利
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
問
に
関
し
て
、 

根
本
的
に
二
つ
の
互
い
に
矛
盾
す
る
答
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ 

は
す
な
わ
ち
、

一
方
は
臨
済
禅
師
の

「

無
位
の
真
人」

と
い
う
答(

空 

の
立
場
で
の
具
体
的
人
間
と
言
え
ま
し
ょ
う
か

)

、
そ
し
て
他
方
は
マ
ル
ク 

ス
の「

ど
こ
ま
で
も
歴
史
と
社
会
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
人
間

」

と
い
う 

答
で
す
。
そ
の
両
方
と
も
、
反
対
の
立
場
か
ら
見
る
と
再
び
抽
象
的
な 

も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
を
ど
う
両
立
さ
せ
た
ら
い
い
か
は
私
に 

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
人
間
の
具
体
性
が
そ
の
一
方
だ
け
に
尽
き
る
と 

は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

I

In
空
の
思
想
は
単
独
で
仏
教
と
い
う
宗
教
の
十
分
な
土
台
に
な
り
え
-8 

ま
せ
ん
。

こ
れ
に
関
す
る
私
の
問
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
形
を
取
り
ま
す
。 

空
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
果
た
し
て
釈
尊
が

d
h
a
rm

a

 

(

法)

と
い 

う
言
葉
で
指
し
た
意
味
内
容
を
す
べ
て
力
パ
ー

す

る

で

し

ょ

う

か

と

。

も
う
少
し
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
玉
城
先
生
が
よ
く

「

ダ
ン
マ
は
露 

わ
に
な
る」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
原
始
仏
教
の
意
味
で
ダ 

ン
マ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
空
の
思
想
と 

ど
う
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
議
論
の
種
に
な
る
よ
う
に
、
私
の
無
理
解
を
ま
た
テ
ー
ゼ 

の
形
に
言
い
直
し
ま
し
ょ
う
。



1
、
単
に
否
定
的
空
で
は

K
H

-

分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
乗
の
歴 

史
に
お
い
て
そ
れ
に
様
々
な
積
極
的
な
意
味
合
い
が
加
わ
っ
て
き
た 

と

い

う

1

に

よ

っ

て
実
証
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

一I、

空
の
思
想
は
、
ど
ん
な
に
変
態
し
て
も
、
本
来
否
定
の
論
理
、
智 

慧
の
論
理
、
向
上.入

山(

往
生)

の
道
で
あ
っ
て
、
再
肯
定
、
慈 

悲
、
向
下•
出
山
の
道
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
仏
道
そ
の
も
の
が
入
山

.
 

出
山
と
い
う
一

I

重
の
動
き
か
ら
な
っ
て
い
る
の
は
誰
も
否
定
し
な
い 

で

し

ょ

う

し
、
大
乗
に
お
い
て
は
i

と

慈
悲
とが
平
等
の
重
み
を 

持
つ
と
強
調
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
仏
教
の
哲
学
、
す
な
わ 

ち
空
の
思
想
は
、
向
上
の
動
き
、
智
慧
の
道
に
集
中
し
て
、
そ
れ
を 

立
派
に
基
礎
づ
け
る
代
わ
り
に
、
出
山
の
道
、
慈
悲
の
動
き
に
余
り 

注
意
を
払
わ
な
い
で
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る

こ

と

に

失
敗
し
て
い
る
と 

思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
出
山
に
つ
い
て
の
話
は
ほ
と
ん
ど
詩 

的
な
表
現
で
済
ま
さ
れ
て
、
少
し
も
具
体
的
な
理
論

—

た
と
え
ば
、 

在
家
の
日
常
生
活
に
ふ
さ
わ
し
い
倫
理

-

に
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
仏
教
の
教i

の
歴
史
的
偶
然
の
手
落
ち
と
思
わ
れ
る
か 

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
言
わ
せ
ま
す
と
、
慈
悲
の
道

(

倫
理
、
社 

会
生
活
など)

の
そ
う
い
う
軽
視
が
空
の
思
想
の
本
質
に
由
来
し
て
、 

そ
の
必
然
的
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
、
空
の
思
想
で
は
、
慈

悲

は

(

演
繹
を
も
っ
て

)

智
«
か
ら
推
論
さ 

れ
ま
す
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
慈
悲
は
必
然
的
に
智
慧
に
還 

元
さ
れ
、
従
っ
て
歪
曲
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
少
し
例 

証
す
る
つ
も
り
で
山
ロ
氏
の
出
し
て
い
る
慈
悲
の
様
々
な

「

定
義」

の
中
か
ら
ニ
つ
だ
け
挙
げ
ま
し
よ
う
。

「

我
執
我
所
執
の
煩
悩
が
打

破
せ
ら
れ
る.
.
.
こ
と
以
外
に
、
慈
悲
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い」

、「

空
で
あ
る«
が
、
限
り
な
く
空
に
背
い
て
い
る
我
執
我
所 

執
な
る
有
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
空
じ
、

す
る
と
き
に
、
大 

悲
で
あ
る
の
で
あ
る

」

と
。(

註
5)

少
し
ひ
ど
い
話
で
す
が
、
大 

悲
の
そ
の「

定
義」

は
、
私
に
何
と
な
く
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
裁
判 

(in
q

u
is

itio
n
)

の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。
異
端
者
を
殺
す
こ 

と
は
、
そ
の
人
の
中
の
悪
を
打
破
す
る
こ
と
で
、
そ
の
人
に
対
す
る 

最
高
の
愛
の
働
き
だ
と
。
日
本
仏
教
で
常
識
に
な

っ
て
い
る
言
葉
遣 

い
を
、
そ
の
歪
曲
の
も
う

1

つ
の
実
例
に
し
ま
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、 

慈
悲
•
利
他
の
話
が
出
る
と
、
そ
れ
が
す
ぐ

「

教
化」

と
い
う
言
葉
一 

に
言
い
直
さ
れ
る
の
が
普
通
で
す
。
そ
し
て
、
教
化
と
は
明
ら
か
に

9
 

悟
り•

智
慧
に
導
く
こ
と
で
、
完
全
に
精
神
や
宗
教
の
領
域
の
中
に
一 

留
ま
り
、

や
世
俗
に
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
、

横
田
俊一

一
氏
の
文
章
を
引
用
し
ま
し
よ
う
。

「

真
宗
に
お
い
て
は
従 

来
、
慈
悲
と
い
う
概
念
が
S
く

、

枝
神
的
意
味
で
の

)

救
済
の
コ
ン 

テ

ク

ス
ト
で
理
解
さ
れ
て
き
た
と

い

う

こ

と

は

明
か
で
あ
る
。
：.
：
： 

慈
悲
と
い
う
概
念
は
、
そ
う
い
う
コ
ン
テ

ク

ス

卜
か
ら
移
さ
れ
、
社 

会

的

•
倫
理
的
関
心
を
も
含
み
得
る

よ

う

な

も

の

に

拡
大
さ
れ
得
る 

の
だ
ろ
う
か

」
(

註
六)

と
。

そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
テ

ー

ゼ
を
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

す
な
わ
ち
、
誠
の
慈
悲
は
、
た
，た
の
空

*
智
«

か
ら
出
て
き
ま
せ
ん
。 

球
®

と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
初
め
か
ら
、
積
極
的
な
も
の
と
し
て
、



知
恵
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
認
め
な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
出
て
き 

ま
せ
ん
。
又
他
者
を
本
当
の
他
者
と
し
て
認
め
な
い
限
り
、

i

の 

慈
悲
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
と
。

ま
た
®

を
変
え
る
と
、
あ
る
宗
教
が
社
会
活
動
の

i

の
動
機 

付
け
に
な
り
得
る
に
は
、
そ
の

{!&

教
が
救
済
と
い
う
も
の
を
、
た
だ 

精
神
的
な
も
の
、
心
の
清
め
の
問
題
で
は
な
く
、

(

身
体
を
も
含
め
て

)  

人
間
全
体
の
も
の
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
欠
く
ベ
か
ら
ざ 

る
条
件
の1

つ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、
伝
統
的
な
仏
教
に
は
慈
悲
の
十
分
な
理
論
が
存
在
し 

な
い
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
も
痛
感
す
る
者
は
、
お
そ
ら
く
西
洋
人 

の
仏
教
徒
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
関
す
る
多
く
の
証 

a

の
中
か
ら
た
だ
一
つ
選
ん
で
、F

ra
n
c
is

 
C

o
o
k

氏
が
こ
の
京
都 

で
行
っ
た
発
言
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。
氏
は
、
西
谷
先
生
の

