
講演

e

空
と
死

西村惠信

言
う
ま
で
も
な
く
大
乗
仏
教
が
説
く

「
空」

は
、
存
在
論
的
実
体
で 

な
く
、
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
最
も
理
想
的
な
認
識
の
境
位
で
あ
る
。 

空
の
教
説
は

「

す
べ
て
は
空
で
あ
る

」

と
い
う
存
在
論
的
無
の
表
明
で 

は
な
く
、

「

自
己
お
よ
び
一
切
の
存
在
を
、
無
心
の
事
実
の
ま
ま
に
観 

察
す
る」

こ
と
で
あ
り
、
こ

れ

を

「

人
法
の
ニ
空

」

と
い
う
。
い
っ
た 

い
、

一
切
が
空
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
大
乗
仏
教
の
採
る
と
こ
ろ
で 

は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
は

「

空
の
繫
縛

」

と
し
て
退
け
ら
れ
る
。
そ 

れ
は
す
で
に

r

但
空」

あ

る

い

は「

偏
空」

と
名
づ
け
ら
れ
る

「
空
の 

病」

で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が

「

空」

に

こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
こ
れ 

は
最
も
癒
し
難
い

「

空
執」

な
る
病
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

「

す
べ
て
を
事
実
に
お
い
て
観
察
す
る

」

と
言
っ
た
が
、
実
際
わ
れ 

わ
れ
は
日
常
の
分
別
意
識
に
お
い
て
、
事
実
を_

と
し
て
見
る
こ
と 

は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

「

す
べ
て
をi

に
お
い
て
観
察
す
る

」 

こ

と

を客
観
的
に
見
ると

い

う場
合
で
も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
そ
れ を

見
て
い
る
主
観
の
側
の
表
象
を
通
し
て
見
て
い
る
限
り
、
主
観
に
付 

与
さ
れ
た
客
観
に
過
ぎ
ず
、

「

花
と
な
っ
て
見
る

」

な
ど
と
言
わ
れ
る 

事
態
と
は
ほ
ど
遠
い
の
で
あ
る
。

世

阿

弥

に「

松
の
こ
と
は
松
に
習
え
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習
え

」

の

， 

語
が
あ
る
が
、
松
や
竹
に
習
う
と
は
ど
う
す
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
認
識
妨 

に
お
い
て
主̂
!

観
の
分
別
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「

分

|  

か
る」

こ

と

は「

分
け
る」

こ
と
で
あ
り
、

U
r
te

il

はte
ile

n

に
由
来 

す
る
も
の
の
ご
と
く
、
分
別
な

く

し

ては
物
の
判
断
は
成
立
し
な
い
。

物
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
主
観

—

客
観
を
明
確
に
分
け 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
の
こ
と
を
や
む
を
得 

な
い
こ
と
と
し
て
も
、
果
た
し
て
そ
の
こ
と
が
十
全
に
な
さ
れ
て
い
る 

か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。

つ
ま
り
認
識
対
象
を
主
観
の
中
に
持 

ち
込
み
、
主
観
を
対
象
の
中
に
混
入
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象 

を
真
に
対
象
自
身
の
も
と
に
置
く
こ
と
、
事
実
を
真
に
事
実
た
ら
し
め 

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て

「
分
け
る」

こ

と(

分
別)

が
、
真

に「

分
か
る」

こ



と
(

分
別)

と

な

るた
め
に
は
、

「

分
け
な
い

」

こ

と(

無
分
別)

を
根 

拠

と
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ

を

「

無
分
別
の知」

と
い
う 

い
の
で
あ
ろ
う
が
、

「

分
け
な
い

」

と

い

う

こ

と

は

「

分
け
る」

よ

り
 

も

も

っ

と「
根
源
的
な
分
け
る

」

で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
主
観
の
表
象 

を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
表
象
を
離
れ
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
認
識
論 

に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
事
態
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
哲
学
的
認
識
と 

次
元
を
異
に
す
る
地
平
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ

れ

が

「

空
の
知」

で
あ 

り

、「

般
若
の
知

」

で
あ
る
。

「
空」

は
こ
のよ
う

に

し

て物
に
つ
い
て 

も
、
ま
た
同
様
に
自
己
に
つ
い
て
も
主
観
の
表
象
を
離
れ
る
こ
と
で
あ 

り
、
徹
底
的
に
無
心
と
な
っ
て
の
物
に
対
す
る
心
の
開
け
で
あ
り
、
そ 

れ
は
体
認
と
言
う
の
が
相
応
し
い
認
識
の
根
源
的
地
平
の
開
け
で
あ
る
。

か
っ
て
私
の
恩
師
で
あ
っ
た
小
笠
原
秀
実
先
生
は
、

「

般
若
心
経
頌

」 

に
お
い
て
空
の
心
を
、
次
の
よ
う
に
見
事
に
頌
い
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

形
あ
る
も
の
は\
す
べ
て
こ
わ
れ
て
ゆ
く

\

花
の
よ
う
に

\

人
の
よ 

う
に\

楼
閣
の
よ
う
に

\

さ
れ
ど\

形
な
き
も
の
は

\

虚
空
の
よ
う 

に\

大
空
の
よ
う
に

\

い
つ
ま
で
も

\

こ
わ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い 

\

形
あ
る
す
ベ
て
を
捨
て
た
心

\

か
わ
り
行
く
す
べ
て
を
離
れ
た
心 

\

そ
れ
が
空
の
心
で
あ
る

\

み
ど
り
の
大
空
の
よ
う
に

\

空
の
心
は 

限
り
も
な
く\
涯
も
な
く

\

消
え
る
こ
と
も
な
く
、
減
る
こ
と
も
な 

い\

こ
わ
れゆ

く
こ
の
世
の
す
べて
を
/

離
れ
る
が
故
に
\

生
き
る 

こ
と
に
も
迷
わ
ず
\

躍
く
こ
と
に
も
惑
わ
ず

\

た
だ
す
ベ
て
の
畏
れ 

を
離
れ
る

\

若
葉
に
し
た
た
る
曰
の
滴
が

\

す
ベ
て
を
包
み
、
す
べ

て
を
育
く
む
よ
う
に

\

空
の
心
は

\

何
も
の
を
も
許
し

\

何
物
を
も 

育
て
て
ゆ
く

\

こ
れ
は
限
り
な
き
光
で
あ
り

\

楽
し
み
で
あ
り
\

無 

我
の
さ
や
け
さ
で
あ
る

\

ほ
が
ら
か
な
る
空
の
心
よ
\

ぁ
た
た
か
く 

滴
る
空
の
光
よ

さ
て
、
禅
の
道
は
日
常
的
生
の
只
だ
な
か
で
、
世
界
と
己
が
身
の
両 

方
向
に
於
い
て
、
か
か
る
空
の
地
平
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
道 

を

「

平
常
無
事
底

」

と
言
い
、

そ
う
い
う
心
の
平
静
を
坐
禅
と
言
う
。 

坐
禅
が
も
と
も
と
形
の
う
え
で

「

坐
る」

こ
と
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で 

も
な
い
。
禅
は
本
質
的
に
こ
の
実
存
的
生
死
身
体
に
関
わ
る
こ
と
で
あ

I  

り
、
そ

れ

を

「

己
事
究
明

」

と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
坐

禅

と

い

う
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身
体
的
形
を
通
し
て
こ
の
身
体
を
如
何
に
調
え
る
か
、
呼

吸

を

如

何

に

一
 

調
え
る
か
、
そ
し
て
心
を
い
か
に
調
え
る
か

(

調
身
.
調
息
.
調
心)

が 

主
題
と
な
る
。
禅
は
こ
の
生
死
的
な
身
体
に
注
目
し
、
そ
れ
か
ら
眼
を 

離
さ
な
い
。

と
同
時
に
禅
は
ま
た
一
切
の
固
定
し
た
形
を
嫌
う
。
し
た
が
っ
て
中 

国
禅
は
、
坐

禅

を

「

坐
る
こ
と

」

と
し
た
ィ
ン
ド
以
来
の
伝
統
的
修
定 

主
義
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
独
自
の
立
場
に
立
っ
た
の
で 

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戒
律
や
禅
定
の
形
式
主
義
を
精
神
主
義
に
深
化
せ 

し
め
た
の
は
大
乗
仏
教
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
大
乗
仏
典

『

維 

摩
経』
の
な
か
で
、
坐
禅
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。



大
徳
シ
ャ

ー

リ
ブ
ト
ラ
よ
、
あ
な
た
が
や
っ
て
い
る
よ
う
な
坐
禅 

の
や
り
方
で
、
坐
禅
は
修
行
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(

ほ 

ん

と

う

の

坐
禅
とい
う

も
の
は
、
身
体
も

心
も

三
界
のな
か

に

あ
ら
わ
れ
な 

い

よ

う

に

坐
禅
す
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

)

