
金

子

大

榮

『宗
教
的
覚
醒
』

に
つ
い
て

-
-

真
宗
と
社
会-
-

水 

島 

見 

一

は

じ

め

に

戦
後
す
で
に
六
〇
年
以
上
を
経
た
今
日
、
戦
争
そ
の
も
の
が
風
化
し
つ
つ
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
大
谷
派
教
団
の
戦
後
史 

は
、
敗
戦
後
の
混
乱
期
に
、
紛
失
あ
る
い
は
処
分
さ
れ
た
資
料
の
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

い
ま
だ
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況 

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
こ
こ
で
、
僅
か
な
り
と
も
戦
後
の
歩
み
を
検
証
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
教
団
の
戦
後
史
や
当
然
教
団
の
担
う 

べ
き
で
あ
っ
た
歴
史
的
使
命
が
、
程
な
く
過
去
に
埋
も
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
て
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
小
論
を
草
す
る
動 

機
の
一
つ
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大

谷

派

の

近

・
現
代
教
団
史
を
研
究
す
る
時
、
我
々
は
必
ず
、
清

沢

満

之

の

「自
己
と
は
何
ぞ
や
、

こ
れ
人
世
の
根
本
的 

問
題
な
り
」
と

の

命

題

に

立

脚

す

る

「
精
神
主
義
」
を
起
点
に
展
開
さ
れ
た
、

「
近
代
教
学
」

へ
の
論
及
を
避
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。 

こ
こ
に
小
論
の
も
う
一
つ
の
背
景
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
小
論
は
、

こ
の
よ
う
な
二
点
か
ら
の
大
谷
派
教
団
の
戦
後
復
興
の
精
神
性
、
宗
教
性
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
主
な
る
内
容
で 

あ
る
。
当
然
、
そ
こ
で
は
、
大
谷
派
教
団
の
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戦
争
責
任
に
つ
い
て
、
論
及
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

1



れ
は
、
敗
戦
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
中
に
あ
っ
て
、
真
宗
仏
教
者
と
し
て
、
必
死
に
真
宗
の
復
興
を
念
じ
た
、
金
子
大
榮
や
曾
我 

量
深
ら
我
々
の
先
学
の
求
道
の
地
平
へ
の
解
明
の
一
端
と
も
な
ろ
う
か
と
愚
考
す
る
者
で
あ
る
。

ー
・
敗
戦
直
後
の
大
谷
派
教
団

本
山
で
は
十
六
日
朝
礼
後
宮
谷
総
長
よ
り
全
宗
務
役
員
に
対
し
大
詔
を
拝
し
て
の
訓
示
が
な
さ
れ
た
、
上
局
も
緊
張
裡
に
鳩
首
凝
議 

を
続
け
て
ゐ
る
、
戦
後
宗
門
再
建
へ
の
道
こ
そ
ー
宗
最
大
の
関
心
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
宗
団
は
国
家
と
共
に
在
り
大
詔
か
し
こ 

み
遠
く
遙
か
な
る
荆
の
道
に
皇
国
護
持
の
一
念
た
ゆ
ま
ず
往
き
往
か
ん
の
み
。
—

中
略
—
宮
谷
総
長
も
東
上
の
た
び
に
別
院
の
ド
ラ 

ム
缶
風
呂
に
汗
を
流
し
境
内
自
作
農
園
の
菜
ツ
葉
に
舌
鼓
を
打
っ
て
ゐ
る
。
宗
務
所
は
あ
く
ま
で
落
ち
着
い
て
執
務
し
て
ゐ
る
、
法 

城
は
厳
た
れ
、
断
じ
て
国
民
の
前
に
取
乱
し
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
敗
戦
直
後
の
宮
谷
法
含
宗
務
総
長
の
覚
悟
を
報
じ
た
『中
外
日
報
』

の
記
事
で
あ
る
。
戦
後
の
教
団
再
建
を
唱
え
て
い
る
も
の 

の
、

「大
詔
」
を
拝
す
る
姿
勢
に
変
わ
り
は
な
く
、
悲
愴
感
の
中
に
も
絶
望
感
は
、
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
教

団

人

は

「法
城 

は
厳
た
れ
、
断
じ
て
国
民
の
前
に
取
乱
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
公
言
し
、
戦
後
復
興
に
向
け
て
鼓
舞
し
て
い
る
よ
う
に
、
教
団
責
任
者
と
し 

て
の
気
概
と
自
負
が
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
同
様
の
戦
後
復
興
の
自
負
は
、
た
と
え
ば
、
ハ
月
ニ
八
日
の
閣
議
で
東
久
邇
宮
首
相
が
唱
え
た
「
一
億
総
懺
悔
」
と
い
う 

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
受
け
て
書
か
れ
た
、
と

思

わ

れ

る

『中
外
日
報
』

の

社

説

「
大
懺
悔
運
動
を
」

に
お
い
て
も
、
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

反
省
と
懺
悔
は
、
君
子
菩
薩
の
道
で
あ
る
日
に
三
度
反
省
し
、
し
か
も
そ
の
身
を
持
す
る
に
、
薄
氷
を
履
む
の
謙
虚
な
る
態
度
で
な 

し
た
古
聖
の
訓
へ
は
東
洋
に
輝
い
て
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
け
だ
し
、

こ

の

「
心
」

こ
そ
ま
こ
と
に
新
日
本
建
設
に
処
す
る
国
民
の
最 

大
緊
要
事
で
あ
る
。(

中
略)

こ
の
大
戦
中
誰
れ
か
、
は
た
し
て
吾
れ
真
に
臣
道
を
実
践
し
得
た
り
と
断
言
し
得
る
も
の
幾
人
か
あ

②

る
。
真
に
天
地
に
恥
ぢ
ぬ
正
し
い
生
活
態
度
を
何
人
か
堅
持
し
得
た
か?

2



「
反
省
と
懺
悔
」

に

よ

っ

て

「新
日
本
」
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
の
懺
悔
は
、

「
戦
争
責
任
」

に
根
差 

す
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
天
皇
へ
の
懺
悔
、
あ
る
い
は
臣
民
と
し
て
ひ
た
す
ら
国
の
再
興
を
願
う
、
心
か
ら
の
懺
悔
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
同

日

の

『中
外
日
報
』

に
、
金

子

大

榮

の

「
懺
悔
の
時
、
正
に
到
れ
り
」
と
い
う
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
執
筆
を 

終
え
た
日
付
が
、
敗
戦
の
日
よ
り
わ
ず
か
五
日
後
の
ハ
月
一
ー
〇
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
一
文
は
、
敗
戦
後
の
混
迷
深
め
る
日
本
国 

民
に
向
け
て
放
た
れ
た
大
谷
派
か
ら
の
最
初
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
金
子
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
よ
う
。 

我
等
国
民
は
、
今
や
懺
悔
の
情
に
沈
ま
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
如
何
に
お
詫
び
申
上
ぐ
べ
き
か
は
、
会
ふ
人
毎
の
言
葉
で
あ
り
、
何
と 