『

宗
教 

と
は
何
か

J

に
対
す
る
高
い1

を
見
せ
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
言
っ 

て
い
ま
す
。

「

今
必
要
に
な
っ
た
の
は
、

(

智
慧
の
仏
教
学
を
提
供
し
た

)  

『

宗
教
と
は
何
か

』

に
次
い
で
、
そ
れ
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
力
や
微
妙 

を
持
つ
よ
う
な
、
歴
史
の
^
#

へ
の
具
体
的
コ
ミ
ッ
ト
と
し
て
の
慈 

悲
の
仏
教
学

(a

 

B
u
d
d
h
o
lo

g
y

 

o
f  c

o
m

p
a
s
s
io

n
)

で
あ
る」

(

註 

七)

と
。

四
、
同
じ
問
題
を
少
し
別
の
®
^
か
ら
見
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
も
言 

え
る
と
思
い
ま
す
。
仏
道
の

一

I

の
運
動
の
土
台
と
考
え
ら
れ
る
空 

の
思
想
そ
の
も
の
に
は
、
そ
の

I

つ
か
ら
も
う

1

つ
へ
の
転
換
を
裏 

付
け
る
力
、
智
慧
を
®

に
転
回
さ
せ
る
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
論
理

学
的
に
言
え
ば
、
単
な
る
否
定
か
ら
肯
定
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
あ
る 

と
こ
ろ
ま
で
す
べ
て
を
否
定
し
た
空
は
、
ど
う
し
て
突
然
肯
定
の
原 

理
に
成
り
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。
衆
生
を
解
脱
へ
導
い
た
空
は
、
彼 

ら
を
再
び
苦
の
世
界
へ
送
り
返
す
動
機
を
自
ら
の
中
に
見
つ
け
る
の 

で
し
ょ
う
か
。
今
ま
で
善
悪
の
分
別
を
越
え
る
原
理
で
あ
っ
た
空
は
、 

ど
う
し
て
あ
る
瞬
間
か
ら
#

の
勝
利
を
願
う

よ

う

な

も
の
に
な
る
の 

で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
、
空
の
思
想
を
哲
学
的
に
活
か
そ
う
と
す
る
京
都
哲
学
は
、 

「

絶
対
否
定
は
、
弁
証
法
的
転
換
に
よ
っ
て
、
絶
対
肯
定
に
生
ま
れ 

変
わ
る」

と

い

う

こ

と

を

前
提
と
し
て
い
ま
す
け

れ

ど

も

、

論
理
的 

に
言
え
ば
、
そ
れ
に
無
理
が
あ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
用
語
を
借
り
る
一 

な

ら

、

そ
れ
を
無
媒
介
的
転
換

(u
n
v
e
rm

iu
e
lte

 

u
m

k
e
h
ru

n
g
)  

w 

と

し

か

見
る
こ

と

は

出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

&

空
の
思
想
は
、
社
会
的
活
動
の
原
動
力
•
動
機
付
け
に
な
り
ま
せ 

ん
。

こ
の
説
は
、
も
ち
ろ
ん
、
今
ま
で
論
じ
た
も
の
の
中
に
す
で
に
含
ま 

れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
1

に
言
え
ば
、
社
会
的
活
動
へ
の
動
機
は
、 

な
ん
と
言
っ
て
も
、
直
接
に
、
智
慧
よ
り
も
慈
悲
の
方
、
入
山
よ
り
も 

出
山
の
方
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
中
で
多
く
の
仏 

教
徒
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う_

か
ら
し 

ま
す
と
、
こ
の
点
に
特
別
に
言
及
し
て
も
無
理
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま



す
つ
ま
り
、
西
洋
の
仏
教
徒
達
の
中
で
こ
の
問
題
意
識
が
一
番
強
い
と 

は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
東
洋
で
も
、
こ
の
日
本
で
も
所
々
形
を
取
っ
て 

き
ま
し
た
。
と
言
う
の
は
、
日
蓮
関
係
の
新
宗
教
ば
か
り
で
は
な
く
、 

既
成
仏
教
の
色
々
な
宗
派
の
中
で
も
、

(

特
に
若
ぃ)

熱
心
な
仏
教
徒
の 

一
部
は
何
と
な
く
、
宗
教
人
と
し
て
の
自
分
に
は
世
界
の
改
善
-

よ
り 

正
義
の
あ
る
人
間
社
会
、
大
自
然
の
汚
染
を
避
け
る
よ
う
な
生
活
様
式 

な
ど
ー
の
為
に
尽
く
す
義
務
が
あ

る

と

感
じ
て
、
た
と
え
ば
発
展
途
上 

国
を
援
助
す
る
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
達
が 

自
分
の
宗
教
の
申
にそ
う

い

う

活
動
の
動
機
付
け
を
求
めよ
う

と

し

て 

も
無
理
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
他
方
、
去
年
の
こ
の
大
会
の
場
で
「
禅
は
社
会
活
動
と
関
係 

な
い」

と
い
う
意
味
の
発
言
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
皆
様
の
記
憶
に 

残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
、
空
の
思
想
か
ら
し
ま
す
と
、
そ 

の
発
言
が
非
常
に

lo
g
ic

a
l

な
も
の
、
ご
も
っと
も

と

言
わ
ざ
る
を
得 

ま
せ
ん
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

|

心
を
淨
く
さ
え
す 

れ
ば
、
世
界
が
自
然
に
淨
く
な
る

」

と
言
う
だ
け
で
こ
と
は
お
仕
舞
で 

す
。
あ
る
い
は
、
山
ロ
益
氏
を
ま
た
引
用
す
れ
ば
、

「

仏
教
の
実
践
の 

価
値
は
、(

実
践
者
の)

清
め
の
道…

…

と
い
う
一
点
に
あ
る
一
と
い
う 

こ
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
仏
教
徒
一
般
も
、
自
分
の
心
を
清
浄
に
し
て
も
、
エ
チ 

才

ピ
ア
の
人

々

は
相
変
わ
ら
ず
餓
死
し
て
し
ま
っ
て
、
彼
ら
を
救
う
の 

に
は
外
的•

社
会
的
活
動
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
常
識
を
認
め
る
と
思

い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は 

な
い
で
し
ょ
う
か
。
空
の
思
想
か
ら
し
て
、
仏
教
は
社
会
活
動
と
関
係 

な
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
教
に
は
、
空
の
思
想
と
は 

別
に
、
社
会
活
動
を
裏
付
け
る
よ
う
な
立
場
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏 

教
に
お
け
る
慈
悲こ
そ

そ
れ
で
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の 

場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
、
空
の
思
想
を
通
じ
て
解
釈
さ
れ
た
慈
悲
で
は
な 

く
、
い
わ
ば
仏
教
に
お
け
る
生
の
慈
悲
、
本
生
物
語
に
登
場
す
る
よ
う 

な
慈
悲
、「

慈
悲
の
仏
教
学」

の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

確
か
に
微
妙
な
問
題
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
仏
教
に
お
け
る
慈
悲 

と
い
う
も
の
が
単
に
智
慧
に
還
元
で
き
な
い
も
の
、
智
慧
と
不
一
の
も 

の
と
言
わ
れ
て
も
、
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
と
智
慧
と
は
互
い
に
無
関
係 

と
は
決
し
て
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
；.
誠
に
部
外
者
の
愚
か
な 

質
問
と
は
思
い
ま
す
がi
■仏
教
の「

智
慧」

と

い

う

も

の

は

必
然
的
に 

空
.
無
の
智
慧
に
尽
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

仏
教
の
智
慧
に
は
、
空
の
立
場
と
一
緒
に
有
の
立
場
を
入
れ
る
と
、
必 

ず
執
着
が
生
じ
、
解
脱
の
可
能
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ 

う
か
C

私
は
こ
れ
ま
で(

わ
ざ

と)

大
変
攻
撃
的
な
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、 

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
こ
の
辺
で
改
め
て
明
ら
か
に
言
つ
て
置
き
た
い 

の
は
、
こ
の
批
判
の
対
象
が
決
し
て
空
の
思
想
そ
の
も
の
で
は
な
く
、 

た
だ
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、

I
私
が 

F

空
の
浊
走
一
と
名
付
け
た
い
こ
と-そ
れ
が
全
部
で
あ
り
、
そ
れ
だ
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け
で
万
物
が
説
明
で
き
る
か
の
よ
う
に
説
く
こ
と
。
説
く
に
宗
教
を
、 