滅

尽(

定)

に
入
っ
た
ま
ま 

で
、
し
か
も
行•
住
•
坐

•
臥
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
坐
禅
を 

し
な
さ
い
。
す
で
に
獲
得
し
た

(

聖
者
と
し
て
の

)

姿
を
捨
て
な
い 

ま
ま
、
し
か
も
ふ
つ
う
の
凡
人
の
性
格
を
も
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
よ 

う
に
坐
禅
を
し
な
さ
い
。
あ
な
た
の
心
が
、
内
に
も
な
く
、
外
の
物 

質
に
も
向
か
わ
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
坐
禅
し
な
さ
い
。
あ
ら
ゆ
る 

謬
見
を
捨
離
し
な
い
ま
ま
で
、
し
か
も
三
十
七
菩
提
分
の
上
に
も
姿 

を
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
よ
う
に
坐
禅
を
し
な
さ
い
。
輪
廻
に
属
す
る 

煩
悩
を
断
た
な
い
ま
ま
で
、
し
か
も
涅
槃
に
入
る
こ
と
に
も
な
る
、 

と
い
う
よ
う
に
坐
禅
し
な
さ
い
。
大
徳
シ
ャ

~

リ
プ
ト
ラ
よ
、
す
べ 

て
こ
の
よ
う
に
坐
禅
を
行
う
な
ら
ば
、
世
尊
は
彼
ら
を
坐
禅
者
と
呼 

ば
れ
る
の
で
す
。

(

長
尾
雅
人
訳

)

大
乗
仏
教
を
基
盤
と
し
て
派
生
し
た
中
国
禅
を
、
真
の
意
味
で
独
自 

な
も
の
と
し
て
思
想
的
に
確
立
せ
し
め
た
六
祖
慧
能
は
、
坐
禅
の
本
質 

を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

善
知
識
よ
、
此
の
門
の
坐
禅
は
、
も
と
よ
り
心
に
着
せ
ず
、
浄
に 

も
着
せ
ず
、
亦
た
是
れ
不
動
に
も
あ
ら
ず
。
も
し
心
に
着
す
と
言
わ 

ば
、
心
は
元
よ
り
是
れ
妄
な
り
。
心
は
幻
の
如
し
と
知
る
、
故
に
着

す
る
所
無
し
。
も
し
浄
に
着
す
と
言
わ
ば
、
人
の
性
は
本
と
浄
し
、 

妄
念
に
由
る
が
故
に
、
真
如
を
蓋
覆
う
な
り
。
但
し
元
よ
り
想
い
無 

け
れ
ば
、
性
は
自
か
ら
清
浄
な
り
。
心
を
起
こ
し
て
浄
に
着
せ
ば
、 

却
っ
て
浄
妄
を
生
ず
。
妄
は
処
所
無
し
、
着
す
る
者
是
れ
妄
な
り
。

浄
は
形
相
無
し
、
却
っ
て
浄
相
を
立
て
て
、
是
れ
工
夫
な
り
と
言
う
。 

此
の
見
を
作
す
者
は
、
自
ら
の
本
性
を
障
ぎ
り
て
、
却
っ
て
浄
に
縛 

せ
ら
る
。

(

中
川
孝
訳.『

禅
の
語
録

』

四
、
六
祖
壇
経
、
七
十
頁

)

善
知
識
よ
、
何
を
か
坐
禅
と
名
づ
く
。
此
の
法
門
の
中
に
は
障
な 

く
碍
な
し
。
外
一
切
善
悪
の
境
界
に
於
い
て
、
心
念
起
こ
ら
ざ
る
を
、

名
づ
け
て
坐
と
為
す
。
内
自
性
を
見
て
動
ぜ
ざ
る
を
、
名
づ
け
て
禅
一 

と
為
す
。
善
知
識
よ
、
何
を
か
禅
定
と
名
づ
く
。
外

相

を

離

る

る

を
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禅
と
為
し
、
内
乱
れ
ざ
る
を
定
と
為
す
。
外
若
し
相
に
着
せ
ば
、
内

一 

心
は
即
ち
乱
る
。
外
若
し
相
を
離
る
れ
ば
、
心
は
即
ち
乱
れ
ず
。
本 

性
は
自
ら
浄
く
、
自
ら
定
ま
る
。
只
だ
境
を
見
、
境
を
思
う
が
為
に 

即
ち
乱
る
。
若
し
諸
境
を
見
て
心
乱
れ
ず
ば
、
是
れ
真
の
定
な
り
。 

善
知
識
よ
、
外
相
を
離
る
る
は
即
ち
禅
、
内
乱
れ
ざ
る
は
即
ち
定
な 

り
。
外
禅
に
し
て
内
定
な
る
、
こ
れ
を
禅
定
と
為
す
。

(

同
、
七
十
三 

頁)上
に
明
ら
か
な
よ
ぅ
に
、
坐
禅
こ
そ
は
禅
に
於
け
る
空
の
実
践
で
あ 

り
、
そ
れ
は
実
際
に
は
身
体
上
に
於
い
て
坐
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、



し
か
も
同
時
に
坐
相
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
相
を
も
離
れ 

る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
が
乱
れ
な
い
こ
と
が
坐
禅
の
本
質
で 

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
空
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
も
し
空
の
教 

説
が
そ
う
言
う
具
体
的
内
容
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
文
字
通
り 

「

空
論」

と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
禅
こ 

そ
空
思
想
の
具
体
化
、
曰
常
化
の
最
も
端
的
な
範
型
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を

「

死」

の
問
題
に
限
定
し
て
考
え
て
み
る
の
が
、
今
回 

の
発
表
の
主
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
空
の
思
想
が
、
禅
者
の
臨
命
終
に
於 

い
て
ど
の
よ
う
に具

体

化

さ

れる
か
、と

い

うこ
と
がは
っ

き

り

さ

れ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
で
は
空
の
思
想
が 

明
晰
な
智
慧
と
し
て
、
人
間
の
時
間
存
在
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
如 

実
知
見
に
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た

い

と

思
う
。

禅
者
の
生
死
観
に
は
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
者
の
場
合
の
よ
う
に
、 

神
の
国
へ
の
旅
立
ち
と
い
う
歓
び
に
支
え
ら
れ
つ
つ
死
に
ゆ
く
瞬
間
の
、 

冷
静
沈
着
な
態
度
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
は
一
種
異
な
っ
た
も
の
が
あ 

る
。
禅
者
は
こ
の
世
に
続
く
死
後
の
世
界
を
期
待
す
る
代
わ
り
に
、
こ 

の
世
の
生
の
中
で
死
を
迎
え
入
れ
、
日
常
的
生
そ
の
も
の
に
お
い
て
、

生
そ
の
も
の
を
す
で
に
死
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
死
を
克
服
し
て
し

ま

お

うと
す
る
の
で
あ
る
。

一
切
の
救
済
に
絶
望
す
る
禅
者
は
、
そ
の
絶
望
の
な
か
で
自
ら
の
生 

を
確
認
し
つ
つ
生
き
よ
う
と
す
る
。
禅
者
が
日
常
的
生
の
内
容
を

「

生 

死
事
大」

と

し

て捉
え
、
生
と
死
の
一
如
的
構
造
と

し

て
把
握
す
る
と

こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
生
死
一
如
的
個
体
が

「

無
常
迅
速

」

で
あ
る
と
い 

う
時
間
的
自
覚
に
於
い
て
一
層
緊
張
し
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
自
己
存
在
が
つ
ね
に
片
方
の
足
を
死
の
内
に
い
れ
つ
つ
あ
る
と
い 

う
存
在
そ
の
も
の
の
時
間
性
か
ら
眼
を
離
さ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
本
来 

相
容
れ
な
い
異
質
な
生
と
死
の
距
離
を
狭
め
、
し
た
が
っ
て
生
と
死
を 

同
質
に
し
、
生
か
ら
死
へ
移
る
と
い
う
思
い
か
ら
襲
っ
て
く
る
恐
怖
か 

ら
自
己
を
解
脱
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

「

生

き

な

が

ら

死

人

と

な

り 

て
な
り
は
て
て
思
い
の
ま
ま
に
な
す
わ
ざ
ぞ
よ
き

」

と
い
う
至
道
無 

難
の
表
白
は
、
そ
う
し
て
可
能
に
な
っ
た
死
の
諦
観
の
自
由
な
表
白
で 

あ
る
。

四

と

こ

ろ

で「

生
き
な
が
ら
に
死
人
と
な
る

」

こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
身 

体
的
死
以
前
の
死
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
そ
う
い
う
死 

と
は
、
こ
の
生
死
的
身
体
に
死
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
白
隠
が
、

「

無
量
劫 

来
生
死
の
本
、
痴
人
は
喚
ん
で
本
来
人
と
作
す
。

」
(『

毒
語
心
経

』

頌)