も
申
訳
は
あ
り
ま
せ
ぬ
と
は
、
互
の
通
信
に
見
る
文
字
で
あ
る
。
洵
に
こ
れ
こ
そ
は
、
詔
を
拝
し
て
感
泣
せ
る
涙
に
洗
は
れ
出
で
し 

純
真
な
る
思
ひ
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
我
等
の
新
た
な
る
道
は
、
正
さ
に
此
の
懺
悔
の
心
よ
り
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

金

子

の

唱

え

る

「懺
悔
」
と
は
、

「
戦
争
責
任
」

に
対
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
天

皇

に

対

す

る

「
お
詫
び
」

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で 

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

大
詔
を
拝
し
て
感
知
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
常
に
国
民
の
安
泰
を
念
じ
、
世
界
の
平
和
を
願
ひ
給
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
平
和
を
願
ふ 

御
心
に
於
て
宣
戦
し
給
ひ
、
そ
の
安
泰
を
念
じ
給
ふ
聖
意
に
於
て
苦
難
に
耐
へ
よ
と
仰
せ
ら
る
る
そ
の
止
む
を
得
ざ
る
の
大
御
心
よ

④
 

り
渙
発
し
給
ふ
、
詔
こ
そ
、
我
等
の
道
と
な
り
力
と
な
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

と
説
い
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
再
び
、
天
皇
の
詔
勅
さ
え
あ
れ
ば
直
ぐ
に
ま
た
戦
争
に
行
こ
う
、
と
い
う
勢
い
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
も 

思
わ
れ
る
。

ーー・
金
子
大
榮
『宗
教
的
覚
醒
』

今

少

し

金

子

の

「
懺
悔
の
時
、
正
に
到
れ
り
」
を
窺
え
ば
、
 

さ
れ
ば
我
等
は
、
此
の
懺
悔
の
情
を
以
て
、
幾
百
万
の
戦
死
、
災
死
の
心
霊
に
合
掌
さ
せ
て
頂
か
う
。(

中
略)

思
ふ
に
広
義
の
懺
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悔
は
、
独
り
敗
者
に
の
み
あ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
世
界
各
国
、

い
づ
れ
も
平
和
を
願
は
ぬ
も
の
が
無
い
に
も
拘
ら
ず
何
故 

に
戦
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
向
後
に
来
る
べ
き
世
界
各
国
の
真
剣
な
る
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
原
子
爆
弾
が 

平
和
の
基
本
と
な
る
と
思
ふ
は
、
人
智
に
依
り
て
戦
争
を
無
く
し
得
る
と
い
ふ
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
人
間
の
知
識
は
果 

し
て
戦
を
世
界
に
絶
た
し
め
得
る
で
あ
ら
う
か
。
我
等
は
人
間
生
活
に
於
け
る
深
き
宿
業
の
懺
悔
な
し
に
は
平
和
は
あ
り
得
な
い
こ 

と
を
思
は
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。(

中
略)

一
切
の
事
態
を
柔
順
に
受
容
し
消
化
す
る
心
で
あ
る
。
虚
心
坦
懐
な
れ
。

一
点
も

⑤
 

恨
み
を
残
し
て
は
な
ら
ぬ
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
金

子

は

人

間

の

「
深
き
宿
業
の
懺
悔
」

に
立
脚
し
て
、
戦
後
日
本
の
平
和
を
願
っ
て
い
る
が
、

こ 

の
よ
う
な
視
点
は
、

そ

の

二

年

後

の

一

九

四

七(

昭
和
ニ
ニ)

年

五

月

に

出

版

さ

れ

た

『宗
教
的
覚
醒
』

に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
論
じ 

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
に
金
子
自
身
が
、

⑥
 

『宗
教
的
覚
醒
』

は
終
戦
の
記
念
で
あ
り
、
当
時
の
感
激
は
い
つ
ま
で
も
つ
く
る
こ
と
が
な
い 

と
語
る
よ
う
に
、
敗
戦
と
い
う
現
実
の
只
中
に
お
い
て
露
に
な
っ
た
、
悲
痛
な
宿
業
の
身
の
自
覚
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
仏
道
に
立
ち 

得
た
、
と
い
う
自
己
の
求
道
の
記
録
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
金
子
の
心
境
を
尋
ね
て
み
よ
う
。 

た.
ゝ
教
法
を
聞
思
す
る
よ
り
外
な
き
身
に
あ
り
て
も
、
世
を
憂
ひ
時
を
悲
し
む
心
は
と
ど
め
難
い
。
そ
の
心
は
現
下
の
国
状
を
見
て 

黙
し
て
を
れ
ぬ
も
の
あ
る
を
感
ぜ
し
む
る
。
そ
の
感
じ
が
私
を
駆
り
て
此
著
を
作
ら
し
め
た
。
そ
の
間
、
私
の
感
情
は
、
わ
が
同
胞 

に
対
し
て
或
い
は
語
ら
ん
と
し
、
ま
た
訴
へ
ん
と
も
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
結

局

は

偏

へ

に

「
真
心
に
さ
ゝ
ぐ
」
と
い
ふ
こ
と
に
帰 

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
じ
っ
と
し
て
を
れ
ぬ
と
い
ふ
心
も
、
わ
が
同
胞
の
真
心
に
聞
い
て
い
た
ヾ
き
た
い
と
い
ふ
願
ひ
に
外
な
ら
ぬ
の 

で
あ
る
。

寺
田
正
勝
が
、

『宗
教
的
覚
醒
』

を

「真
の
宗
教
的
な
覚
醒
を
日
本
民
族
に
迫
っ
た
論
著
」
と
評
し
た
よ
う
に
、

そ
こ
か
ら
我
々
は
、
 

敗
戦
直
後
か
ら
戦
後
復
興
を
念
ず
る
金
子
の
仏
者
と
し
て
の
意
欲
と
責
任
感
を
、
知
り
得
よ
う
。
金
子
は
、
戦
後
復
興
の
た
め
に
、

「教
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法
を
聞
思
す
る
よ
り
外
な
き
身
に
あ
り
て
も
、
世
を
憂
ひ
時
を
悲
し
む
心
は
と
ど
め
難
い
」
と
告
白
し
、
そ
し
て
、

一
心
に
国
民
に
対
し 

て
、

「
真
心
に
さ
ゝ
ぐ
」

こ
と
を
、

「宗
教
的
覚
醒
」

に
立
っ
て
念
じ
た
の
で
あ
る
。 

し

た

が

っ

て

『宗
教
的
覚
醒
』

の
冒
頭
に
、

今
や
わ
れ
ら
日
本
国
民
は
宗
教
に
依
り
て
の
覚
醒
を
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
事
態
は
其
の
外
に
救
は
れ
る
道
な 

し
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
こ
に
は
強
い
激
励
の
声
も
な
く
、
ま
た
熱
烈
な
る
運
動
も
起
っ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
程
ま
で 