仏
教
を
空
の
思
想
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
。

——

仏
教
の
伝
統 

的
な
理
論
に
お
け
る
、
智
慧
と
慈
悲
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
。
—

空
の 

概
念
の
暖
昧
な
使
い
方
と
、
そ
れ
に
た
い
て
い
伴
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、 

自
ら
が
取
り
扱
っ
て
い
る
積
極
的
な
も
の
が
空
か
ら
流
れ
出
る
か
の
よ 

う
な
論
じ
方
。

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
と
い
う
も
の
の
全
体
的
な

d
y
n
a
m

ic
s

に
お 

い
て
、
空
の
思
想
が
非
常
に
大
事
な
、
掛
け
替
え
の
な
い
役
割
を
持
っ 

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
、
お
そ
ら
く
日
本
で
の
長
い
滞
在
の
結 

果
、
確
信
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
西
洋
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に 

お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の 

キ
リ
ス
ト
教
が
仏
教
か
ら
、
ま
た
は
京
都
哲
学
か
ら
学
ぶ
ベ
き
大
切
な 

こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
こ
の
積
極
的
な
話
が
た
だ
の
外
交
的 

「

空
論」

で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
つ
も
り
で
、
空
の
思
想
の
そ
の
大 

事
な
役
目
を
、
三
つ
の
領
域
に
お
い
て
だ
け
簡
単
に
指
摘
し
た
い
と
思 

い
ま
す
。

一
、
宗
教
と
倫
理(

特
に
社
会
倫
理

)

と
の
関
係
に
お
い
て
。
宗
教
は 

確
か
に
倫
理
•
社
会
•
世
間
に
出
る
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
的 

活
動
•
実
践
と
い
う
も
の
は
同
時
に
、
世
間
か
ら
の
距
離
を
前
提
と 

し
て
い
ま
す
。
禅
定
な
し
の
社
会
的

a
c
tiv

is
m

は
宗
教
的
実
践
に
な 

り
得
ま
せ
ん
。
あ
る
意
味
で
善
悪
の
分
別
を
越
え
な
い
倫
理
は
宗
教 

的
道
に
な
り
得
ま
せ
ん
。

1

一、「

我
と
汝」

と
は
互
い
に
相
手
を
他
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
は
自
他
の
区
別
が
な
い
場
か
ら
出
る
こ
と
が
前
提 

に
な
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、
隣
人
に
対
す
る
愛
は
、 

我
と
汝
を
平
等
に
摂
取
す
る
神
の
愛
を
前
提
を
し
て
い
ま
す
。

三
、
西
洋
で
は
、
神
は
ほ
と
ん
ど
単
に
有
か
ら
だ
け
考
え
ら
れ
て
き
ま 

し
た
が
、
仏
教
の
空
の
思
想
や
京
都
哲
学
の
絶
対
無
の
論
理
か
ら
明 

ら
か
に
な
っ
た
も
の
は
、
神
に
関
し
て
、
そ
し
て
特
に
神
と
人
間
の 

関
係
に
関
し
て
は
、
有
と
同
時
に
無.

空
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
と
め
て
言
え
ば
、
宗
教
を
始
め
、
も
の
を
健
全
に
考
え
る
の
に
、 

有
の
思
想
だ
け
で
も
、
空
の
思
想
だ
け
で
も
不
十
分
で
、
有
と
無
と
の 

真
の
総
合
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
私
は
深
く
確
信
し
て
い 

ま
す
。

空
の
思
想
と
浄
土
教

今
度
は
仏
教
の
中
の
大
事
な
一
門
で
あ
る
浄
土
教
に
集
中
す
る
こ
と 

に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
辺
で
は
私
の
頭
に
な
ん
と
な
く
次
の
イ
メ

~

ジ 

が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
新
聞
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
よ 

く「
バ
ッ
ブ
ル
経
済」

と

い

う

言
葉
が
使
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
、
大 

乗
仏
教
に
お
け
る
宗
教
的
発
展
に
従
っ
て
、
空
の
思
想
と
言
わ
れ
る
も 

の
は
そ
の
内
容
を
ま
す
ま
す
豊
富
に
し
て
、
空
の
概
念
は
ぎ
り
ぎ
り
の 

と

こ

ろ

ま

で

延
ば
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
浄
土
教
に
お
い
て
そ
の
バ

ッ 

ブ
ル
は
つ
い
に
爆
発
し
て
し
ま
う..
.
と

い

う

イ

メ~

ジ
。

- 1 2  —



さ
て
、
私
の
印
象
に
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
か
、
浄
土
教
の
専
門
家
、 

特
に
真
宗
学
者
の
書
い
た
も
の
を
見
れ
ば
、
彼
ら
の
努
力
の
大
部
分
が
、 

浄
土
教
の
宗
教
性
を
空
の
思
想
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
捧
げ
ら 

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
今
ま
で
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
十
分 

伺
え
る
よ
う
に
、
私
に
言
わ
せ
ま
す
と
、
そ
う
い
う
還
元
は
ど
う
し
て 

も
不
可
能
な
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
偉
い
努
力
は
根
本
的
に
ム
ダ
遣
い 

と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
ま
す
と
、
真
宗
学
者
が
ど
う
し
て 

そ
の
努
力
を
必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
そ
の
理
由
が
も
ち
ろ
ん
問
題 

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
だ
い
た
い
、

「

仏

教(

と
り
あ
え
ず
大
乗
仏
教

)

の
本
質
は
空
の
思
想
だ
。
浄
土
教
も
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
十
分 

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

…
…
」

と
い
う
よ
う
な
考
え
方
か
ら
で
は
な
い 

で
し
ょ
う
か
。

し

か

し

、

ま

た

私
に
言
わ
せま
す

と

、「

仏
教
の
本
質」

と

い

う

表 

現
に
正
当
な
意
味
があ
る

と

し
て
も
、
空
の
思
想
が
仏
教
の
本
質
で
あ 

る

と

は

一

概
に
言
え
ま
せ
ん
。そ
れ

か

ら

も

う

一

つ
、
宗
教
と
い
う
歴 

史
的
運
動
に
は
、

「

物」
(
D

in
g

)

の
よ
う
に
、

一
枚
岩
の
本
質
と
い
う 

も
の
が
あ

る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。_

の
中
の
ど
ん
な
宗
派
の
場 

合
で
も

、

そ

れ

を

そ

う

い

う

ふ
う
に
考
え
ら
れ
た

「

本
質」

に
は
還
元 

で
き
な
いし
、

還
元
す
る

必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た自
ら

の

独
自
性 

を

隠
す
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

宗
教
学
的
に(

客
観
的
に)

見
れ
ば
、
真
宗
と
い
う
宗
教
は
、

一
方
、 

根
本
的
に
そ

し

て

内
面
的
に
仏
教
で
、
仏
教
の
伝
統
こ

そ

真
宗
の
深
さ 

や
純
粋
さ
の
源
泉
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
従
っ
て
、
多
く
の
西
洋
人

(

仏
教
学
者
を
も
入
れ
て

)

の
印
象
、
す
な
わ
ち「

そ
れ
は
仏
教
で
は
な 

く
、
む
し
ろ1

種
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
か

」

と
い
う
印
象
は1

つ 

て
い
ま
す
。し
か

し

他
方
、
真
宗
は
自
ら
の
中
に
、
大
乗
の
本
流
と
も 

言
わ
れ
る「

聖
道
門」

に
は
見
え
な
い
、
ま
た
は
潜
在
的
に
し
か
存
在 

し
な
い
よ
う
な
、
宗
教
的
衝
動
を
含
ん
で
い
て
、
そ
れ
ら
を
大
乗
一
般 

の
そ
れ
ら
と
総
合
し
て
、
独
自
的
宗
教
的
形
態

(G
e
s
ta

lt)

を
形
成
し 

て
い

る

と

も

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
浄
土
教
の
宗
教
性
の
そ
う
い
う
独
自
的
要
因
は
、
ど
ち
ら 

か
と
言
い
ま
す
と
、
空

•
無
二
 

•

無
相
よ
り
も
、
有•

対
抗
性•

有
相 

の
方
で
あ

る

と

言
え
ま

し

ょ

う

。

正
直
に
私
の
受
け
た
印
象
を
語
り
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
な

一
 

り
ま
す
。
浄
土
教
が
宗
教
で
あ
る
限
り
、
特
に
仏
教
で
あ
る
限
り
、
そ
13 

れ
に
お
い
て
空
の
論
理
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
は
ず
で
す
け
れ