と
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
、
自
己
と
世
界
の
根
源
と
し
て
思
弁
さ
れ
て
い 

る
心
意
識
情
を
否
定
突
破
す
る

こ

と

であ
る
。
こ

れ

が「

八
識
田
中
に 

一
刀
を
下
す

」

こ

と

であ
り
、「

生
死
の
根
を
切
る

」

こ

と

であ
る
。

禅
者
は
こ
れ
を

「

大
死
一
番

」

と
言
う
が
、
こ

こ

で

「

大」

と
言
わ
れ 

る
こ
と
の
意
味
は
絶
対
的
死
の
謂
で
あ
り
、
日
常
身
体
的
な
死
を
も
死 

ぬ
ゆ
え
にr

大
死」

で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
白
隠
禅
に
於
い
て
は
、 

坐
禅
の
実
践
に
お
い
て

「

一
度
死
に
切
る

」

と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
的 49  —



に

要

求

さ

れ

る

。

こ

の

こ

と

を

白

隠

自

身

の

言

葉

か

ら

引

用

し

て

お

こ

若
し
又
、
佗
曰
参
禅
見
性
の
望
み
是
あ
る
に
お
い
て
は
、
第

一

に 

死
の
字
を
参
究
し
玉
う
ベ
し
。
死
の
字
は
如
何
参
究
す
べ
き
ぞ
と
な 

ら
ば
、
死
し
了
り
、
焼
き
了
る
時
、
主
人
公
何
れ
の
処
に
か
去
る

と

、 

動
中
を
嫌
わ
ず
、
静
中
を
と
ら
ず
、
行
住
坐
臥
の
上
に
お
い
て
間
も 

な
く
疑
わ
せ
玉
わ
ば
、

一
夜

1
1

夜
乃
至
五
日
七
日
の
中
に
は
、
必
定 

決
定
、
大
歓
喜
を
得
玉
う
べ
し
。
法
要
も
多
く
、
指
南
も
お
お
か
る 

中
に
、
死
の
字
は
何
と
や

ら
底
気
味
あ
し
く
忌
ま
わ
し
き
事
に
思
ほ 

す
べ
け
れ
ど
も
、
死
字
乍
ち
透
過
是
あ
る
に
お
い
て
は
、
い
つ
し
か 

生
死
の
境
を
打
ち
超
え
、
立
処
に
金
剛
堅
固
、
不
老
不
死
の
大
神
仙 

と

な

ら

せ玉
う
秘
訣
の
指
南
に
て
侍
れ
ば
、
か
ほ
ど
目
出
度
き
法
要 

は
是
あ
る
べ
か
ら
ず
。
死
の
字
は
、
第
一
武
士
の
決
す
べ
き
至
要
な 

り
。(「

辺
鄙
以
知
吾

」
)

池
田
侯
に
宛
て
た
白
隠
の
書
簡
で

あ

る
上

の一

文
は
、
相
手
が
武
士 

な

る
が
故
に
死
を
強
調
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
己
に
死
に
切
る

こ

と
 

を

坐
禅
修
行
の
肝
要
と
す

る
白
隠
が
、
そ
の
最
も
具
体
的
か
つ
効
果
的 

な
方
法
とし

て「

死
の
字
に
参じ
る」

べ
き
こ

と

を説
い
た
の
であ
ろ

死
に
参
じ
る
禅
者
の
な
ら
い
は
、
既
に
唐
の
禅
者
兜
率
従
悦
が
弟
子 

に
差

し

出

し

た三
つ
の
難
問
、
す

な

わ

ち

「

兜
率
の
三
関

」

に

も
そ
の

先
蹤
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

「

兜
率
の
三
関

」

と
は
、

撥
草
参
玄
は
只
だ
見
性
を
図
る
。
即
今
、
上
人
の
性
甚
れ
の
処
に
か

在
る
。

自
性
を
識
得
す
れ
ば
、
方
に
生
死
を
脱
す
。
眼
光
落
つ
る
時
、
作
麼

生
か
脱
せ
ん
。

生
死
を
脱
得
す
れ
ば
便
ち
去
処
を
知
る
。
四
大
分
離
し
て
甚
れ
の
処

に
向
か
っ
て
か
去
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
禅
者
は
、
平
素
に
お
い
て
や
が
て
来
た
る 

べ
き
己
が
死
の
練
習
を
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
達
成
す
べ
き
境
地
は
、 

ま
さ
に
日
常
意
識
的
自
己
の
地
平
を
底
へ
突
破
し
て
脱
自
己
を
図
り
、 

自
己
の
内
に
於
い
て
、
し
か
も
自
己
の
生
死
を
超
越
し
た
地
平
で
あ
る 

こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
大
死
で
あ
る
と
と
も
に
空
の 

開
け
で
あ
り
、
大
自
由
自
在
、
し
か
も
そ
の
よ
う
に
し
て
徹
底
的
に
自 

己
を
死
な
し
め
るこ
と

にお
い
て
、
は

じ

め

て

「

立
処
に
、
金
剛
堅
固
、 

不
老
不
死
の
大
神
仙

」

と
し
て
の
平
常
無
事
の
絶
対
肯
定
の
世
界
が
現 

前
す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
絶
対
否
定
即
絶
対
肯
定
の
全
体
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
空
の
風 

光
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は

「

生
死
の 

脱
得」
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
時
間
を
超
越
し
て
永
遠
の
生
に
生
き
る 

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
さ
ら
に

^

率
和
尚
が
、 

「

眼
光
落
つ
る
時

」
い
か
に
死
に
対
処
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
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死
し
て
後
の

「

去
処」

を
問
う
と
こ
ろ
に
、
禅
者
が
あ
く
ま
で
生
死
的 

身
体
の
時
間
相
か
ら
目
を
離
し
て
い
な
い
と
い
う
点
が
特
に
注
目
に
値 

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

五

生
死
を
離
れ
る
こ
と
は
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
生
と
死
が
異
質
的
な
対 

立
を
や
め
て
同
質
な
一
に

な

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

生
と
死
が
同
質 

に
な
る
こ
と
は
、
生
と
し
て
は
生
だ
け

(

絶
対
的生：！

で
あ
り
、
死
と 

し
て
は
死
だ
け

(

絶
対
死)

と

い

うこ
と
に
な
る
。

そ

れ

が

「

生
也
全 

機

現
、
死
也
全機
現」

(『

園
悟
録』
一
七)

と

い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、 

生
は
生
、
死
は
死
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
絶
対
に
な
る
の
で
あ
る
。
生

死

一 

如
と
い
うこ
と

はし
た
が
っ
て
、
生
と
死
が
混
交
す

る
事
態
で
は
な
く
、 

む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
が
絶
対
的
に
自
己
自
身
の
立
場
に
立
つ
意
味
で
の
同 

質
性
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る

1

つ
の
話
頭 

を
採
り
上
げ
て
み
よ
う
。

道
吾
、
漸

源

と一

家
に
至
っ
て
弔
慰
す
。
源
、
棺
木
を
拍
っ
て
云 

く
、「

生
か
死
か
。

」

吾
云
く
、「

生
と
も
逆
わ
じ
、
死
と
も
道
わ
じ
。

」 

源
云
く
、

「

什
麼
と
為
て
か
道
わ
ざ
る
。

」

吾
云
く
、「

道
わ
じ
、道 

わ

じ

。

」

廻
り
て
中
路
に
至
り
、
源
云
く
、

「

和
尚
、
快
や
か
に
某
甲 

の
与
め
に
道
え
。
若
し
道
わ
ず
ん
ば
、
和
尚
を
打
ち
去
ら
ん
。

」

五
ロ 

云
く
、「

打
つ
こ
と
は
即
ち
打
つ
に
任
す
。
道
う
こ
と
は
即
ち

道
わ 

じ

。

」

源
、
便
ち打

つ

。(『

碧
餱
録』

第
五
十
五
則

)

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
漸
源
に
と
っ
て
は

「

生
か
死
か

」

と
い 

う
よ
う
に
、
生
と
死
は
相
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
生
か
死
か 

の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
道
吾
に
と
っ
て
は
そ 

う
い
う
よ
う
に
切
り
離
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
よ
う
に
は
答
え
ら
れ 

な
い
の
で
あ
る
。
だ

か

ら

「

道
わ
じ
、
道
わ
じ

」

と
な
る
。
生
と
言
え 

ば
死
を
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
生
で
あ
り
、
死
と
言
え
ば
生
を
包
み
込
ん 

で
し
ま
っ
た
死
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
同
質
で
あ
る
か
ら
、
異
質 

な
も
の
と
し
て
一
方
を
採
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
後
日
譚
が
つ
い
て
い
る
。
漸
源
は
道
吾
が
遷
化
す
る
と
、
道 