に
国
民
は
宗
教
の
真
義
に
無
知
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
随
っ
て
、
今
日
要
求
せ
ら
れ
て
あ
る
宗
教
的
覚
醒
と
い
ふ
も
、
畢

竟

は

「無

⑨
 

宗
教
よ
り
宗
教
へ
」
と
い
ふ
こ
と
に
帰
す
る
や
う
で
あ
る
。
 

と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
に
、
戦

後

復

興

を

「
宗
教
的
覚
醒
」

に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
す
る
金
子
は
、
敗
戦
を
喫
し
た
今
こ
そ
、
宗 

教

的

に

無

知

な

日

本

国

民

の

真

に

「宗
教
的
覚
醒
」

の
時
で
あ
り
、
同

時

に

「
無
宗
教
か
ら
宗
教
へ
」

の
転
換
期
で
あ
る
、
と
訴
え
ず
に 

お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
民
の
宗
教
意
識
の
無
知
な
る
実
態
と
は
、
 

青
年
は
自
家
所
属
の
宗
派
を
知
ら
ず
、
識
者
は
無
宗
教
を
以
て
誇
と
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
敗
戦
を
機
縁
と
し
て
漸
く
恥
づ
べ 

き
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、

我
等
は
縷
々
相
当
学
識
あ
る
人
々
の
口
か
ら
墓
相
や
怨
霊
や
に
就
い
て
聞
か
さ
れ
し
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
程
ま
で
に
識
者
の
学
問 

は
其
の
人
の
精
神
生
活
に
無
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
信
仰
は
低
級
な
る
幸
福
維
持
の
た
め
、
学
問
は
当
面
の
生
活
用
具
の
た
め 

で
あ
る
こ
と
に
、
何
等
反
省
を
も
加
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
、
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
有
様
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
よ
、つ

な

「無
宗
教
よ
り
宗
教
へ
」
と
い
う
転
換
に
は
、
必
ず 

「
虚
仮
の
宗
教
よ
り
真
実
の
宗
教
へ
」
と
い
う
方
向
性
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
 

我
等
は
先
づ
以
て
敗
戦
の
現
実
は
、
神
仏
に
向
っ
て
幸
福
を
要
求
す
る
こ
と
を
不
能
な
ら
し
め
た
こ
と
に
想
ひ
到
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

5



と
言
う
よ
う
に
、
敗
戦
と
い
う

事
実
は

、
宗
教
的
に
無
知
な

日
本
人
を

、

「神
仏
に
向
っ
て

幸
福
を
要
求
す
る
」
と

い

う

「虚
仮
の
宗 

教
」
を
打
破
し
、

「
真
実
の
宗
教
」

へ
向
か
わ
し
め
る
き
っ
か
け
に
な
り
得
る
可
能
性
を
有
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
金
子
の
揺
る
が
ぬ 

確
信
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
金
子
自
身
、
敗
戦
と
い
う
事
実
に
立
っ
て
、
無
知
な
る
自
己
を
愧
じ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
叫
ん
で
い
る
。 

我
等
は
良
心
に
支
持
を
失
へ
る
の
で
あ
る
。
戦
時
に
於
て
学
徒
は
感
激
を
以
て
出
陣
し
、
青
年
は
死
を
覚
悟
し
て
戦
場
へ
の
勤
労
も 

し
た
。
国
民
の
総
べ
て
は
忠
誠
の
情
に
興
奮
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
悲
痛
の
感
も
あ
っ
た
と
は
い
へ
、
内
部
の
誇
は
能
く 

そ
れ
に
堪
へ
得
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
敗
戦
と
共
に
一
切
の
事
態
は
明
瞭
と
な
っ
た
。
我
等
は
無
知
で
あ
り
徒
労
せ
る
の
で
あ
る
。 

国
家
に
対
し
て
道
徳
で
あ
る
と
思
う
て
ゐ
た
こ
と
が
、
徒
ら
に
世
界
を
搅
乱
せ
し
こ
と
に
終
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
結
局
、
国
家
を
も 

禍
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
戦
時
と
雖
も
、

一
部
軍
官
の
横
暴
や
財
閥
の
利
欲
や
を
知
っ
て
憂
慮
も
し
、
憤
慨
も
せ
ぬ 

で
は
な
か
っ
た
。
さ
れ
ど
今
日
発
か
れ
つ
、
あ
る
程
に
罪
状
の
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
ひ
も
寄
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

戦
時
下
の
自
ら
の
無
明
性
、

つ
ま
り
、
た
と
え
ば
国
家
に
対
す
る
道
徳
で
あ
る
と
思
っ
て
出
陣
し
た
学
徒
の
死
が
、
戦
後
に
な
っ
て
み 

れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
を
攪
乱
し
、

つ
い
に
は
国
家
を
も
禍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
悔
い
て
も
悔
い
て
も
た
だ
無 

間
に
堕
す
る
し
か
な
い
自
己
の
罪
業
性
を
、
赤
裸
々
に
懺
悔
す
る
金
子
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。

そ
し
て
金
子
は
、

こ
の
よ
う
な
事
実
に
、

「
斯
く
も
罪
業
の
深
き
国
民
で
あ
る
か
」
と
悲
痛
の
叫
び
を
も
っ
て
、
戦

争

を

「
世
紀
の
大 

悲
劇
」

で
あ
る
と
受
け
止
め
、
次

の

よ

う

に

「
宗
教
的
覚
醒
」
を
高
唱
し
て
い
る
。

世
紀
の
大
悲
劇
は
、
わ
れ
一
人
を
真
実
の
道
に
入
ら
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
と
領
解
す
べ
き
で
な
い
か
。
そ
れ
は
言
語
を
絶
す
る
領 

解
で
あ
る
。
併
し
か
く
領
解
す
る
外
に
、

こ
の
世
紀
の
悲
劇
を
徹
底
し
て
解
決
し
得
る
も
の
は
な
い
。
全
体
的
覚
醒
を
待
つ
が
如
き 

は
、
畢
竟
永
久
に
未
解
決
の
ま
ゝ
終
る
こ
と
と
な
る
に
過
ぎ
ぬ
。
さ
ら
に
翻
っ
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
個
人
的
解
決
こ
そ
全
体
的
覚
醒 

の
道
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
世
紀
の
悲
劇
が
わ
れ
一
人
を
覚
醒
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
と
領
解
さ
る
ゝ
こ
と
は
、
如
何

6



に
わ
れ
一
人
の
業
障
の
深
き
か
を
思
は
し
む
る
と
共
に
、
そ
の
身
の
蒙
む
る
如
来
の
大
悲
の
無
限
な
る
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。 

金
子
は
、

「
世
紀
の
悲
劇
を
徹
底
し
て
解
決
」
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
は
敗
戦
を
機
縁
に
、

「
業
障
の
深
き
」

に

沈

む

自

己

の

「如
来
の 

大
悲
の
無
限
な
る
」

こ

と

の

実

感
を

内

容
と

す

る

「宗
教
的
覚
醒
」
を
も
っ
て
、
戦
後
復
興
を
果
た
そ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