一
 

ど

も

、

し

か

し

、

そ
の
宗
教
の
す
べ
て
を
空
の
論
理
で
説
明
し
よ
う
と 

す
る
こ

と

に

よ

つ
て
、
空
の
思
想
と
い
う
も
の
は
浄
土
教
に
と
つ
て
は
、

1

種
の
拘
束
服
と
か
足
か
せ
に
な
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

$

教
の
生
の
宗
教
性
、
と
り
あ
え
ず
大
乗
の
中
に
浄
土
教
を
特
徴
づ 

け
る
要
因
は
、
そ
れ
ら
を
強
く
曲
げ
な
い
と
、
そ
の
中
に
入
り
難
い
と 

思
い
ま
す
。

し
か
も
、
そ
れ
が
単
に
学
問
的
教
学
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
な
ら
、
無 

害
の
戯
れ
と
見
の
が
し
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
は
そ 

れ
が
教
団
の
信
心
生
活
に
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
充
分
考 

え
ら
れ
ま
す
。
皆
様
は
、
六

—

七
年
前
か
ら
お
西
の
佐
々
木
正
典
、
大



村
英
昭
氏
た
ち
が
、
伝
道
院
紀
要
な
ど
で
書
い
て
い
る
も
の
を
ご
覧
に 

な
っ
た
と
思
い
ま
す
か
、
彼
ら
は

【

現
場
不
在
の
教
学j
教
学
不
在
の 

現
場」

と
嘆
い
て
き

ま

し

た

で
し
ょ
う
。
そ
の
断
絶
の
原
因
は
様
々
で 

し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
教
学
者
が
、
浄
土
教
の
独
自
的
宗
教
性
を
あ
る
程 

度
無
視
し
な
が
ら
、

「
聖
道
門」

の
哲
学
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
こ
と
が 

そ
の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、

「

浄
土
教
は
在
家
仏
教
だ

」

と
い
う
こ
と
が
問 

題
に
な
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
私
に
と
っ
て
非
常
に 

信
じ
難
い
も
の
の
一
つ
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
空
の
思
想
を
徹 

底
す
る
ハ
ン
ニ
ャ
ハ
ラ
ミ
ッ
タ
経
を
生
ん
だ
初
代
大
乗
が
在
家
の
運
動 

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
お
経
は
ま
さ
に
凡
夫
の
自
覚
を
無 

視
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
悟
り
の
天
辺
を
®

し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。
凡
夫
は
本
当
に
そ
の
お
経
に
お
け
る
仏
と
衆
生
、
シ
ャ
パ
と
ネ 

ハ
ン
と
の
無
一
一
に
つ
い
て
行
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

む
し
ろ
逆
に
、
浄
土
教
と
い
う
も
の
は
本
当
の
在
家
仏
教
で
、
お
そ 

ら
く
世
界
仏
教
の
中
で
唯

|

の
在
家
法
門
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
お
い
て 

こ
そ
浄
土
門
の
も
っ
と
も
重
大
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う 

い
う
関
連
か
ら
、
教
学
者
は
信
徒
一
般
、
在
家
の
信
心
生
活
や
宗
教
性 

及
び
そ
の
直
接
の
表
現
を
ど
れ
く
ら
い
尊
敬
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、 

と
い
う
問
が
自
然
に
私
に
湧
い
て
き
ま
す
。

す
で
に
何
回
も
引
用
し
た
山
ロ
氏
曰
く
。

「

真
宗
の
人
は
阿
弥
陀
仏 

の
本
願
を…

…

浄
土
真
宗
別
途
の
教
え
の
よ
う
に
い
い
な
ろ
う
て
い
る 

け
れ
ど
も
、…

…

そ
れ
は
決
し
て
別
途
な
法
で
は
な
い
。
仏
教
思
想
と

し
て
の
、
い
い
換
え
れ
ば
、
仏
性
の
展
開
に
お
け
る
当
然
の
体
系
な
の 

で
あ
る」

(

註
八)

と
。
そ
れ
に
私
も
あ
る
程
度
ま
で
同
意
で
き

る

と 

思
い
ま
す
。
と
言
う
の
は
、

(

大
乗)

仏
教
に
は
一
一
つ
、
白
と
黒
の
よ 

う
に
、
相
対
立
す
る
運
動
が
存
在
し
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ 

ち
、

一
方
は
、
も
っ
ぱ
ら
因
果
、
縁
起
、
空
、
自
力
に
よ
る
解
脱
を
主 

張
す
る
も
の
、
そ
し
て
他
方
、
積
極
的
な
も
の
、
有
相
、
仏
の
人
格
性
、 

他
力
に
よ
る
救
い
を
主
張
す
る
も
の
で
す
。
実
際
、
仏
教
の
ほ
と
ん
ど 

の
形
態
は
、
そ
の(

観
念
的)

両
極
端
の
間
に
、
自
分
な
り
に
、
そ
れ 

ぞ
れ
違
っ
た
割
合
で
、
そ
の
両
方
を
取
り
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ 

て
、
そ
の
ス

ヶ

！

ル
の
上
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
、
単
に
一
番
右
に 

位
置
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

 

一
 

し
か
し
、
仏
教
学
者
の
真
宗
信
徒
で
あ
っ
た
山
ロ
氏
も
、
多

く

の

真

14 

宗
学
者
と
同
じ
く
、
大
乗
仏
教

一

般
と
浄
土
教
と
の
連
続
性
を
過
剰
に
一 

強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
不 

思
議
、
ま
た
は
そ
れ
に
出
会
っ
た
法
然
や
親
鸞
の
解
放
感
を
無
視
し
て 

も
い
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
浄
土
教
は
、
衆
生
に
内
在
的
で
、
解 

脱
へ
の
可
能
性(p

o
te

n
tia

)

と

し

て

登
場
し
た
仏
性
と
共
に
、そ
こ 

か
ら
よ
く
導
き
出
さ
れ
た

「

全
面
肯
定
の
楽
天
主
義

」

を
否
定
し
て
、 

改
め
て
無
明
の
フ
ル
な
暗
さ
を
認
め
た
も
の
、
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に 

解
脱
の
可
能
性
と
共
に
そ
の
実
現
を
他
者
の
力
、
他
力
に
依
頼
し
た
も 

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
こ
そ
浄
土
教
の
独
自
な

10<2.
。
や 

宗
教
性
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
仏
性
の
思
想
と
の
非
連
続
性
が
、
そ
れ
が 

純
粋
な
空
の
思
想
と
仏
性
の
思
想
と
の
非
連
続
ほ
ど
深
く
な
い

と

思
わ



れ
る
と
し
て
も
、
か
な
り
深
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ

こ

か

ら

し
て
、
真
宗
学
者
の
努
力
が
、
そ
の
非
連
®

を
な
く
し 

て
、
再
び
解
脱
の
力
、
i

の
他
者
性
を
否
定
す
る
方
向
に
向
か
っ
て 

い
る
とい
ぅ

感
じ
は
し
ま
す
。
少
し

a
d

 

h
o

m
in

e
m

の
言
い
方
で
す
け 

れ
ど
も
、
尋
ね
た
く
な
る
の
は
、

「

先
生
は
何
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と 

思
い
ま
す
か
。
自
分
に
対
抗
し
て
い
る
阿
弥
陀
の
願
力
、
す
な
わ
ち
慈 

悲
の
他
力
に
よ
っ
て
で
す
か
、
そ
れ
と
も
自
分
と
阿
^
^
如
来
と
の
無 

ニ
を
悟
っ
た
知
恵
に
よ
っ
て
で
す
か

」

と
。
微
妙
な
論
理
に
よ
っ
て
そ 

の
一
一
つ
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
宗
教
性
と
し
て
そ
の

一
|

つ 

の
間
に
相
変
わ
ら
ず
徹
底
的
な
違
い
が
残
る
と
私
は
信
じ
ま
す
。

こ
の
余
り
に
も
攻
擊
的
な
話
を
、
も
ぅ
少
し
和
解
的
な
調
子
で
終
わ 

ら
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
.