場
を
出
て
石
霜
楚
円
を
尋
ね
、
先
の
話
を
す
る
と
、
石
霜
楚
円
も
や
は 

り「

生
と
も
道
わ
じ
、
死
と
も
道
わ
じ
。

」

と
同
じ
答
え
を
返
し
た
。 

漸

源

が「

な
ん
と
し
て
か
道
わ
じ
。

」

と

言

う

と

、石

霜

も「

道
わ
じ
、 

道
わ

じ

。

」

と
答
え
た
。
漸
源
は
そ
の
時
悟
り
を
得
た
と
い
う
。
漸
源 

は
そ
の
悟
り
に
よ
っ
て
力
を
つ
け
た
わ
け
だ
が
、
あ
る
曰
、
彼
は
鍬
を 

担
い

で

法

堂

(

説
法
の
な
さ
れ
る
お
堂

)

に
入
っ
て
行
っ
て
、
東
か
ら
西 

へ
、
西
か
ら
東
へ
と
行
き
来
し
た
。
石

霜

が

「

何
を
し

て

い

る

の

だ

。

」 

と
尋
ね
る
と
、

「

先

師(

道
吾
和

尚)

の
骨
を
探
し
て
い
る
の
で
す
。

」 

と

言

う

。す
る
と
石
霜
が

「

大
波
は
ひ
ろ
び
ろ
、
白
浪
は
天
ま
で
逆
ま 

い
て
い
る
。
先
師
の
骨
な
ん
ぞ
何
処
に
見
つ
か
る
も
の
か
。

」

と
い
っ 

た

と

言

う

ので
あ
る
。こ
こ

に漸
源
は
は
っ
き
り
と
道

吾
の
死
を
認
め 

た
の
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に
石
霜
が
そ
の
死
を
不
滅
の
死
と
し
て
讃
歎 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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六

こ

こ

に「
不
滅
の
死

」

と
言
っ
た
の
は
、
生
死
こ

そ

が

そ

の

ま

ま

で
 

、水遠

で
あ
る
と
言
う
意
味
で
あ
る
。
そ

れ

は

「

生
死
即
涅
槃

」

と
い
う 

こ

と

で

あ

っ

て

、
生
死
は
元
来
涅
槃
に
対
す
る
も
の
で
は

な

く

、

ま

た
 

涅
槃
は
生
死
の
外
に
あ

る

も
の
で
はな
い

。

生
死
即
涅
槃
であ
り

、

煩 

悩
即
菩
提
で
あ
る
。

『

伝
灯
録』

卷
七
、
大
梅
法
常
伝
に
見
え
る
次
の 

話
頭
は
そ
の
証
拠
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

夾
山
と
定
山
と
同
行
言
話
の
次
で
、
定
山
云
く
、

「

生
死
の
中
に
仏 

無
け
れ
ば
、
生
死
に
非
ず
。

」

夾
山
云
く
、

「
生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
、 

即
ち
生
死
に
迷
わ
ず
。

」

一
一
人
、
山
に
上
り
参
礼
。
夾
山
便
ち
挙
し
て 

死
に
問
う
、

「

未
審
、
一
一
人
の
見
処
、
那
箇
か
較
や
親
し
き
。

」

師
云
く
、 

r

且
ら
く
去
っ
て
、
明
日
来
れ
。

」

夾
山
、
明
日
再
び
上
っ
て
師
に
問
う
。 

師
云
く
、

「

親
し
き
者
は
問
わ
ず
、
問
う
者
は
親
し
か
ら
ず
。

」

つ
ま
り
定
山
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
生
死
と
仏
を
対
比
さ
せ
る
と
こ 

ろ
に
、
生
死
の
根
が
有
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
も
し
仏
と
言
う
も
の
が 

わ
ざ
わ
ざ
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
、
生
死
と
い
う
も
の
も

あ

り
得
な
い
こ 

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
夾
山
の
場
合
は
、
生
死
の
な
か 

に
仏
が
あ
れ
ば
、
も
は
や
生
死
に
迷
う
こ
と
は
無
い
と
言
う
の
で
あ
る
。 

そ
う
い
う
一

一

人
の
相
反
す
る
立
場
に
対
し
て
、
大
梅
は
は
っ
き
り
と
定 

山
の
方
に
、
真
実
に
よ
り
親
し
き
立
場
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

と

こ

ろ

でと
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
永
平
道
元
は

『

正
法
眼
蔵

』

生
死 

に
於
い
て
、
こ
の
話
頭
を
採
り
上
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

生
死
の
な
か
に
仏
あ
れ
ば
生
死
な
し
。
ま
た
い
は
く
、
生
死
の
な 

か
に
仏
な
け
れ
ば
、
生
死
に
ま
ど
は
ず
。

こ
こ
ろ
は
夾
山
•
定
山
と 

い
は
れ
し
、
ふ
た
り
の
禅
師
の
こ
と
ば
な
り
。
得
道
の
人
の
こ
と
ば 

な
れ
ば
、
さ
だ
め
て
む
な
し
く
ま
う
け
じ
。
生
死
を
は
な
れ
ん
と
お 

も
は
む
人
、
ま
さ
に
こ
の
む
ね
を
あ
き
ら
む
べ
し
。
も
し
人
、
生
死 

の
ほ
か
に
ほ
と
け
を
も
と
む
れ
ば
、
な
が
え
を
き
た
に
し
て
越
に
む 

か
ひ
、
お
も
て
を
み
な
み
に
し
て
北
斗
を
み
ん
と
す
る
が
ご
と
し
。 

い
よ
い
よ
生
死
の
因
を
あ
つ
め
て
、
さ
ら
に
解
脱
の
み
ち
を
う
し
な
一 

へ
り
。
た
だ
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て
、
生

死

と

し

て

い

52 

と
ふ
べ
き
も
な
く
、
涅
槃
と
し
て
ね
が
ふ
べ
き
も
な
し
。

こ

の

とき

一
 

は
じ
め
て
、
生
死
を
は
な
る
る
分
あ
り
。
生
よ
り
死
に
う
つ
る
と
こ 

こ

ろ

う

るは
、
こ
れ
あ
や
ま
り
な
り
。
生
は
ひ
と
と
き
の
く
ら
い
ゐ 

に
て
、
す
で
に
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、
か
る
が
ゆ
袅
に
仏
法
の
な
か 

に
は
、
生
す
な
は
ち
不
生
と
い
ふ
。
滅
も
ひ
と
と
き
の
く
ら
ゐ
に
て
、 

ま
た
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
て
滅
す
な
は
ち
不
滅
と
い 

ふ
。
生
と
い
ふ
と
き
に
は
、
生
よ
り
ほ
か
に
も
の
な
く
、
滅
と
い
ふ 

と
き
は
、
滅
の
ほ
か
に
も
の
な
し
。
か
る
が
ゆ
袅
に
生
来
た
ら
ば
、 

た
だ
こ
れ
生
、
滅
き
た
ら
ば
こ
れ
滅
に
む
か
ひ
て
つ
か
ふ
べ
し
。
い 

と
ふ
こ

と

なか
れ
、
ね
がふ
こ

とな
か
れ
。

こ
の
生
死
は
す
な
は
ち
仏
の
御
い
の
ち
な
り
。
こ
れ
を
い
と
ひ
す



て
ん
と
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
仏
の
御
い
の
ち
を
う
し
な
は
ん
と
す
る 

な
り
。
こ
れ
に
と
ど
ま
り
て
、
生
死
に
著
す
れ
ば
、
こ
れ
も
仏
の
御 

い
の
ち
を
う
し
な
ふ
な
り
。
仏
の
あ
り
さ
ま
を
と
ど
む
る
な
り
。
い 

と
ふ
こ
と
な
く
、
し
た
ふ
こ
と
な
き
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
、
仏
の 

こ
こ
ろ
に
い
る
。
た
だ
し
心
を
も
て
は
か
る
こ
と
こ
と
な
か
れ
、
こ 

と
ば
を
も
て
い
ふ
こ
と
な
か
れ
。
た
だ
わ
が
身
を
心
を
も
、
は
な
ち 

わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は 

れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
ひ
も
て
い
く
と
き
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、 

こ
こ
ろ
を
も
つ
い
や
さ
ず
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
仏
と
な
る
。
た
れ 

の
人
か
こ
こ
ろ
に
と
ど
こ
お
る
べ
き
。

仏
と
な
る
に
い
と
や
す
き
み
ち
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
つ
く
ら 