そ

の

「宗
教
的
覚
醒
」

に
つ
い
て
、

今

日

要

求
さ
れ

つ
、
あ
る
宗
教
的
覚
醒
と
い
ふ
も
、

そ
れ
に
応
答
す
べ
き
は
、
唯
だ
心
あ
る
一
人
一
人
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
一
人 

一
人
が
、
功
労
を
用
ひ
ず
意
志
を
動
か
さ
ず
し
て
、
自
然
に
世
紀
の
暗
を
照
ら
す
光
と
な
ら
し
め
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。
燭
は
小
さ
く 

と
も
千
載
の
暗
室
を
照
ら
し
、
瞬
た
く
星
の
光
に
て
も
暗
夜
の
導
き
と
は
な
る
の
で
あ
る
。
時
代
の
苦
は
我
等
を
し
て
果
知
れ
ぬ
動 

乱
に
陥
ら
し
め
た
。
さ
れ
ど
静
か
に
耳
を
澄
せ
ば
、

こ
の
動
乱
の
中
に
各
自
を
し
て
覚
醒
せ
し
め
ん
と
す
る
喚
鐘
は
響
き
渡
り
て
を 

る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

一

人

一

人

の

「宗
教
的
覚
醒
」
、

つ

ま

り

「
個
人
的
解
決
」

が
、
た

と

え

小

さ

く

て

も

「
世
紀
の
暗
を
照
ら
す 

光
」
と

な

っ

て

「
千
載
の
暗
室
」
を
照
破
し
、
敗

戦

後

の

「暗
夜
の
導
き
」
と
な
る
、
と
唱
え
る
の
で
あ
る
。

こ

の

『宗
教
的
覚
醒
』

は
、
 

敗
戦
か
ら
二
年
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
真
髄
は
、

「
人
間
生
活
に
於
け
る
深
き
宿
業
の
懺
悔
な
し
に
は
平
和
は
あ
り
得
な 

い
」
と
訴
え
た
、

「
懺
悔
の
時
、
正
に
到
れ
り
」

に
相
通
ず
る
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
こ
に
果
た
し
て
、
ど
の
よ
う
に
戦
争
を
客
観
的
に
凝
視
し
、
戦
争
を
罪
悪
と
し
て
批
判
す
る
視
点
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。 

信
楽
峻
曆
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
金
子
の
、
敗

戦

を

機

縁

と

す

る

こ

と

で

「宗
教
的
覚
醒
」
を
得
る
と
い
う
視
点
は
、
戦
前
か
ら
ー 

貫
す
る
も
の
で
あ
り
、
た

と

え

ば

一

九

二

七(

昭
和
二)

年

に

発

表

さ

れ

た

論

文

「
世
間
善
と
出
世
間
善
」

や

「真
俗
二
諦
に
つ
い
て
」 

に
説
か
れ
る
真
俗
二
諦
説
に
つ
い
て

の
「親
鸞
に
は
俗
諦
の
説
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
の
識
見
に
、

そ
の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る' 

と
指
摘
し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、
金

子

は

清

沢

門

下

に

お

け

る

「
教
学
派
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
清
沢
の
、
 

真
宗
俗
諦
の
教
は
其
実
行
が
出
来
る
と
云
ふ
方
が
主
眼
で
は
な
く
し
て
、
其
実
行
の
出
来
さ
る
こ
と
を
感
知
せ
し
む
る
が
主
要
で
あ

7



る
か
ら
、
其
事
柄
は
決
し
て
具
に
之
を
列
挙
す
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
亦
其
事
柄
を
一
定
す
る
必
要
も
な
い
。
何
で
も
構
は
ぬ'

善 

と
云
は
る
ゝ
も
の
を
行
は
ん
と
し
て
見
る
が
よ
い
。

と
い
う
真
俗
二
諦
説
の
影
響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
信
楽
は
、

そ
う
い
う
清
沢
の
俗
諦
観
に
対
す
る
批
判
に
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
、
 

金
子
を
始
め
と
す
る
清
沢
門
下
の
教
学
者
の
社
会
性
を
指
弾
し
て
い
る
。

そ

れ

は

「
何
で
も
構
は
ぬ
」
と
い
う
が
、
た
と
え
そ
れ
が
実
践
し
が
た
い
こ
と
へ
の
感
知
の
意
味
を
も
つ
の
み
で
あ
る
と
し
て
も
、
 

は
た
し
て
真
宗
行
者
の
社
会
的
実
践
に
つ
い
て
は
、

「何
で
も
構
は
ぬ
」

の
か
。
そ
こ
に
は
信
前
、
信
後
を
含
め
て
、
何
ら
の
方
向 

性
も
生
ま
れ
て
は
こ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
の
世
俗
に
お
け
る
倫
理
道
徳
と
い
う
も
の
は
、
何
時
の
時
代
で
も
如 

何
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、

つ
ね
に
そ
こ
に
存
立
す
る
政
治
権
力
に
よ
り
、
ま
た
そ
の
社
会
体
制
に
か
か
わ
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る 

と
こ
ろ
の
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
社
会
的
な
産
物
で
あ
る
が
、
真
宗
者
は
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
批
判
的
な
視
点
を
も
た
な
く
て
も
よ

⑳

い
も
の
か
。

信
楽
は
こ
の
よ
う
に
、
我

々

の

生

き

る

現

場

で

あ

る

「
歴
史
的
社
会
的
な
産
物
」
を
批
判
す
る
眼
の
欠
落
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
ま 

た
、

『資
料
清
沢
満
之
』

の
編
集
者
も
、

「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」

に
お
い
て
、

清
沢
満
之
の
信
仰
形
成
に
お
け

る
主
題
は

「後
生
の
安
楽
」

の
獲
得
で
は
な
く
、
自

ら

の

「
煩
悶
憂
苦
」

か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と 

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
が
伝
統
的
な
教
団
教
学
へ
の
妥
協
を
排
し
、
血
み
ど
ろ
の
た
た
か
い
を
通
し
て
そ
れ
を
確
立
し
た
と 

き
、
そ
こ
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
帝
国
主
義
段
階
に
入
っ
た
近
代
天
皇
制
下
の
諸
状
況
の
無
条
件
受
容
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ

㉑

た
だ
ろ
う
か

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
信
楽
と
同
様
、
清

沢

や

そ

の

門

下

の

教

学

者

の

「
歴
史
的
社
会
的
な
産
物
」

へ
の
批
判
眼
の
欠
如
を
指
弾 

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
金
子
の
、
敗
戦
を
自
ら
の
宿
業
の
自
覚
の
機
縁
と
し
て
受
容
す
る
姿
勢
は
、
清
沢
門
下
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
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る
。
た
と
え
ば
、
高
光
大
船
は
、
敗

戦

直

後

の

一

九

四

六(

昭
和
ニ
ー)