的
に
、
浄
志
も
キ
リ
ス
ト
教
も
や 

は

り「

救
済
教J

で
あ
っ
て
、
両
者
に
共
通
の
宗
教
的
論
題
が
多
い
と 

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
論
題
の
取
扱
い
方
に
な
り
ま
す
と
、 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
主
と
し
て
有
の
論
理
に
よ
っ
て
論
じ 

ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、

教
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
や
は
り
仏 

教
の
中
に
育
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
論
じ
方
に
は
空
の
論
理 

が
よ
り
強
く
働
い
て
き
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ 

そ
キ
リ
ス
ト
教に
と

っ

て
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

そ
こ
か
ら
学
ん
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
は
自
分
の
、
そ
の
論
題
に
関 

す
る
説
を
訂
正
し
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
逆
に
、
浄 

土
教
も
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い 

ま
す
が
、
そ
の
判
断
は
*-H

教
の
方
々
に
任
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ り

積
極
的
な
こ
の
話
を
別
の
機
会
に
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す 

が
、
八

r

の
と
こ
ろ
で
は
-
一
つ
の
実
例
を
簡
単
に
挙
げ
る
こ
と
に
だ
け
し 

ま

し

よ

-つ
o

丨
救
済
の
業
が
成
就
す
る
の
に
、
ど
こ
ま
で
も
互
い
に
他
者
で
あ 

る
神
と
人
間
と
が
、
本
当
の
意
味
で

1

つ
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
と
い
う
論
題
を
深
め
る
た
め
に
、
言

S
不
の「

機

法I

体」

な
ど
の 

教
え
は
大
変
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

—
—

信
仰
の
本
当
の
主
体
は
私
で
は
な
く
、
私
の
中
の
聖
霊
だ
と
い 

う
教
え
に
関
し
て
も
、
親
鸞
聖
人
の
信
心
に
関
す
る
考
え
方
か
ら
学 

ぶ
ベ
き

と

こ
ろ
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

I

ご
静
聴
を
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
が
、
後
ほ
ど
の
討
論
の
時
に
反
擊

B 

を
惜
し
ま
れ
な
い
よ
う
に
切
に
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈

註〉

I
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山
ロ
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世
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八
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討
論
⑵

質問
者横
田俊
ニ
 

司会
者石
田慶
和

質

問

者
プ
ラ
フ
ト
先
生
は
ど
う
も
三
十
年
間
、
絶
対
無
と
か
絶
対 

空
と
い
う
言
葉
を
絶
対
化
さ
れ
た
無
と
解
し
て
、
そ
れ
に
反
発
し
て
い 

る
の
で
は
な
い
か
。
空
を
ト
ラ
ン
プ.ゲ
—

4
の
仏
教
佃
の
切
り
札
の 

よ
う
に
考
え
て
い
て
、
ど
う
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
の
爆
発
が
き
ょ 

う
の
発
表
の
き
っ
か
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
生
は
西
谷
啓
治
先 

生
の
教
え
を
う
け
て
、
空
の
概
念
と
か
理
念
に
つ
い
て
は
よ
く
ご
存
知
。 

も
ち
ろ
ん
禅
の
立
場
も
。
し
か
し
ま
だ
切
り
札
の
空
が
何
で
あ
る
か
を 

見
せ
て
も

ら

っ
て
い
な
いと
い

う

不
^
!
が
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す

a  

仏
教
徒
は
最
終
的
に
空
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い
。
空
と
い
う
言
葉 

を
使
う
以
上
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
空
と
か
無 

と
い
う
言
葉
を
否
定
的
に
使
っ
た
り
、
あ
る
意
味
で
は
道
具
的
に
、
た 

だ
空
じ

る

作
業
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
そ 

ん
な
説
明
し
か
聞
か
さ
れ
な
か
っ
た
。
仏
教
徒
は
有
に
対
す
る
恐
怖
感 を

持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

 

|

第
一
一
点
。
空
の
立
場
か
ら
は
、
我
と
汝
と
か
身
体
の
問
題
、
そ

れ

か

17 

ら
人
間
社
会
、
世
界
の
問
題
、
そ
う
い
う
人
間
の
現
実
的
問
題
に
は
触
一 

れ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
す
。
仏
教
に
は
禅
の
無
位 

の
真
人
と
い
う
悟
っ
た
人
の
超
越
し
た
状
況
、
信
心
を
得
た
人
の
超
越 

的
な
立
場
が
あ
る
。
し
か
し
悟
っ
た
人
と
い
え
ど
も
や
は
り
こ
の
世
の 

歴
史
の
流
れ
の
中
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
面
を
無
視
で 

き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。

第
三
点
。
仏
教
は
自
分
の
教
義
、
自
分
の
立
場
を
も
っ
と
は
っ
き
り 

整
理
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
空
と
慈
悲
は

ど

う

し

て

も
 

矛
盾
す
る

、

矛
盾
す
る
も
の
をど
う

し

て

一

緒
に
す
る
の
か
と
い
う
疑 

問
で
す
。
仏
教
側
は
い
つ
で
も
空
か
ら
慈
悲
が
自
然
に
出
て
く
る
と
一 

応
言
い
ま
す
が
、
西
洋
人
の
先
生
か
ら
見
る
と
実
際
歴
史
の
中
の
ど
こ



に
出
て
き
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
疑
問
だ
と
思
い
ま
す
。

第
四
点
。
社
会
倫
理
と
空
の
問
題
で
、
こ
れ
は
以
前
か
ら
仏
教
と

キ 

リ

ス

ト

教
の
対
話
の中
で

論
じ
ら
れ
てき
ま

し

た

。

つ
ま

り

空
と
い
う 

超
越
的
立
場
か
ら
見
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
が
我
々
の
娑
姿
の
世
界 

の
行
動
に
関
係
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
仏
教
の
立
場
で
は
、
有
を 

出
す
と
必
ず
執
着
が
で
て
く
る
と
考
え
が
ち
で
、
従
っ
て
社
会
倫
理
と 

い
う
側
面
で
の
分
別
知
的
な
立
場
を
も
否
定
す
る
の
で
す
が
、
先
生
に 

よ
れ
ば
有
を
だ
し
て
も
本
能
的
に
執
着
が
で
て
く
る
も
の
で
も
な
い
だ 

ろ

う

と

い

う
疑
問
で
す
。

空
と
浄
土
教
の
問
題
で
す
が
、
私
の
恩
師
は
上
田
義
文
先
生
で
、
そ 

う
い
う
私
と
し
て
は
個
人
的
に
は
大
乗
仏
教
的
な
真
宗
観
が

一

番
妥
当 

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
山
ロ
益
、
上
田
義
文
ど
ち
ら
も
大
乗
仏
教
の
専 

門
家
で
、
真
宗
学
者
と
は
言
い
難
い
の
で
す
が
、
ど
う
も
真
宗
く
さ
い 

仏
教
学
者
だ
と
。
し
か
し
真
宗
学
か
ら
言
え
ば
、
仏
教
学
く
さ
い
真
宗 

学
者
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ
に
は
伝
統
的
な
宗
学
に
対
す
る
反 

発
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
上
田
先
生 

自
身
は
仏
教
一
般
の
中
の
真
宗
の
立
場
、
そ
の
特
徴
を
強
調
さ
れ
る
、 

つ
ま
り
真
宗
の
信
心
獲
得
は
凡
夫
の
自
覚
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
悟
り 

で
は
な
い
、
そ
こ
に
真
宗
が
一般
仏
教
と
根
本
的
に
違
う
面
が
あ
る
の 

だ
と
言
わ
れ
る
。

プ
ラ

フ
ト
先
生
は
龍
樹
の
空
思
想
、

つ
ま
り
論

(

シ

ャ

シ

ュ

ト

ラ)  

の
仏
教
に
対
し
て
反
発
が
あ
っ
て
、
ど

う

も

『

ブ

ラ

ジ

ュ

ナ

！ 

•
パ
ー 

ラ
ミ

夕

丨

』

と

い

う

お
経
の
空
の
立
場
が
抜
け
てい
る

の

で

は

な

い

か
。

そ
こ
に
見
ら
れ
る
空
の
肯
定
的
な
理
解
は
、
例
え
ば
禅
の
真
如
的
な
空 

の
捉
え
方
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
先
生 

は
空
と
も
の
、
華
厳
的
な
表
現
を
す
れ
ば
理
と
事
を
別
々
に
考
え
て
い 

る
の
で
は
な
い
か
。
仏
教
で
は
も
の
は
空
で
あ
っ
て
、
別
々
に
考
え
ら 

れ
て
い
な
い
。
そ
こ
が
問
題
で
す
。

最
後
に
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
一
番
感
動
も
し
た
の
で
す
が
、
し
か 