ず
、
生
死
に
著
す
る
こ
こ
ろ
な
く
、

一
切
衆
生
の
た
め
に
、
あ
は
れ 

み
ふ
か
く
し
て
、
か
み
を
う
や
ま
ひ
、
し
も
を
あ
は
れ
み
、
よ
ろ
ず 

を
い
と
ふ
こ
こ
ろ
な
く
、
ね
が
ふ
こ
こ
ろ
な
く
て
、
、屯
に
お
も
ふ
こ 

と
な
く
、
う
れ
ふ
る
こ
と
な
き
、

こ
れ
を
仏
と
な
づ
く
。
ま
た
ほ
か 

に
た
づ
ぬ
る
こ
と
な
か
れ
。

上

は『

正
法
眼
蔵

』

生
死
の
全
文
で
あ
り
、
こ
こ
に
禅
者
の
生
死
観 

の
す
べ
て
が遺

憾

無

く述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ

に明
ら
か
な
よ
う
に
、 

禅
者
に
と
っ
て
生
死
の
問
題
は
、

「

生
死
を
い
と
ふ

」

こ
と
で
は
な
く
、 

「

生
死
を
は
な
れ
る

」

こ
と
であ

り

、

「

生
死
を
は
な
れ
る

」

こ
と
は
、 

生

死(

時
間)

の
外
に
出
て
仏

(

永
遠)

を
求
め
る
こ
と
で
な
く
、

「

生 

死
が
そ
の
ま
ま
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て

」

、
生
死
を
厭
わ
ず
、
従
っ
て
涅

槃
を
願
わ
ぬこ
と

の中
で
な

さ

れ

るの
で
あ
る
。そ
う

い

う事
態
こ

そ 

生
死
即
涅
槃
の
端
的
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
上
の
引
用
文
の
末
尾
に 

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
さ
や
け
く
、
と
ら
わ
れ
な
き
空
の
心
そ
の 

も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
常
的
生
が
自
由
自
在
に
運
ば
れ 

て
い
く
の
で
あ
る
。

七

今
ま
で
、
禅
者
の
生
死
観
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
生
の 

内
容
と
し
て
生
死
と
い
う
迷
い
と
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
の
問
題
で
あ
り
、 

い
わ
ば
死
へ
の
覚
悟
と
い
う
哲
学
上
の
問
題
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ど
ち 

ら
か
と
い
え
ば
、
日
々
の
生
活
に
お
け
る
空
の
実
践
と
い
う
こ
と
で
あ 

り
、
さ
し
迫
っ
た
死
へ
の
対
応
と
い
う
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
死
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
根
本
的
に
矛
盾 

を
含
ん
で
い
る
。
死
を
語
る
こ
と
は
経
験
な
し
に
語
る

こ

と

で
あ
り
、 

あ
く
ま
で
想
像
の
域
を
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
に
つ
い
て
語
り
得 

る
の
は
他
人
ご
と
で
あ
り
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
死
に
直
面
す
る
か
は
、 

可
能
性
と
し
て
各
人
に
最
後
ま
で
未
知
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し 

か
も
自
分
に
と
っ
て
死
が
現
実
と
な
っ
た
時
は
既
に
自
分
は
な
い
。
し 

か

し
人
間
は
死
を
予
感
し
、
ま
た
死
に
直
面
し
、
恐
れ
戦
き
、
苦
し
み 

つ
つ
死
に
ゆ
く
時
間
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

あ
す
は
死
ぬ

け

し

きも

見

え

ず

蝉

の

こ

え

」

の
一
句
に
は
、
蝉
の
死
に
対
す
る 

無
知
へ
の
あ
わ
れ
み
よ
り
も
、
人
間
も
ま
た
か
く
の
ご
と
く
平
坦
で
あ 

り
た
い
と
い
う
願
望
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
、

「

か
ま
き



り

の

尋

常

に

死

ぬ

枯

れ

野

か

な

」

と
な
る
と
、
む
し
ろ
敬
意
で
あ 

る
。
そ
う
い
う
所
か
ら
さ
ら
に
死
に
対
す
る
沈
着
な
態
度
と
し
て
、 

「

浜

ま

で

は

海

女

も

蓑

着

る

時

雨

か

な

」

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

禅

者

に

は「
坐
脱
立
亡

」

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
臨
命
終
の 

と
き
、
安
住
正
念
し
、
自
ら
袈
裟
を
着
け
坐
禅
を
組
ん
で
脱
去
す
る
こ 

と
で
あ
り
、
ま
た
脚
粋
に
草
鞋
と
い
う
旅
の
装
い
を
着
け
て
立
っ
て
脱 

去
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
生
死
的
身
体
の
最
後 

を
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「

隠
峰
倒
化

」

の
話
は
、
む
し
ろ
死
に
臨
ん 

で
し
か
も
な
お
自
由
な
禅
者
の
境
地
を
示
す
も
の
の
面
白
き
例
で
あ
ろ

先
に
衆
に
問
う
て
云
く
、

「

諸
方
遷
化
、
坐
去
臥
去
、
吾
嘗
て
之
れ 

を
見
る
。
還
っ
て
立
化
有
り
や
。

」

衆
云
く
、

「

有
り
。

」
師
云
く
、

「

還
っ 

て
倒
立
す
る
者
有
り
や
。

」

衆
云
く
、

「

未
だ
嘗
て
有
る
を
見
ず
。

」

師
、 

乃
ち
倒
立
し
て
化
す
。

(『

伝
灯
録』

卷
八
、
鄧
隠
峰
章

)

死
に
臨
ん
で

「

遺
偈」

を
書
く
こ
と
も
ま
た
、
禅
者
に
特
有
な
風
光 

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
生
死
を
透
脱
し
た
禅
者
の
心
境
の
平
静
が
見
ら 

れ
、
そ
れ
は
空
の
最
も
端
的
な
開
示
が
詩
の
形
を
と
っ
て
全
機
現
し
て 

い
る
。
そ
れ
は恐

ろ

し

くも
あ
り
、親

し

くも
あ
る
禅
者
の末
後
の
消 

息
で
あ

る

。そ
こ
に
は
禅
者
が
、
自
己
の
実
存
を
ひ
と
括
り
に
し
て
虚 

空
の
な
か
へ
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の 

幾
つ
か
を
挙
げ
て
本
論
の
結
び
と
し
た
い
。

利
生
方
便
、
七
十
九
年
。
端
的
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
仏
祖
不
伝
。 

(

東
福
円
爾

)

七
十
六
年
、
不
生
不
死
。
雲
は
長
空
に
散
じ
、
月
は
万
里
を
行
く
。 

(

約
翁
徳
儉

)

生
は
岫
を
出
づ
る
雲
の
如
く
、
死
は
空
を
行
く
月
に
似
た
り
。

一
念
に 

も
性
相
を
認
め
ば
、
万
劫
の
繫
驢
橛
。

(

無
文
元
遷

)

風
を
訶
し
雨
を
罵
す
、
仏
祖
も
知
ら
ず
。

一
機
瞥
転
す
、
閃
電
猶
ぉ
遅 

し
。(

南
浦
紹
明

)

教
を
毀
り
禅
を
謗
す
、
八
十
一
年
。
天
崩
れ
地
裂
け
、
火
裏
の
泉
に
没 

す
。(

永
平
義
雲

)

覿
面
当
機
、
仏
祖
気
を
呑
む
。

一
機
転
ず
る
所
、
虚
空
地
に
落
つ
。 

(

徹
翁
義
亨

)



討

論

討

議

者

本

多

正

昭

非
常
に
感
銘
深
く
お
聞
き
し
ま
し
た
。

一
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
三
点 

ほ
ど
コ
メ
ン
卜
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
第
一
点
は

「

大
乗
の
空
は
存
在
論
的
無
で
は
な
い

」

と
い
う
命 

題
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
の
側
か
ら
よ
く
ザ 

ィ
ン
、
ビ

ー

ィ
ン
グ
の
宗
教
で
、
決
し
て
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
宗
教
で
な
い 

と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
確
か
に
そ
れ
は
そ
う
で
す
け
れ 

ど
も
、
し
か
し
そ
う
言
わ
れ
る
こ
と
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が 

不
幸
な
こ
と
に
、

『

聖
書』

そ
の
も
の
よ
り
も
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
、
特
に 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
式
論
理
を
媒
介
と
す
る
才
ン
ト
ロ
ギ
！
の
体
系 

と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
、
歴
史
的
な
事
情
が
大
き
く
わ
だ 

か
ま
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
重
大
な
禍
根
を
残 

し
て
今
曰
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
発
題
者
は
空
に
つ
い
て
間
違
っ
た
考
え
方
、
本
当
の
空 

じ
ゃ
な
く
て
但
空
、
偏
空
、
空
執
、
こ
う
い
っ
た
空
の
病
を
指
摘
し
て 

お

ら

れ

るわ
け
で
す
が
。
そ
の
点
で
は
キ
リ
ス
ト
教
で
も
や
は
り
、
神 

様
は
ど
う
に
で
も
利
用
さ
れ
て
執
着
さ
れ
て
、
神
に
つ
い
て
同
じ
よ
う 

に
但
神
、
偏
神
、
神
執
、
そ
う
い
う
現
象
で
す
ね
。
神
の
病
と
言
っ
た 

ら

語
弊
が
あ
る
の
で
す
が
、
神
学
の
病
と
い
う
も
の
が
つ
き
ま
と
つ
て

き
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
有
賀
徹
太
郎
先
生
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
、 