年
一 

ー
月
に
著
し
た
「
衆
生
自
覚
に
光
あ
り
」

に
お
い
て
、
次 

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

経
に
衆
生
と
い
う
は
、
そ
こ
ら
の
民
衆
の
群
衆
の
と
い
う
多
人
数
の
総
称
で
は
な
く
、
十
方
に
飛
び
廻
っ
て
も
、
雑
多
な
仕
事
に
身 

を

投

じ

て

も

「
よ
ろ
ず
の
こ
と
皆
も
っ
て
空
事
た
わ
ご
と
誠
な
き
」
人
間
の
空
し
さ
と
浮
動
性
と
不
安
定
で
身
心
も
っ
て
自
覚
し
た 

自
分
の
他
に
、
衆
生
も
有
情
も
あ
っ
た
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
衆
生
自
覚
の
痛
感
を
こ
め
て
初
め
て
人
間
を
越
え
た
存
在
へ 

希
望
が
起
こ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
人
間
の
迷
い
と
苦
悩
の
存
続
す
る
限
り
、
た
だ
そ
の
裡
に
だ
け
仏
は
あ
り
宗
教
は
成
立
す 

る
。
宗
教
人
は
、
世
の
中
の
誰
よ
り
も
自
分
自
身
が
苦
悩
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
忘
れ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
こ 

㉒

れ
を
衆
生
自
覚
と
称
す
る
。

高

光

は

「
戦
争
中
と
い
わ
ず
敗
戦
後
と
い
わ
ず
、
世
の
中
に
は
他
人
を
責
め
る
声
と
自
分
を
主
張
す
る
声
と
で
充
満
し
て
い
る
で
は
な 

い
か
」
と
い
う
よ
う
な
人
間
世
界
に
お
い
て
、

「
人
間
の
空
し
さ
と
浮
動
性
と
不
安
定
で
身
心
も
っ
て
自
覚
し
た
自
分
」
、

つ
ま
り
、

「
世 

の
中
の
誰
よ
り
も
自
分
自
身
が
苦
悩
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
忘
れ
な
い
も
の
」
、
す

な

わ

ち

金

子

の

言

う

「如
何
に
わ
れ
一
人
の
業
障 

㉔
 

—— 

の
深
き
か
と
思
は
し
む
る
」
自

覚

を

「衆
生
自
覚
」
と
称
し
、

そ

の

自

覚

を

痛

感

す

る

こ

と

で

「
人
間
を
越
え
た
存
在
へ
希
望
が
起
こ 

る
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
さ
に
高
光
も
金
子
と
同
様
に
、
千
載
の
闇
室
の
中
に
自
己
を
覚
醒
さ
せ
ん
と
す
る
如
来
の
「
喚
鐘
」
を
聞
く
こ 

と
で
、

「
個
人
的
解
決
」
と

し

て

の

「宗
教
的
覚
醒
」
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ

の

「個
人
的
解
決
」

に
は
、
信

楽

の

指

摘

す

る

「
歴
史
的
社
会
的
な
産
物
」

に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
が
見
失
わ
れ
て
い
る 

の
を
否
め
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
戦
時
下
の
金
子
や
高
光
に
は
、

「
宗
教
的
覚
醒
」

に
直
結
す
る
機
の
自
覚
の
視
点
は
明
確
に
あ
る
。 

し
か
し
、
戦
争
な
ど
俗
諦
そ
の
も
の
の
実
相
を
見
極
め
る
視
点
を
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
、
続
い
て
彼 

ら
と
と
も
に
戦
時
下
を
歩
ん
だ
教
学
者
曾
我
量
深
の
、
敗
戦
後
に
お
け
る
言
動
の
実
際
を
確
か
め
た
い
と
思
う
。

9



三

・

敗

戦

後

の

曾

我

量

深

と

鈴

木

大

拙 

次
は
、
藤
代
聡
曆
に
よ
る
敗
戦
直
後
に
お
け
る
曾
我
量
深
か
ら
の
聞
き
取
り
で
あ
る
。 

終
戦
の
時
の
思
想
界
、
学
界
の
混
乱
は
今
で
は
遠
い
昔
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
当
時
は
あ
げ
て
右
往
左
往
し
た
。

そ
の
時 

「
私

《
曾
我
》

は
看
板
を
塗
り
か
え
る
必
要
は
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
そ

の

言

葉

は

今

も

私

《
藤
代
》

の
耳
の
底
に
残
っ
て
い
る
。 

「
精
神
が
物
量
に
負
け
た
と
い
う
が
、
物
量
を
物
量
と
見
る
精
神
に
抜
き
が
た
い
敗
因
が
あ
る
」
と
も
洩
さ
れ
た
。
食
糧
事
情
は
悪 

く
、
さ
す
が
に
あ
の
引
き
締
っ
た
顔
に
浮
腫
が
見
え
た
。
そ

れ

で

も

「
民
主
主
義
に
応
ず
る
道
」
と
い
う
講
題
を
掲
げ
て
主
体
性
は 

失
わ
れ
な
か
っ
た
。(

中
略)

明
治
の
天
皇
は
十
九
願
の
天
皇
で
、
上

の

方

か

ら

『
〃
臣
民
〃
と
呼
び
か
け
た
が
、
今
度
の
天
皇
は
何 

時
の
間
に
や
ら

我
々

の
仲
間
に
成
り
下
っ
て

「
我
々
国
民
は
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
十
方
衆
生
は
十
九
願
も
二
十
願
も
十
八
願
も
共
通 

し
て
い
る
が
、
十
九
、

二

十

願

の

十

方

衆

生

は

「
汝
等
十
方
衆
生
」

で
あ
る
。
十

八

願

の

十

方

衆

生

は

「
我
々
十
方
衆
生
」

で
あ 

る
』
と
も
教
え
ら
れ
た
。

㉖
 

曾

我

の

「
精
神
が
物
量
に
負
け
た
と
い
う
が
、
物
量
を
物
量
と
見
る
精
神
に
抜
き
が
た
い
敗
因
が
あ
る
」
と
い
う
、
そ

の

「物
量
」
を 

欧
米
の
軍
事
力
あ
る
い
は
科
学
文
明
を
指
す
も
の
と
解
す
れ
ば
、

「
精
神
」
と
は
、
戦
前
か
ら
戦
時
中
、

そ
し
て
戦
後
へ
と
激
変
す
る
社 

会
に
呑
み
こ
ま
れ
て
き
た
日
本
人
の
意
識
の
無
明
性
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

我
々
日
本
人
は
無
宗
教
の
世
界
、
無
宗
教
の
政
治
社
会
の
中
に
住
ん
で
明
治
四
十
五
年
大
正
十
五
年
、
す
で
に
昭
和
に
入
っ
て
恐
ろ 

し
い
戦
争
に
ぶ
つ
か
っ
た
、
あ
ゝ
い
ふ
戦
争
を
し
て
も
そ
れ
を
良
い
戦
争
で
あ
る
か
悪
い
戦
争
で
あ
る
か
批
判
力
が
な
い
。
唯
お
国 