し
疑
問
を
も
っ
た
点
は
、
慈
悲
を
考
え
る
時
は
、
空
と
は
別
に
空
を
捨 

て
て
慈
悲
を
考
え
る
べ
き
だ
と
。
そ
う
い
う
解
決
方
法
が
あ
っ
た
と
し 

て
も

そ
れ
が
解
決
であ
る

と

い
え
る
か
ど
う
か
。
空
か
ら
慈
悲
が
出
て 

く

る

と

い
う

立
場
は
ど

う

な

り

ま

す

か
。

ブ

ラ

フ

卜

長
年
の
私
の
問
い
に
対
し
て
一
つ
も
返
事
が
な
い
、
そ

一
 

れ
に
苛
立
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
の
言
い
た
い
こ
と
は

、

w 

空
か
ら
慈
悲
を
推
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
空
か
ら
慈
悲
は
一 

論
理
的
に
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
一
つ
が
全
く
別
々
な
も
の 

だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
空
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
あ
る
転
換 

に
よ
っ
て
慈
悲
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
私
は
信
じ
ま
せ
ん
。 

空
か
ら
推
理
さ
れ
る
概
念
は
も
う
慈
悲
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
に
は
経
の
肯
定
的
な
空
の
理
解
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と 

い
う
指
摘
、
私
に
は
充
分
分
か
り
ま
せ
ん
が
当
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま 

せ
ん
。

秋
月

空
を
問
題
に
す
る
時
に
、
龍
樹
の
文
献
学
に
捉
わ
れ
て
い
た 

の
で
は
何
も
分
か
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
釈
尊
が
言
わ
れ
た
通
り
求
道
者 

と
し
て
、
戒
•
定
•
慧
の
三
学
を
ま
っ
と
う
に
、
戒
か
ら
定
へ
、
定
か



ら
慧
へ
と

い

う

登
り
道
を
登
る
。
そ
こ
で
般
若
を
捉
え
る
ベ
き
だ
と
私 

は
思
い
ま
す
。
仏
教
学
は
戒•
定
•
慧
の
実
践
で
す
か
ら
、
玉
城
康
四 

郎
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
禅
定
抜
き
の
仏
教
学
な

ん

か

あ
り
得
な
い
。
禅 

定
と
は
、
無
我
の
、
そ
し
て
大
乗
の
空
の
実
践
で
あ
り
実
現
で
あ
る
。 

で
す
か
ら
空
と
は
自
他
不
一

I

と

い

う

こ
と
で
す
。
空
と
は
何
も
な
い
こ 

と
で
は
な
い
。
自
我
を
空
ず
る
こ
と
、
そ
れ
が
禅
定
で
す
。
そ
こ
で
ダ 

ン
マ
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
ダ
ン
マ
と
は
我
と
汝
の
不
可
分.

不
可
同
と 

い
う
人
間
関
係
の
認
識
。
だ
か
ら
空
は
そ
の
ま
ん
ま
慈
悲
の
実
践
と
な 

る
は
ず
で
す
。

ブ

ラ

フ

ト

西
谷
先
生
の
空
の
思
想
は
難
し
か
っ
た
し
、
自
分
で
ど 

の
く
ら
い
分
か
っ
て
い
る
か
自
信
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
西
谷
先
生 

が
、
空
は
慈
悲
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
説
明
し
て
い
る
か 

ど
う
か
、
残
念
で
す
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
西
谷
先
生
の
本
か
ら 

具
体
的
な
倫
理
、
社
会
の
不
正
に
対
す
る
態
度
と
か
は
出
て
こ
な
い
と 

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
慈
悲
の
た
め
に
も
必
要
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

本

多

空
と
色
と
は
不
二
で
あ
る
。
こ
の
仏
教
の
た
て
ま
え
に
対
し 

て
、
空
の
独
走
の
危
険
性
を
先
生
は
強
く
訴
え
ら
れ
た
。
先
生
は
不

11  

と
い
う
こ
と
に
警
戒
心
を
抱
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
不

一

一
に
は
必
ず
不 

1

、
非
連
続
性
、
絶
対
に
違
う
と
い
う
こ
と
が
ひ
っ
つ
い
て
い
る
。
そ 

の
点
か
ら
す
れ
ば
先
生
の
お
っ
し
ゃ
ろ
う
と
す
る

1

面
は
弁
護
さ
れ
る 

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
慈
悲
と
智
慧
と
は
互
い
に
還
元
で
き
な
い

一

一
つ 

の
も
の
だ
と
い
う
面
も
本
当
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
不
一
一 

は
不1

と
結
び
つ
い
て
い
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
丕

一

だ
と
い
う
こ

と

で

す

。

武

田

空
は
論
理
と
し
て
言
わ
れ
る
と
同
時
に
行
が
言
わ
れ
る
必
要 

が
あ

る

と

思
い
ま
す
。
空
へ
の
執
着
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、

空
の
独
走
と
い
え
る
よ
う
な
印
象
を
私
も
持
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
先
程 

の
秋
月
先
生
の
指
摘
、
私
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
空
の
論
理 

を
用
い
て
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
や
浄
土
教
を
批
判
す
る
場
合
、
重
要
な 

こ
と
は
行
を
抜
き
に
し
て
は
空
と
い
う
も
の
は
全
く
意
味
が
な
い
と
い 

う
こ
と
、
仏
教
は
行
の
宗
教
であ
る

と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
重
点 

を
置
け
ば
こ
そ
、
親
鸞
的
な
大
乗
仏
教
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。 

行
へ
の
行
き
詰
ま
り
、
そ
こ
に
親
鸞
の
機
の
深
信
と
い
う
も
の
が
は
じ 

め
て
出
て
く
る
。
こ
れ
は
行
を
実
践
す
る
か
ら
、
自
己
の
絶
対
限
界
と

I  

い
え
る
よ
う
な
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
い
く
ら
信
心

2

 

と
か
念
仏
と
か
い
っ
て
も
親
鸞
が
至
っ
た
道
に
は
到
底
及
ば
な
い
。一

真
宗
を
理
解
す
る
場
合
、
真
宗
学
者
は
空
へ
の
還
元
を
や
り
す
ぎ
る 

の
で
は
な
い
か
と
い
う
先
生
の
指
摘
。
真
宗
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す 

る
と
こ
ろ
に
、
仏
教
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
立
場
、

つ
ま
り 

三
部
経
の
中
に一

切
経
を
読
む
と
い
う
本
派
の
立
場
は
特
に
そ
う
で
す
。 

我
々
の
伝
統
宗
学
の
中
で
は
、
行
信
論
、
信
願
論
、
助
正
論
と
い
う
三 

大
論
争
が
あ
っ
て
、
そ
の
論
議
の
中
か
ら
こ
ん
ど
は
、
真
宗
が
仏
教
で 

あ

る

と

言
わ
れ
る
場
合
、
中
観
と
か
唯
識
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
大 

乗
仏
教
の
哲
理
が
、
い
っ
た
い
ど
う
真
宗
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の 

か
と
い
う
疑
問
が
起
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
問
題
は
宗
学
の
中
で
空 

的
な
意
味
を
ど
こ
に
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
法
蔵
菩
薩
の



行
の
中
に
見
出
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
六
波
羅
密
の
行
。 

そ
れ
に
位
置
づ
け
る
と
、
こ
ん
ど
は
信
心
獲
得
は
念
仏
を
ど
う
唱
え
て 

い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。 

親
鸞
が
信
心
を
位
置
づ
け
る
と
き
全
部
、
法
蔵
菩
薩
の
菩
薩
行
に
位
置 

づ
け
て
真
実
信
心
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
展
開
の
仕
方
は
、
ど
こ 

ま
で
も
菩
薩
道
に
こ
そ
本
来
の
真
実
信
心
の
獲
得
の
意
味
が
あ
る
と
い 

う
こ
と
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

も
う一

つ
。
空
の
理
解
に
つ
い
て
私
は
ホ
ヮ
ィ
ト
へ
ッ
ド
の
哲
学
に 

出
会
っ
て
気
づ
い
た
の
で
す
が
、
中
観
で
は
空
と
か
無
自
性
は
全
部
、 

真
実
な
る
縁
起
を
展
開
さ
せ
る
根
拠
の
よ
う
な
も
の
で
、
縁
起
が
何
か 

を
追
求
し
分
析
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
論
理
化
し
て
い
く
時
に
、 

空
の
意
味
が
出
て
く
る
。
縁
起
と
は
関
係
性
、
相
依
性
で
す
が
、
仏
教 

は一

切
諸
法
が
す
べ
て
縁
起
で
あ
る
と
い
う
時
の
縁
起
の
関
係
の
構
造 

を

明
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。そ
こ

を

ブ
ラ

フ

ト

先
生
は
問
題
にさ
 

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
縁
起
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
ホ
ヮ
ィ 