こ
れ
は
直
接
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
哲
学
か
ら
で
は
な
く
て
、

『

旧
約』

の 

啓
示
か
ら
出
発
し
て
る
の
で
す
ね
。
存
在
論
的
な
神
学
の
病
を
克
服
し 

よ
う
と
さ
れ
た
重
要
な
試
み
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ハ
ヤ
ト
ロ 

ギ
ー
の
神
は
存
在
論
的
な
実
体
と
し
て
の
神
じ
ゃ
な
く
て
、
従
っ
て
対 

象
論
理
的
な
固
定
観
念
、
神
の
繁
縛
、
そ
う
い
う
も
の
を
許
さ
な
い
。

ま

あ「

な
り
て
な
る
神

」

と
言
い
ま
す
か
ね
。

こ
の
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ

ー

の 

立
場
を
ず
っ
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
一
脈
、
東
洋
の
空
の
思
想 

に
も
ど
こ
か
通
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク 

の
神
秘
家
た
ち
の
体
験
し
た
無
な
る
神
、
或
い
は
否
定
神
学
的
な
無
の
一 

立
場
に
も
深
く
通
じ
て
く
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で

す

か

砧 

ら
詳
細
な
検
討
が
ま
だ
必
要
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
大
乗
の
空
論
一 

と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
新
し
い
神
論
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
挑
戦
的 

な
深
い
示
唆
を
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
与
え
続
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思 

い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
に
は
方
便
説
と
真
実
説
と
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
方
便
説
と
い
う
の
は
や
は
り
凡
人
に
慰
め
を
与
え
る
よ
う
な
、
少 

し
ゆ
る
く
し
た
教
え
で
あ
っ
て
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
真
実
説
で
あ
る
と
。 

こ

う

い

う分
け
方
か
ら
比
較
し
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
も
っ
と
も
っ 

と
方
便
を
基
本
的
に
重
視
し
て
い
る
宗
教
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
神
と
人
間
と
の
仲
保
者
と
し
て
の
ィ
エ
ス
、
こ 

れ
を
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
自
体
が
真
実
が
方
便
に
受
肉
し
た
姿
と
言
え



る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
、

キ

リ

ス

ト

教
 

に
と
っ
て
方
便
説
と
い
う
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
自
体
に
関
わ 

る
重
要
な
本
質
的
契
機
を
出
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う 

ふ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

第
一
一
点
は
禅
者
の
死
生
観
で
す
が
、
こ
れ
は
理
論
編
と
実
践
編
と

1

一
 

つ
あ
り
ま
す
。ま

ず
理
論
編
とし

て

、生
死
一
如
の
立
場
で
す
が
、

並
曰 

通
は
生
と
死
は
反
対
概
念
、
水
と
油
で
相
互
否
定
、
そ
う
い
う
概
念
で 

す
け
れ
ど
も
、

「

異
質
的
な
対
立
を
や
め
て
同
質
的
な
位
置
に
な
る

」 

と
い
う
こ
と
。生

と

死

が

決

し

て
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に混

淆
す
る
と
い
う 

よ
う
な
こ
と
で
な
く
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
絶
対
的
に
自
己
自
身
の
立 

場
に
立
つ
と
い
う
意
味
で
の
同
一
性
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
あ 

た
り
、
非
常
に
深
い
刺
激
を
受
け
る
わ
け
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、 

こ
う
い
う
説
明
を
私
は
ま
だ
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
む
し
ろ
死
に
打
ち
勝
つ
と
。
死
ん
で
復
活
す
る
。 

、水
遠
の
死
、
こ
れ
が
地
獄
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま 

す
。
死
は
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
普
通
は
死
は
復
活
の
契
機
、 

前
提
と
し
て
の
み
意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
ね
。
限
り
あ 

る
死
す
べ
き
生
に
は
救
い
は
な
い
。
だ
か
ら
死
ん
で
復
活
し
て
永
遠
の 

生
命
を
受
け
る
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
れ
ま
で
説
き
続
け
て

き

ま

し
 

た
し
、
こ
れ
か
ら
も
説
き
続
け
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
こ
と
も
、
さ
き
ほ
ど
方
便
説
と
真
実
説
の
関
係
を
申
し 

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
方
便
が
真
実
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目 

し
ま
す
と
、
こ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
方
、
い
か
に
も
生
と
死
の

1

一
元
論
と
い
う
思
想
が
確
か
に
入
っ
て
き
て
い
る
。
外
来
思
想
で
す

け 

ど
入
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
お
か
つ
、
先
程
の
い
い
意
味
で
の
方 

便
説
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
て 

み
ま
す
と
、こ
う
い
う
死
か
ら
，水
遠
の
生
命
へ
と
い
う
教
え
は
必
ず
し 

も
、
道

元

が

「

生
よ
り
死
へ
移
ると

こ

こ

ろ

う

る
は
こ
れ
あ
や
ま
り
な 

り」

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
と
い
う
も
の
を
単
な
る
直
線
で 

考
え
て
い
く
、
そ
う
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
の
み
語
ら
れ
て
い
る
よ
う 

な
事
柄
で
は
な
い
。
死
と
復
活
の
同
時
性
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う 

こ
れ
を
亩

〖

実
説
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す 

が
、
そ
う
い
う
把
握
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

ニ
つ
例
を
挙
げ
ま
す
が
、

一
つ
は
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

I  

「

太
陽
の
賛
歌

」

の
終
わ
り
の
方
に
、
死
に
は
ニ
つ
あ
っ
て
、
不

幸

な
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死
と
幸
福
な
死
が
あ
る
と
。
こ
れ
は
全
然
肉
体
の
死
と
次
元
が
違
い
ま
一 

す
。
幸
福
な
死
、
こ
れ
に
第
一
の
幸
福
な
死
と
第

一

一
の
幸
福
な
死
が
あ 

る
と
。
第
一
の
幸
福
な
死
と
い
う
の
は
、
直
接
的
時
間
線
上
に
訪
れ
て 

く
る
肉
体
の
死
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
肉
体
の
死
に
先
立
っ
た
死
で
あ
り
、 

こ
れ
は
エ
ゴ
の
死
で
あ
る
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
本
当
の
自
己
陳
外
、 

不
安
の
根
源
で
あ
る
神
と
の
分
離
の
克
服
が
ヱ
ゴ
の
死
で
あ
り
ま
し
て
、 

こ
れ
を
コ
ン
ヴ
ァ

~

ジ
ョ
ン
と
言
っ
て
い
ま
す
。
人
間
は
回
心
に
よ
っ 

て
心
と
体
の
分
離
、
自
己
と
他
者
と
の
分
離
、
生
と
死
の

一

一
元
論
的
な 

分
離
の
不
安
か
ら
原
理
的
に
解
放
さ
れ
る
。
従
っ
て
死
も
根
本
的
に
は 

不
安
と
か
恐
れ
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
従
っ
て
幸
い
な
る
第 

ニ
の
死
と
い
う
の
が
、
実
は
こ
の
第
一
の
死
の
完
成
と
い
う
意
味
で
の



肉
体
の
死
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら

幸

い

な

る死
の
第

二

、
こ
の
肉
体 

の

死

を「

幸

い

な

る我
が
㈣
tt
な

る

肉
体
の
死

」

と

言
っ
て
い
ま
す
。

ィ
エ
ス
は
、1

面
で
は
明
ら
か
に
終
末
の
働
き
そ
の
も
の
が
ィ
エ
ス 

自
身
を
通
し
て
既
に
現
在
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
、 

と
八
木
さ
ん
が
紹
介
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
こ 

に
は
死
と
復
活
と
終
末
の
同
時
性
と
い
う
も

の

が

暗
示
さ
れて
い

る

よ
 

う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

「

生
死
一
如

」

と
い
う
、
こ
れ
は
禅
語
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
言
葉
を 

キ
リ
ス
ト
教
の
こ
う
い
う
立
場
か
ら
見
直
し
て
み
ま
す
と
、
生
死
一
如 

と
い
う
の
は
神
の
働
き
に
よ
っ
て
現
成
す
る
事
態
で
あ
っ
て
、
こ
う
い 

う
表
現
の
仕
方
は
、
何
と
呼
ぼ
う
と
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
は
な
い
。 

時
と
所
、
相
手
や
状
況
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
そ
の
表
現
の
仕 

方
に
よ
っ
て
は

1

見
矛
盾
す
る
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
り
得
る 

も
の
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、

一
つ
の
課
題
と
い
う
か
、
テ

ー

マ
と
い
う
か
、
禅
仏
教
の 

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
挑
戦
を
受
け
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
生
と
死
、
時
間
と 