の
た
め
漠
然
と
し
て
東
洋
平
和
の
た
め
と
い
ふ
名
義
の
下
に
幾
百
万
の
人
が
命
を
捧
げ
た
。
そ
し
て
戦
争
は
み
じ
め
な
敗
戦
を
以
て 

幕
を
閉
ぢ
た
。
此
の
戦
争
は
誰
か
或
る
特
種
な
指
導
者
が
あ
っ
て
指
導
さ
れ
た
の
だ
と
さ
う
い
へ
ば
さ
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
思
ふ 

け
れ
ど
、
結
局
各
自
々
々
の
責
任
で
あ
る
。
戦
争
を
正
し
く
批
判
す
る
眼
を
失
っ
て
ゐ
た
、
さ
う
い
ふ
風
に
教
育
さ
れ
て
ゐ
た
と
云
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へ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
結
局
こ
ん
な
状
態
に
な
っ
た
の
は
各
自
々
々
の
自
覚
の
不
足
に
帰
着
す
る
。 

こ

の

「
幾
百
万
の
人
」
を
捧
げ
た
戦
争
を
鑑
み
て
、

「
結
局
各
自
々
々
の
責
任
」

で
あ
り
、

「各
自
々
々
の
自
覚
の
不
足
に
帰
着
す
る
」 

と
は
、
曾
我
自
身
の
戦
争
責
任
の
表
明
で
あ
ろ
う
。
戦
争
責
任
が
、

「
特
種
な
指
導
者
」

で
あ
る
天
皇
を
中
心
と
し
た
軍
部
や
、
戦
時
教 

育
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
自
身
に
戦
争
の
善
悪
を
見
極
め
る
「
批
判
力
」
を
欠
い
た
こ
と
を
表
明
す
る
曾
我
に
は
、
金
子
や 

高
光
と
一
線
を
画
す
る
視
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

曾

我

は

「
戦
争
を
正
し
く
批
判
す
る
眼
を
失
っ
て
ゐ
た
」
と

い

う

「自
覚
の
不
足
」

の
告
白
、

つ
ま
り
機
の
深
信
に
立
っ
て
、
戦
時
下 

に
お
け
る
自
己
の
浮
動
性
を
慚
愧
し
て
い
る
。
ま
た
、

「或
る
特
種
な
指
導
者
」

や

戦

前

の

「
教
育
」

に
、
責
任
を
転
嫁
す
る
と
い
う
こ 

と
は
な
か
っ
た
。
返
っ
て
、

「
お
国
の
た
め
」
、

「東
洋
平
和
の
た
め
」
と
い
う
名
義
の
も
と
で
、

「
幾
百
万
の
人
が
命
を
捧
げ
」
た

「
み
じ 

め
な
」
戦
争
へ
の
批
判
力
を
失
っ
て
い
た
こ
と
を
、
戦
後
で
は
あ
る
が
、
衷
心
よ
り
慚
愧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
曾
我
が
、
 

お
よ
そ
三
〇
年
後
の
信
楽
か
ら
の
、
清
沢
以
来
の
歴
史
的
社
会
的
産
物
を
真
俗
二
諦
に
基
づ
い
て
、

「
何
で
も
構
わ
ぬ
」
と
受
け
容
れ
る 

姿
勢
に
対
す
る
指
弾
や
、

『資
料
清
沢
満
之
』
編
集
者
の
、
戦
争
を
無
条
件
に
受
容
す
る
と
の
批
判
に
出
遇
え
ば
、

お
そ
ら
く
曾
我
は
、
 

そ
れ
を
主
体
的
に
受
け
容
れ
た
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

「自
覚
の
不
足
」
と
の
慚
愧
心
に
、

「宗
教
的
覚
醒
」

に
通
ず
る
機
の
深
信
を 

窺
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
機
の
深
信
こ
そ
が
、
曾
我
の
戦
争
責
任
を
担
う
眼
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
に
繕
う
と
し
て
も
繕
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
悪
な
る
戦
争
に
対
す
る
批
判
の
欠
如
の
事
実
を
、

そ
し
て
自
ら
の 

意
識
の
浮
動
性
を
、
曾
我
は
敗
戦
後
に
自
己
批
判
し
て
い
る
。

「各
自
々
々
の
自
覚
の
不
足
」
と
は
、
悪
な
る
戦
争
に
付
和
雷
同
し
た
こ 

と
に
対
し
て
無
自
覚
で
あ
っ
た
、
と
い
う
自
己
へ 

の
深
き
慚
愧
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
罪
悪
深
重
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
自
身
の
凡
愚 

性
を
、
曾
我
は
慚
愧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
金
子
や
高
光
が
、
戦

後

に

お

い

て

一

心

に

「宗
教
的
覚
醒
」
を
求
め
て
〃
内
面
化
〃
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
曾
我
は
同 

様

の

「
宗
教
的
覚
醒
」

に
立
ち
つ
つ
戦
争
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金
子
や
高
光
に
は
、
自
分
自
身
の
戦
争
に
加
担
し
た
と
い
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う
自
ら
の
無
明
性
へ
の
慚
愧
は
あ
っ
た
が
、
曾

我

の

よ

う

な

「
戦
争
を
正
し
く
批
判
す
る
眼
を
失
っ
て
ゐ
た
」

こ
と
に
対
す
る
気
付
き
、
 

つ
ま
り
自
ら
の
精
神
の
戦
時
下
に
お
け
る
浮
動
性
に
対
す
る
自
覚
は
、
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
鈴
木
大
拙
は
、
戦

時

下

の

一

九

四

四(

昭
和
一
九)

年

に

『日
本
的
霊
性
』

を
発
表
し
て
い
る
が
、

そ
の
後
一
九
四
五 

(

昭
和
二
〇)

年

一

〇

月

の

「
第
二
刷
に
序
す
」

に
、
日
本
の
軍
国
主
義
下
の
国
状
に
つ
い
て
、
 

畢
竟
ず
る
に
、

日
本
人
の
世
界
観
及
人
世
観
が
深
さ
と
広
さ
と
を
欠
い
て
居
た
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
の
で
あ
る
。
ま
づ
吾
等
は
吾
等 

自
身
の
国
の
歴
史
を
科
学
的
に
研
究
し
な
か
っ
た
。
偏
狭
で
固
陋
な
国
学
者
—

科
学
も
哲
学
も
宗
教
も
解
し
得
な
い
国
学
者
の
歴
史

㉘
 

観
を
唯
一
の
も
の
と
心
得
さ
せ
ら
れ
た
。
彼
等
以
外
の
意
見
は
各
種
の
力
を
以
て
圧
伏
せ
ら
れ
窒
息
せ
ら
れ
た
。 

と
述
べ
、
続
け
て
、

㉙
 

吾
等
日
本
人
の
宗
教
意
識
な
る
も
の
が
十
分
な
発
展
を
し
て
居
な
い
と
云
ふ
と
こ
ろ
に
、
国
民
の
注
意
を
向
は
せ
た
い
。 