卜
へ
ッ
ド
の
哲
学
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

八

木(

誠)

空
の
哲
学
は
非
社
会
的
だ
と
い
う
指
摘
で
す
が
、
空 

の
自
覚
の
仕
方
は
非
社
会
的
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
空
と
い
え
ば
、 

不
一
不
二
、

一
即
多
あ
る
い
は
重
々
無
尽
の
相
即
相
入
と
も
い
え
る
。 

そ
の
意
味
で
縁
起
と
い
う
考
え
方
は
、
民
主
々
義
と
本
質
的
に
非
常
に 

近
い
、
私
は
本
気
で
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
歴
史
の
実
際
を 

見
ま
す
と
、
仏
教
が
民
主
々
義
を
政
治
的
な
形
と
し
て
生
み
出
し
て
こ 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
す
。
ま
た
東
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
を
考 慮

す
る
と
キ
リ
ス
ト
教
が
民
主
々
義
を
生
み
出
し
た
と
も
軽
々
し
く
言 

元
な
い
。

縁
起
と
い
う
事
柄
を
考
え
る
と
、
集
合
人
格
的
な
人
間
の
捉
え
方
、 

つ
ま
り
部
分
が
全
体
に
等
し
い
と
い
う
考
え
方
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
こ 

れ
は
人
間
の
共
同
体
の
構
造
を
把
握
す
る
た
め
に
非
常
に
有
用
で
あ
る 

に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
出
て
こ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
空
と
い
う
捉 

え
方
が
間
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
空
の

一

局
面
し
か
捉
え
ら
れ
て 

い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
親
鸞
に
は
阿
弥
陀
さ
ま
は
ひ
と
つ
の 

大
き
な
光
で
、
そ
の
光
が
無
限
に
多
く
の
f

の
阿
®

さ
ま
か
ら
成
っ 

て
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
ま
た
キ

リ

ス

ト

教

だ
と
、
例
え
ば 

聖
体
拝
領
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

I

つ
の
パ
ン
を
ち
ぎ
っ
て
み
ん
な
で
一 

頂
く
、
つ
ま
り一

が
全
で
全
が一

、
部
分
が
全
体
に
等
し
い
と
い
う
自
沈 

覚
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
人
で
な
く
、
集
合
人
格
と
し
て
の
人
間
の
あ
一 

り
方
が
、
極
め
て
は
っ
き
り
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
捉
え
方 

が
直
接
間
接
に
影
響
し
て
、
例
え
ば
共
同
体
だ
と
か
歴
史
だ
と
か
、
特 

に
正
義
だ
と
か
が
正
面
か
ら
出
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
仏
教
の
場
合
、
そ
れ
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
自
覚
の
実
際 

と
し
て
は
余
り
に
も
個
人
的
で
あ
っ
て
、
個
即
類
と
い
う
形
に
な
る
。 

社
会
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
即
絶
対
と
い
う
形
の
自
覚
が
正
面
に 

出
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
で
、
文
化
史
的
、
思
想
史
的
に
考
え
て 

や

っぱ
り
非
常
に#
せ
を
め
で
す
。

空
の
論
理
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
で
す
が
、
論
理
と
い
う
の
は
理 

性
で
あ
る
限
り
の
理
性
の
思
考
の
形
式
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
あ
く
ま



で
も
理
性
に
内
在
す
る
事
柄
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
存
在
の
論
理
と 

か
、
歴
史
的
発
展
の
弁
証
法
的
論
理
な
ど
と
い
う
言
葉
は
誤
用
で
あ
っ 

て
間
違
い
で
す
。
厳
密
な
論
理
と
い
う
の
は
論
理
学
で
い
う
論
理
で
し 

て
、
空
の
論
理
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
身
言
葉
と
し
て
矛
盾
だ
か
ら
、 

論
理
的
訓
練
を
経
た
人
が
そ
れ
を
論
理
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、 

こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
感
じ
る
。
そ
れ
は
全
く
当
然
だ
と
思
い 

ま
す
。

こ
れ
は
空
の
自
覚
の
仕
方
が
非
社
会
的
だ
と
い
う
こ
と
と
関
連
が
あ 

る
。

つ
ま
り
個
即
類
と
い
う
形
で
の
空
の
自
覚
の
形
式
が
、
い
わ
ゆ
る 

空
の
論
理
と
い
う
形
に
反
映
し
て
き
て
い
る
か
ら
一

I

重
に
混
乱
が
生
じ 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
論
理
は
理
性
で
あ
る
限
り
の
理
性
の 

思
考
の
形
式
で
あ
る
の
に
、
空
の
自
覚
は
も
ち
ろ
ん
理
解
を
含
む
け
れ 

ど
、
空
は
理
性
を
超
え
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
空
の
論
理
と
い
う
の 

は
非
常
に
お
か
し
い
ー
ー
ー
ゑ
畠
づ
か
い
だ
と
。
論
理
と
し
て
み

る

と

非
常
に 

い
か
が
わ
し
い
感
じ
が
し
ま
す
。

上
田
空
の
論
理
と
言
わ
れ
る
と
何
か
空
と
い
う
こ
と
と
直
接
に
は 

そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
が
ま
ず
し
ま
す
。
仏
教
か
ら
言
う
と
、
定
と
か
行
と 

か
、
そ
っ
ち
か
ら
出
て
く
る
の
が

I

番
の
出
方
だ
と
い
う
の
が
あ
る
か 

ら
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
論
の
空
を
問
題
に
し
て
い
て
、
お
経
の
空
が
問 

題
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
は
大
切
な
点
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま 

り
何
か
の
表
現
と
し
て
空
と
い
う
言
葉
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
。 

一
般
的
に
は
、
人
間
の
あ
る
経
験
の
自
覚
の
言
葉
だ
と
言
え
る
。
経
験 

の
自
覚
が
も
つ
一
一
つ
の
矛
盾
す
る
面
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
言 お

う
と
し
て
空
と
言
う
。
そ
れ
が
お
経
の
場
合
だ
と
比
較
的
ス
ト
レ
ー 

ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
の
色
即
是
空
、
空
即
是
色
、
こ
れ
は
最
も 

根
本
的
な
セ
ン
テ
ン
ス
で
、
色
即
是
空
、
こ
れ
が
智
で
す
。
空
即
是
色
、 

こ
れ
は
慈
悲
の
大
智
。
こ
れ
、
古
典
的
な
説
明
で
す
。
で
す
か
ら

i

 

が
慈
悲
を
理
解
す
る
時
、
空
即
是
色
と
い
う
と
こ
ろ
で
理
解
し
て
い
る
。 

そ
こ
が
ど
う
掴
ま
え
ら
れ
る
か
、
そ
れ
は
社
会
的
な
実
践
の
問
題
と
非 

常
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

も
う一

つ
確
認
し
た
い
の
で
す
が
、
仏
教
の
中
に
は
慈
悲
の
働
き
が 

歴
史
的
現
実
に
出
て
き
て
い
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
そ
う
じ
ゃ 

な
い
で
す
ね
。

プ
ラ
フ
ト
仏
教
の
実
際
の
歴
史
的
実
践
に
つ
い
て

一

言
も
言
っ
て
一 

い
な
い
。
た
だ
理
論
の
中
に
そ
う
い
う
慈
悲
の
面
が
充
分
働
き
出
て
い

21 

な
い
と
。
 

一

上
田
慈
悲
に
つ
い
て
の
理
論
面
の
基
本
は
、
今
言
っ
た
通
り
で
す
。

ブ
ラ
フ
ト
先
生
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
仏
教
で
言
わ
れ
る
慈
悲
、
ま
た 

仏
教
者
の
実
践
の
中
に
確
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
慈
悲
は
、
先
生
か
ら
見 

た
ら
現
代
に
お
け
る
人
間
の
実
践
の
形
態
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。 

例
え
ば
社
会
的
有
効
性
を
持
た
な
い
と
か

。

ブ

ラ

フ

ト
g

国
の
若
者
た
ち
の
中
に
は
社
会
的
活
動
を
し
た
い 

人
が
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
絵
の
理
論
の
中
に
モ

ー

テ
ィ
ヴ
ヱー

シ
ョ 

ン
が
あ
り
ま
す
か
。

上
田
そ
の
場
合
慈
悲
は
モt
テ
ィ
ヴ
ヱ

t

シ

ョ

ン
に
な
ら
な
い
と
。

ブ

ラ

フ

卜

そ
う
い
う
人
た
ち
の
活
動
を
具
体
的
に
動
機
づ
け
る
説



明
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
仏
教
理
論
は
そ
れ
を
い
つ
も
智
蕙
の
問
題 