永
遠
を
相
即
的
に
、
或
い
は
即
非
的
に
、
捉
え
直
し
て
み
る
と
い
う
こ 

と
も
、
今
後
の
重
大
な
神
学
的
課
題
で
あ
ろ
う
と
私
は
痛
感
し
て
い
る 

次
第
で
す
。

禅
者
の
死
生
観
の
そ
の
ニ
で
す
が
、
こ
れ
は
生
死
一
如
を
示
す
先
程 

の
具
体
的
な
恐
ろ
し
い
よ
う
な
事
例
で
あ
り
ま
す
。

『

伝
灯
録』

の 

「

隠
峰
倒
化

」

の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
生
死
に
縛
さ
れ
て
い
て
は
と
て 

も
こ
ん
な
芸
当
な
ど
で
き

つ
こ
な
いと
思
う
の
で
す
。そ

の

こ

とを

「

自
己
の
実
存
を
一
括
り
に
し
て
虚
空
の
中
で
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
よ 

う
な
趣
が
あ
る

」

と
い
う
ふ
う
に
西
村
さ
ん
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
虚
空
と
い
う
の
は
単
な
る
虚
無
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
の
で
す
ね
。 

キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
葉
で
読
み
込
ん
で
表
現
し
ま
す
と
、
や
は
り
そ
こ 

に
自
分
自
身
の
す
べ
て
を
承
諾
す
る
に
値
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
、 

恐
る
べ
く
も
安
ら
か
な
世
界
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
死
後
の
世 

界
の
神
な
ど
は
全
く
剥
脱
さ
れ
た
、
し
か
も
何
か
永
遠
の
い
の
ち
の
凝 

縮
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
私
は
垣
間
み
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は 

い
け
ま
せ
ん
か
。
死
後
の
世
界
も
神
も
全
く
な
い
。
し
か
し
ど
こ
ま
で 

も
隠
れ
て
い
る
知
ら
れ
ざ
る
神
、
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク 

の
伝
統
の
中
に
あ
り
ま
す
否
定
神
学
的
な
神
概
念
の
体
験
的
な
境
地
と

I  

何
か
シ

ョ

！ト
し
て
る
情
景
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
何
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か
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
後
で
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
 

第
三
に
、
二
切
の
救
済
に
絶
望
す
る
禅
者

」

と
い
う
表
現
に
つ
い 

て
で
す
が
、
こ
れ
は
四
頁
に
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
救
済
と
い
う
言
葉 

の
真
意
で
す
。
西
村
さ
ん
は
そ
の
救
済
と
い
う
こ
と
を
、
自
覚
と
い
う 

こ

と

と

は全
く
異
質
的
な
、
よ
り
低
い
次
元
の
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ 

る
の
か
、
と
も
か
く
二
者
択
一
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
一 

文
は
、
も
し
こ
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
直
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
私
は 

納
得
で
き
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
救
い
へ
の
我
執
、
救
い
に
つ
い
て
の 

我
執
、
或
い
は
幻
想
的
な
自
己
本
位
の
願
望
を
断
ち
切
る
、
こ
れ
を
絶 

望

と

。

こ

う

い

う
こ
と
で
、
禅
者
はそ
う

い

うも
の
だ
と
。そ
う

い

う
 

意
味
な
ら
、
私
は
よ
く
わ
か
る
の
で
す
け
れ
ど
。
そ
こ
に
そ
し
て
、
禅



者
の
救
済
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
救
^

へ
の
絶
望
と
い
う 

こ
と
が
単
な
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
じ
や
な
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
の
で
す 

が
、
そ
れ
が
真
の
救
済
の
自
覚
と
い
う
ふ
う
に
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
、 

言
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
質
問
で
す
。

1

般
に
は
救
済
よ
り
も
自
覚
の
方
が
よ
り
究
極
的
な
立
場
の
よ
う
に 

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
具
体
的
に
は
救
済
の
な
い
自 

覚
と
い
う
の
は
な
い
の
じ
や
な
い
か
と
。
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
相 

即
的
な
関
係
を
な
し
て
い
る
の
じ
や
な
い
か
と
。

私
は
救
済
と
自
覚
を

一

ー
者
択
一
的
に
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い
う
立
場
で 

位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
も
よ
く
納
得
で
き
な
い
。
救
済
論 

を
捨
象
し
て
自
覚
の
方
だ
け
を
偏
重
す
る
の
は
偏
覚
で
あ
っ
て
、
覚
執
、 

但
覚
、
覚
の
病
と
言
え
な
い
か
ど
う

か

と
い
う
気も

し
て
い
る
の
で
す 

け
ど
。

司

会

者(

川
村
永
子

)

西
村
先
生
の
方
か
ら
ま
ず
お
願
い
し
ま
す
。

西
村
そ
れ
よ
り
皆
さ
ん
に
や
っ
て
頂
い
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。 

司

会

者

わ

か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
ど
う
ぞ
、
ご
質
問
な
さ
い
ま
す

方
。

大

峯

遺

偈

と

い

う

こ

と

、
こ
れ
は
禅
僧
の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
す
か
ね
。 

禅
宗
の
宗
教
体
験
の
中
に
、
臨
終
の
時
に
何
か
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど 

う
し
て
も
必
要
な
の
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
お
聞
き
し
た
い
。

西

村

総

括

。
人
生
の
何
も
な
く
て

…

。
最
後
の
決
着
と
い
う
こ
と
は 

や
っ
ぱ
り
、
せ
に
や
い
か
ん
で
し
よ
う
ね
。

大
峯
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
し
よ
う
ね
。

西
村
こ
れ
は
己
事
究
明
で
す
か
ら
、
自
己
の
存
在
す
る
最
後
は
大
事 

で
す
。
と
い
う
の
は
精
神
的
な
決
着
も
大
事
で
し
よ
う
け
ど
、
肉
体
的 

に
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
問
題
で
す
か
ら
、
死
ぬ
ま
で
が
課
題
で 

す
ね
。

大

峯

そ

う

で

す

ね

。
と
い
う
の
は
、
源
信
の
浄
土
教
の
場
合
ね
、
臨 

終
作
法
が
あ
る
、

『

往
生
要
集

』

に
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
。

そ
の
後 

の
浄
土
教
、
例
え
ば
親
鸞
な
ん
か
で
は

そ

う

い

うも
の
要
ら
な
いと
い
 

う
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。
大
事
な
こ
と
は
、
決
定
的
な 

瞬
間
は
む
し
ろ
信
の
時
だ

と
言
う
。
そ

う

い

う立
場
も
あ
り
得
る
わ
け 

で
す
ね
。

西
村
そ
れ
の
ど
ち
ら
と
も
違
い
ま
す
ね
、
禅
宗
は
、
私
思
う
に
。
浄 

土
教
の
場
合
は
繫
が
り
ま
す
か
ら
、
ど
こ
か
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
意 

識
み
た
い
な
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
。
親
鸞
の
場
合
は
実
存
的
な

「

こ

こ
 

で」

の
往
生
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
。
禅
宗
は
や
っ
ぱ
り
死
ぬ
と 

い
う
こ

と

は肉
体
的
に
重
大
なこ
と

とし
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い 

ま
す
ね
。

「

眼
光
地
に
落
つ
る

」

と
い
う
。

上
田
そ
こ
は
私
も
そ
う
思
う
の
で
す
ね
。
肉
体
的
に
死
ぬ
そ
の
時
が 

や
は
り
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
。
そ
し
て
そ
の
点
で
は
、 

さ
っ
き
の
第
一
の
幸
福
な
死
、
第
二
の
幸
福
な
死
、
こ
れ
は
西
村
さ
ん 

が
書
い
た
よ
う
な
禅
の
死
の
受
け
取
り
方
と
非
常
に
よ
く
合
っ
て
る
と 

思

う
の
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
生
死
一
如
と
か
、
生
の
時
は
生
、
死
の
時 

は
死
と
い
う
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
、
本
当
に
臨
終

- 5 8 -



の
死
が
そ
こ
で
や
っ
ぱ
り
、
も
う
ひ
と
つ
新
し
く
問
題
に
な
る
。
そ
う 

い
う
ふ
う
に
見
る
か
ら
、
実
際
に
死
ぬ
時
に
、
改
め
て
自
分
の
一
生
と 

い
う
も
の
が
、
そ
こ
で
初
め
て

i

の
意
味
で
総
括
と
い
う
か
、
俺
は 

こ
う
生
き
た
、
と
ね
。

こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
最
後
の
自
覚
に
な
る
と
思
う 

の
で
す
ね
。
し
か
も
そ
れ
が
同
時
に
、
た
だ
自
分
の
た
め
に
じ
ゃ
な
く 

て
、
残
さ
れ
た
者
に
対
す
る

一

種
の
最
後
のi

み
た
い
な
も
の
で
す 

ね
。
そ
う
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
儀
式
と
し
て
、
或
い
は
作
法
で
し
ょ
う
ね
。
遺
偈 