と
、
戦
時
下
に
さ
迷
う
国
民
に
宗
教
意
識
を
渙
発
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
仏
教
に
つ
い
て
は
、

㉚
 

仏
教
者
は
不
思
議
に
仏
教
の
根
本
義
に
徹
し
て
、
自
ら
の
使
命
に
世
界
性
を
帯
び
さ
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

と
批
判
し
、

さ
ら
に
、

近
頃
の
軍

国
主
義

の
流
行
に
つ
れ
て
は
、

又
そ
れ
と
歩
調
を
合
せ
て

、
全
体
主
義
が
ど
う

の
、
神
話
中
の
存
在
が
ど
う

の
、

「皇 

道
」
仏
道
が
ど
う
の
と
、
し
き
り
に
時
の
有
力
者
の
機
嫌
を
損
ぜ
ざ
ら
ん
こ
と
を
勉
め
た
。
そ
れ
で
仏
教
者
は
自
分
等
に
課
せ
ら
れ 

た

役

割

に

民

衆

性

・
世
界
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
忘
れ
た
。
又
兼
ね
て
本
来
仏
教
に
包
含
せ
ら
れ
て
居
る
哲
学
的
・
宗
教
的
な
も
の
、
 

霊
性
的
自
覚
と
云
ふ
も
の
を
、
日
本
的
宗
教
意
識
の
中
か
ら
呼
び
覚
ま
す
こ
と
を
懈
た
っ
た
。
そ

れ

で

仏

教

は

「
日
本
的
」

に
な
っ

㉛
 

た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
日
本
的
霊
性
な
る
も
の
は
後
退
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
 

と
、
仏
教
者
の
無
明
性
を
指
弾
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

日
本
崩
潰
の
重
大
原
因
は
、
吾
等
の
何
れ
も
が
実
に
日
本
的
霊
性
自
覚
に
欠
如
し
て
居
る
と
云
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
、
自
分
は
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信
ず
る
。

と
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鈴
木
は
、
戦
時
下
の
仏
教
者
の
浮
き
草
の
如
き
精
神
性
を
指
弾
し
て
お
り
、
当
然
そ
れ
は
、
曾
我 

や
金
子
、
高
光
へ
の
批
判
に
も
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

実
際
、
鈴
木
は
、
戦

後

復

興

を

「
日
本
的
霊
性
」
、

つ

ま

り

「宗
教
的
覚
醒
」

に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
し
、
戦
時
下 

に

『日
本
的
霊
性
』
を
発
表
し
、
敗

戦

直

後

の

「第
二
刷
に
序
す
」

に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
戦
争
そ
の
も
の
に
対
す
る
透
徹
し
た
批
判
眼 

の
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
鈴
木
の
見
識
に
、
金
子
や
高
光
、
ま
た
戦
時
下
の
自
ら
の
意
識
を
批
判
す
る
曾
我
を
も
合
わ 

せ
て
照
ら
せ
ば
、
彼
ら
は
、
た

と

え

「宗
教
的
覚
醒
」

に
立
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
鈴

木

の

指

摘

す

る

「
国
の
歴
史
を
科
学
的
に
研
究
し 

な
か
っ
た
」
と
い
う
指
摘
や
、

「
み
ず
か
ら
の
使
命
に
世
界
性
を
帯
び
さ
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
」
、
あ

る

い

は

「自
分
ら
に
課
せ
ら
れ
た 

役

割

に

民

衆

性

・
世
界
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
忘
れ
た
」
、
ま

た

「
霊
性
的
自
覚
と
い
う
も
の
を
、

日
本
的
宗
教
意
識
の
中
か
ら
呼
び
覚 

ま
す
こ
と
を
懈
た
っ
た
」
、
と
い
う
批
判
を
、
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
・
宗
教
的
覚
醒
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
の
論
考
を
ま
と
め
れ
ば
、
曾
我
や
金
子
ま
た
高
光
に
は
、
戦
争
を
機
縁
と
す

る
宿
業
の
自
覚
に
よ
る
「宗
教
的
覚
醒
」
は
あ 

る
が
、
同
時
に
宗
門
の
教
学
を
担
い
苦
渋
の
う
ち
に
戦
争
に
協
力
し
て
い
る
。
ま
た
戦
後
に
は
、
同

じ

「宗
教
的
覚
醒
」

に
立
っ
て
、
衷 

心
よ
り
戦
後
復
興
を
思
念
し
て
い
る
。
特
に
曾
我
は
、
戦
争
に
協
力
し
た
自
分
自
身
の
不
明
を
慚
愧
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
い
ず 

れ
も
が
、

一
刻
一
刻
、
自
ら
の
宿
業
に
懺
悔
し
つ
つ
、
直
ハ
宗
の
再
興
を
念
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
曾
我
は
、
あ
の
玉
音
放
送
を
聞
い
て
、
機

の

深

信

に

徹

し

て

「
私
は
看
板
を
塗
り
か
え
る
必
要
は
な
い
」
と
言
い
切
っ
た 

が
、
そ

の

曾

我

の

言

う

「看
板
」
と
は
、
時
代
業
の
只
中
を
生
き
る
自
己
の
罪
業
性
の
深
信
を
内
実
と
す
る
「宗
教
的
覚
醒
」

の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の

は
、

ー、
あ
る
い
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性
と
不
安
定
」

の

自

覚

で

あ

る

「
衆
生
自
覚
」

に
も
、
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
に
は
、
今

村

仁

司

の

「
目

覚

め

の

経

験

と

宗

教

的

「
倫
理
」
は

「全
責
任
」(

対
有
限
者)

と

「無
責
任
」(

対
無
限
者)

を 

同
時
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
視
座
が
、
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今

村

の

言

う

「
無
責
任
」
と
は
、
 

ど
こ
ま
で
も
時
代
業
に
動
か
さ
れ
て
き
た
自
己
の
「
宗
教
的
覚
醒
」

で
あ
り
、
そ

の

「宗
教
的
覚
醒
」

に

お

い

て

即

時

に

「
十
方
衆
生
」 

と
共
な
る
一
如
の
世
界
に
立
つ
こ
と
で
、
社

会

に

対

す

る

「全
責
任
」
が
果
た
さ
れ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
曾 

我
の
い
う

塗

り

か
え

る

必

要

の
な

い

「看
板
」

の
本
質
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、
敗
戦
後
の
曾
我
や
金
子
、
高
光
に
は
、
そ

れ

ぞ

れ

の

「無
責
任
」

の

自

覚

に

立

っ

て

の

「全
責
任
」

の
実
践
が
あ
っ
た
と
考 

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
は
、
戦
後
復
興
を
願
う
熱
烈
な
意
識
は
共
通
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
意
識
の
至
奥
に
は
、
親
鸞
以
来 

脈
々
と
伝
統
し
て
い
る
、
宿
業
の
自
覚
を
内
実
と
す
る
、
機
の
自
覚
が
あ
っ
た
。
機
の
自
覚
と
は
、
親
鸞
の
求
道
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ 