と
し
て
だ
け
説
明
す
る
。

上

田

智
慧
だ
け
で
な
く
慈
悲
も
言
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
が 

現
在
の
問
題
に
対
し
て
具
体
的
で
な
い
と
い
う
の
な
ら
分
か
る
つ
も
り 

で
す
。
た
だ
八
木
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
理
論
の
中
に
は
、
人
間
の
共
同 

体
を
捉
え
る
原
理
、
集
合
人
格
的
な
考
え
方
が
あ
る
。

八
木(

誠)

あ
る
の
だ
が
自
覚
さ
れ
な
い
。

上

田

働
か
な
い
、
そ
れ
で
自
覚
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
共
同
体
、
歴 

史
、
正
義
と
い
っ
た
問
題
は
、
た
だ
仏
教
だ
け
の
問
題
と
い
う
よ
り
、 

日
本
も
含
め
て
東
洋
の
伝
統
的
な
せ
#
全
体
に
通
じ
る
深
い
問
題

だ

と 

思
う
の
で
す
。
仏
教
は
個
人
が
共
同
体
に
属
す
る
面
と
例
え
ば

コ
ス
モ 

ス
的
な
面
と
言
っ
て
も
い
い
尽
き
な
い
面
で
の

一
一
重
に
働
い
た
。
僕
た 

ち
は
現
在
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

つ
ま
り
仏
教
が
ど
う
と
い
う 

よ
り
、
日
本
の
伝
統
がg

に
な
っ
て
ョ~

ロ
ッ
パ
で
は
経
験
し
な
か
っ 

た
よ
う
な
形
で
、

一
種
の
異
質
な
近
代
社
会
と
い
う
も
の
に
入
っ
て
し 

ま
っ
て
い
る
。し
か

し

個
人
を
通
し
て
一
種
のコ
ス

モ

ス

と

の

つ
な
が 

り
は
な
ん
と
か
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
状
況
の
中
で
、
現
実
の
具
体
的
な 

問
題
に
対
す
る
対
応
は
必
ず
し
も
仏
教
か
ら
出
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な 

い
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
直
接
に
宗
教
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、 

現
実
か
ら
学
び
つ
つ
働
く
と
い
う
こ
と
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

も
う
一
つ
。
ブ
ー
パ
！
の
我
と
汝
は
社
会
的
と
い
う
こ
と
と
は
質
的 

に
違
う
。
仏
教
は
む
し
ろ
我
と
汝
と
い
う
関
係
で
非
常
に
強
く
生
き
て 

る
し
、
働
く
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
社
会
的
実
践
と
は
違 う

。
人
間
と
人
間
の
間
の
同
じ
慈
悲
で
も
、
あ
る
状
況
で
と
っ
さ
に
出 

て
く
る
ひ
と
つ
の
あ
り
方
が
、
そ
の
場
の
、
あ
る
い
は
相
手
に
対
す
る 

救
い
に
な
る
、
そ
う
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

西

村

す
ば
ら
し
い
智
慧
を
も
っ
て
人
を
助
け
に
行
こ
う
な
ん
て
発 

想
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
を
助
け
る
よ
り
ま
ず
自
分
の
解
決
が
先 

決
問
題
で
す
か
ら
、
自
分
に
対
す
る
慈
悲
が
な
い
人
に
ど
う
し
て
他
の 

人
に
対
す
る
慈
悲
が
生
ま
れ
ま
す
か
。

八
木(

誠)
r

汝
自
身
を
愛
す
る
が
如
く
に
汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ

」 

と
言
う
。

西

村

自
分
を
よ
く
見
て
い
く
だ
け
で
一
生
か
か
っ
て
も
足
り
な
い
。 

修
行
僧
が
他
人
の
困
っ
て
い
る
車
を
押
し
て
破
門
に
な
る
話
が
あ
る
の
一 

で
す
が
、
す
ぐ
人
に
手
を
出
す
よ
う
な
人
間
が
ど

う

し

て

禅
を
究
め
ら
22 

れ
る
か
と
い

う

こ
と
で
す
。
 

一

八
木(

誠)

た
だ
そ
っ
ち
に
偏
し
て
い
る
。

西

村

偏
し
て
な
か
っ
た
ら
本
当
の
慈
悲
も
愛
も
出
て
き
ま
せ
ん
よ
。

八
木(

誠)

両
方
な
い
と
い
け
な
い
。

西

村

本
当
に
智
慧
を
究
め
た
ら
慈
悲
な
ん
て
放
っ
と
い
て
も
出
る 

は
ず
な
ん
で
す
。

八
木(

誠)

も
う1

つ
言
う
と
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
我
と
汝
の
'レ 

ヴ
ュ
ル
で
す
。

西

村

い
や
、
我
と
我
の
レ
ヴ
ェ
ル
な
ん
で
す
。

八
木(

誠)

い
や
、
我
と
我
の
レ
ヴ
ヱ
ル
か
ら
我
と
汝
の
レ
ヴ
ュ 

ル
の
こ
と
を
言
っ
て
る
の
で
す
。



西

村

我
と
我
の
レ
ヴH

ル
が
充
分
でき
た

ら

、

我
と
汝
は
当
然
出 

て
き
ま
す
。

八
木

(
誠)

我
を
突
き
つ
め
た
ら
社
会
的
な
も
の
が
出
て
く
る
の 

で
す
か
。

田

中

キ
リ
ス
ト
教
で
も
中
世
に
は
、
神
を
知
性
認
識
と
同
一
視
す 

る

よ

う

な
考
え
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
者
の
目
か
ら
見
れ 

ば
ギ
リ
シ
ア
的
な
知
で
あ
っ
て
、

エ
ロ
ス
で
す
。
ア
ガ
ぺ

ー

は
、
そ
う 

い
っ
た
知
を一

度
突
き
破
る
よ
う
な
愛
で
す
。
で
す
か
ら
ブ
ラ
フ
ト
先 

生
が
智
慧
か
ら
慈
悲
が
出
ま
す
か
と
言
う
時
、
僕
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し 

て
よ
く
分
か
る
の
で
す
。
浄
土
教
の
場
合
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
で
救
わ 

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
で
救
わ
れ
る
と
い
う
感
覚
が
あ 

る
の
で
し

ょ

う

か
。

仏
教
で
言
う
智
慧
を
ギ
リ
シ
ア
的
な
知
と
同
一
視
で
き
な
い
の
で
は 

な
い
か
。
大
拙
先
生
は
仏
教
的
な
無
差
別
知
を
説
明
さ
れ
る
時
、

「

山 

上
の
垂
訓」

と
か
、「

太
陽
は
善
人
の
上
に
も
悪
人
の
上
に
も
無
差
別 

に
光
を
与
え
る
。
天
の
父
が
完
全
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
方
も
完
全 

に
な
れ」

と
い
う
ィ
エ
ス
の
こ.と
ば
を
引
い
て
、
仏
者
と
し
て
見
れ
ば
、 

こ
れ
こ
そ
無
差
別
と
い
う
悲
と
智
が

1

体
と
な
つ
た
働
き
な
の
だ
と
言
つ 

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
空
と
い
う
こ
と
ば
は
な
い
け
れ
ど
、
現
実
の
働
き 

と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

秋

月

ブ
ラ
フ
ト
先
生
は
、
般
若
か
ら
智
慧
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
の 

ち
や
ん
と
し
た
説
明
を
聞
い
た
こ
と
が
な
.い
と
お
つ
し
や
る
。
し
か
し 

私
は
そ
れ
に
答
え
た
つ
も
り
な
ん
で
す
。
空
と
は
自
他
不

一
|

と
い
う
こ

と
だ
と
。
空
と
い
う
の
は
無
相
の
自
己
の
自
覚
な
ん
で
す
。
無
相
の
自 

己
は
私
と
あ
な
た
は
区
別
で
き
る
の
が
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
自
己
の 

自
覚
で
す
。
だ
か
ら
あ
な
た
の
痛
み
は
私
の
痛
み
だ
と
言
う
。
そ
う
で 

な
か
つ
た
ら
智
慧
が
嘘
な
ん
で
す
。

ブ
ラ
フ
卜
私
は
そ
れ
も
信
じ
ま
せ
ん
。
本
当
の
愛
は
た
だ
の
自
他 

不
一1

じ
や
な
い
。
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