を
作
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
文
化
の
伝
統
の
中
で 

あ
っ
て
く
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
死
ぬ
時
と
い
う
こ
と
を
ね
、
改
め
て
そ 

う
い
う
も
の
と
し
て
考
え
る
と
い
う
の
は
む
し
ろ
、
作
法
と
か
一
種
の 

儀
礼
以
前
の
経
験
の
仕
方
が
あ
る
と
、
そ
う
思
う
の
で
す
ね
。

大
峯
遺
偈
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
非
現
実
的
な
状
況
が
出
て 

き
て
も
な
お
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
。 

西

村

あ

り

ま

す

ね

。
や
れ
と
言
っ
て
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
自
ず 

か
ら
そ
う
し
て
死
に
た
い
の
で
す
。

上

田

い

や

、
そ
れ
は
で
き
る
時
に
は
す
る
し
、
で
き
な
い
時
に
は
し 

な
い
。

い
ま
の
よ
う
な
状
況
が
で
き
た
か
ら
と
言
っ
て
、
遺
偈
そ
の
も 

の
の
意
味
が
な
く
な
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
必
要
は
な
い
と
恩
う
の 

で
す
。
た
だ
自
覚
的
に
自
分
の
一
生
を
総
括
し
得
る
状
況
が
あ
る
時
に 

は
や
は
り
、
そ
う
す
る
と
い
う
こ
と
で
。

そ
し
て
、
そ
う
す
る
と
い
う
こ
と
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
意
味
は
、 

非
常
に®
^

的
な
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
自
分
が
こ
う
生
き

た
と
い
う
、
そ
う
い
う
個
性
。
自
分
の
生
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
そ 

こ
で
も
う
一
度
自
覚
し
直
す
。

西
村
そ
れ
か
ら
大
き
い
こ
と
は
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
こ
れ
で
も
う
終
わ 

り
。
死
ん
だ
ら
終
わ
り
。
何
も
な
い
。

こ
れ
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

上

田

つ

い

で

に

質

問

で

、
さ
っ
き
本
多
さ
ん
が
言
わ
れ
た
質
問
の
中 

でr

一
 

切
の
救
済
に
絶
望
し
た
禅
者

」

と
い
う
、
あ
の
問
題
で
す
ね
。

西
村
さ
ん
が
言
わ
れ
た
_

は
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
け
ど
も
、 

本
多
さ
ん
が
出
し
た
よ
う
な
形
の
問
題
に
し
た
場
合
に
、
ど
う
い
う
ふ 

う
に
西
村
さ
ん
が
答
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
け
ど
。
例
え 

ば
キ
リ
ス
ト
教
が
救
い
を
説
く

…

西
村
そ
れ
に
絶
望
し
た
と

…

上

田

そ

う

い

う®

ま
で
含
む
の
か
と
い
う

…

西

村

い

や

、
そ
ん
な
の
含
み
ま
せ
ん
。

大

案

「

私
に
と
っ
て
は
救
済
は
絶
望
だ

」

と
い
う
そ
う
い
う
立
場
は 

教
の
中
で
は
あ
り
得
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
極
楽
へ
行
か
な
け 

れ
ば
な
ら
ん
と
思
っ
て
る
の
は

i

の
安
心
じ
ゃ
な
く
て
、
地
獄
必
定 

と
思
っ
た
ら

「

地
獄
極
楽
用
事
な
し

」

と
い
う
、
そ
う
い
う
表
現
が
あ 

る
の
で
す
よ
。

西
村
ま
た
逆
に
禅
宗
の
方
で
は
異
類
中
行
と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
し 

て
、「

あ
な
た
は
死
ん
だ
ら
ど
こ
に
行
か
れ
ま
す

」

と
聞
い
た
ら
、
趙 

州

は「
私
は
地
獄
に
真
っ
先
に
行
く

」

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
れ
を
解
釈
し
て
ね
、
趙
州
さ
ん
は
偉
い
。
死
ん
で
か
ら
な
お
地
獄 

に
行
っ
て
*

ほ
を
続
け
ら
れ

る

の
だ
と
。
こ

う
解
釈
する
人
が
あ

り

ま
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す
が
、
絶
対
そ
れ
は
駄
目
で
す
ね
。
そ
ん
な
尊
大
な
こ
と
を
趙
州
は
絶 

対
に
言
っ
て
ま
せ
ん
よ
。
自
分
は
死
ん
だ
ら
畜
生
に
な
る
ほ
か
な
い
し
、 

な
り
た
い
と
。
事
実
、
死
ん
で
か
ら
山
の
下
の
お
檀
家
さ
ん
の
牛
小
屋 

へ
行
っ
て
、
こ
こ
に
マ
ン
ジ
の
印
の
穴
を
掘
れ
や
と
か
、
趙
州
は
大
体 

そ
う
い
う
や
り
方
。

こ
れ
を
私
は
救
済
の
可
能
性
な
き
絶
望
と
。

上

田

さ
っ
き
ね
、
死
ん
だ
ら
何
も
な
く
な
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ 

た
の
だ
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
も
可
能
だ 

と
思
う
の
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
例
え
ば
い
ま
趙
州
の
例
を
挙
げ
て
、
畜 

生
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
或
い
は
死
ん
だ
ら 

地
獄
に
行
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
死
ん
で
ど
う
な
る
と
い
う
こ 

と
に
つ
い
て
は
こ
う
だ
と
、

1

義
的
な
言
い
方
と
い
う
も
の
は
禅
の
場 

合
に
は
そ
れ
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の 

で
す
ね
。
だ
か
ら
死
ん
で
ど
う
な
る
と
い
う
こ
と
ま
で
含
め
て
自
分
の 

生
き
方
の
総
括
に
な
り
得
る
と
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
と
。

西

村

そ
こ
ま
で
で
す
か
ね
。

梶
山
先
生
、
シ
ュ
ー
ニ
ヤ
タ
ー
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で 

す
か
、
も
と
は
。

提

山

語
源
は
シ
ュ
ー
ニ
ヤ
タ
丨
-

U

い
う
の
は「

か
ら
っ
ぽ

」

と
い
う 

の
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
そ
の
言
葉
と
い
う
の
は
語
源
的
な
意
味
よ 

り
も
、
実
際
に
そ
の
言
葉
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
る
か
と
い
う
慣 

用
的
な
意
味
の
方
が
大
事
で
す
か
ら
、
仏
教
で
空
を
シ
ュ
ー
ニ
ヤ
タ
ー 

と
い
う
時
に
は
、
か
な
り
厳
密
に
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
空
の
意
味
で
す 

わ
ね
。
だ
か
ら
そ
れ
を
我
々
の
生
き
方
と
し
て
、
そ
の
空
と
い
う
の
を

「

仏
の
御
い
の
ち

」

と
言
お
う
と
、
或

い

は

「

あ
り
の
ま
ま
に
観
察
す 

る」

と
言
お
う
と
、
そ
れ
は
い
つ
こ
う
構
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
、 

空
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
今
ま
で
空
と
い
う
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
解 

釈
し
て
、
ど
う
い
う
反
論
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ど
う
克
服
し
て
き
た
か 

と
い
う
、
そ
こ
も
や
は
り
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
か
ん
で
す
わ
ね
。 

司
会
者
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

真
理
の
こ
と
ば(

ダ
ン
マ
パ
ダ)

実
に
心
が
統
一
さ
れ
た
な
ら
ば
、
豊
か
な
智
慧
が
生
じ
る
。
心 

が
統
一
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
豊
か
な
智
慧
が
ほ
ろ
び
る
。
生
ず
る 

こ
と
と
ほ
ろ
び
る
こ
と
と
の
二
種
の
道
を
知
っ
て
、
豊
か
な
智
慧 

が
生
ず
る
よ
ぅ
に
自
己
を
と
と
の
え
よ
。

(

二
八
ニ)

明
ら
か
な
智
慧
の
な
い
人
に
は
、
精
神
の
安
全
統
一
が
な
い
。 

精
神
の
安
定
統
一
し
て
い
な
い
人
に
は
、
明
ら
か
な

I

が
な
い
。 

精
神
の
安
定
統
一
と
明
ら
か
な
智
慧
と
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
人
こ 

そ
、

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
近
く
に
い
る
。

(

三
七
ニ)

実
に
自
己
は
自
分
の
主
で
あ
る
。
自
己
は
自
分
の
よ
る
べ
で
あ 

る
。
故
に
自
分
を
と
と
の
え
よ
。

——

商
人
が
良
い
馬
を
調
教
す 

る

よ

ぅ

に

。

(

三
八
〇)

(

中
村
元
訳
岩
波
文
庫
か
ら

)
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