が
近
代
に
お
い
て
、
清

沢

の

求

道
主
体
に
よ
る
不
惜
身
命
の
「仏
道
」
実
践
と
し
て
、
明
確
に
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
そ
の 

清
沢
の
教
え
を
受
け
た
彼
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
戦
後
社
会
の
荒
廃
の
中
か
ら
の
信
仰
回
復
運
動
で
あ
る
真
人
社
運
動
と
同
朋
会
運
動
を 

興
し
た
の
で
あ
る
。

こ

こ

に

「無
責
任
」(

宗
教
的
覚
醒)

の

躍

動

と

「全
責
任
」

の
実
践
を
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

だ
が
、
彼
ら
に
は
、

「全
責
任
」

の
基
本
と
も
言
う
べ
き
歴
史
的
社
会
的
産
物
に
対
す
る
認
識
と
批
判
の
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す 

で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
我
々
は
、
真
人
社
運
動
か
ら
同
朋
会
運
動
を
支
え
て
き
た
人
々
に
よ
る
、
社
会
的
配
慮
を
欠
い
た
差
別
発
言
が
繰
り
返
さ
れ 

た
、
と
い
う
事
実
を
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
、

「全
責
任
」

の
実
践
と
は
、
我
々
の
機
の
深
信
に
基
づ
く
、
十
方
衆
生 

に
開
か
れ
た
休
止
す
る
こ
と
の
な
い
不
断
の
営
み
が
根
底
に
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
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五

・

「
全

責

任

」

実

践

の

地

平 

こ
こ
で
、
敗
戦
後
の
思
想
界
を
苦
悩
を
懐
い
て
生
き
た
思
想
家
の
一
人
田
辺
元
の
、
戦
争
に
対
す
る
見
解
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
田 

辺
は
、

「
政
府
の
忌
諱
に
触
」

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政

府

に

対

し

て

「
直
言
」

し

て

「
政
府
を
反
省
せ
し
む
べ
き
」
と
い
う
立
場
に
っ 

い
て
、た

ヾ
沈
黙
す
る
の
は
国
家
に
対
す
る
不
忠
実
で
は
な
い
か
ヽ
と
い
ふ
念
慮
と
、
他
方
に
於
て
は
、
平
時
な
ら
ば
当
然
な
る
斯
か
る
行 

動
も
、
戦
時
敵
前
に
国
内
思
想
の
分
裂
を
暴
露
す
る
恐
あ
る
以
上
は
、
許
さ
る
べ
き
で
な
い
と
い
ふ
自
制
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
、
何 

れ
に
も
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
苦
し
み
で
あ
っ
た
。

と
苦
し
い
胸
の
内
を
明
か
し
て
い
る
。

「
国
家
思
想
の
分
裂
を
暴
露
す
る
恐
」

の
た
め
、
戦
時
下
を
発
言
を
控
え
て
や
り
過
ご
し
た
こ
と 

へ
の
田
辺
の
懺
悔
で
あ
る
。
そ
し
て
、

此
絶
体
絶
命
の
境
地
に
落
込
ん
で
自
ら
を
放
棄
し
た
私
の
懺
悔
は
、
意
外
に
も
私
を
向
け
変
へ
、
今
や
他
を
導
き
他
を
正
す
な
ど
と 

い
ふ
事
は
全
く
私
に
と
っ
て
問
題
と
は
な
ら
ぬ
ヽ
自
己
の
正
し
き
行
動
さ
へ
も
自
由
に
任
せ
ぬ
私
な
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
先
づ
飽 

く
ま
で
懺
悔
し
て
素
直
に
私
自
身
を
直
視
し
、
外
一
切
に
向
ふ
眼
を
内
に
転
じ
て
、
自
己
の
無
力
不
自
由
を
徹
底
的
に
見
極
め
よ
う
、

@
 

こ
れ
こ
そ
今
ま
で
の
哲
学
に
代
る
私
の
仕
事
で
は
な
い
か
ヽ
と
い
ふ
新
し
き
決
意
に
達
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。 

と
述
べ
て
、

「外
一
切
に
向
ふ
眼
を
内
に
転
じ
て
」
懺
悔
し
よ
う
と
訴
え
、
終
に
次
の
よ
う
に
唱
え
て
い
る
。 

私
は
此
数
年
来
軍
部
を
始
め
支
配
階
級
が
国
民
を
愚
に
し
て
理
性
を
抑
へ
、
道
理
を
無
視
し
て
極
度
に
非
合
理
な
る
政
策
を
強
行
し
、
 

其
極
国
際
道
義
に
背
馳
し
て
国
の
信
義
を
失
墜
せ
し
め
た
こ
と
に
対
し
、
極
度
に
憤
慨
を
感
ず
る
こ
と
勿
論
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る 

が
、
併
し
そ
の
責
任
は
単
に
そ
れ
を
敢
て
し
た
特
殊
の
部
面
に
の
み
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
、
窮
極
に
於
て
は
之
を
抑
へ
得
な
か
っ 

た
国
民
の
全
部
が
負
ふ
べ
き
連
帯
責
任
で
あ
り
、
就
中
政
治
と
思
想
と
に
於
け
る
指
揮
層
が
、
直
接
当
事
者
に
次
い
で
最
も
大
な
る
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責
任
を
負
ふ
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
痛
感
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

い
は
ゆ
る
知
識
人
の
傍
観
者
的
態
度
と
い
ふ
も
の
が
決
し
て
承
認 

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
、
我
々
は
畢
竟
連
帯
的
な
の
で
あ
る
と
い
ふ
信
念
は
、
強
く
私
を
支
配
し
た
。
此
連
帯
観
に
立
脚
す
る
な 

ら
ば
、
懺
悔
道
は
何
人
に
と
っ
て
も
何
時
に
於
て
も
必
然
に
要
求
せ
ら
れ
る
も
の
な
る
こ
と
疑
問
の
余
地
は
な
い
筈
で
あ
る
。 

「
国
民
の
全
部
が
負
ふ
べ
き
連
帯
責
任
」
と
い
う
懺
悔
道
の
訴
え
、

つ
ま
り
個
人
責
任
に
お
け
る
懺
悔
道
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
田 

辺
の
視
点
に
、
我
々
は
苦
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
金
子
や
高
光
、

そ
し
て
曾
我
の
よ
う
な
機
の
自
覚
に
ま
で
徹
底
す
る
懺
悔
が
田
辺
に
は 

窺
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「全
責
任
」

へ
の
思
念
も
不
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

我
々
は
、

こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
信
楽
の
清
沢
門
下
に
対
す
る
歴
史
的
社
会
的
現
実
を
批
判
す
る
視
点
の
欠
如
と
い
う
指
弾
に
、
耳
を 

傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
信
楽
の
指
摘
は
、
清
沢
門
下
の
機
の
深
信
に
徹
す
る
宗
教
的
信
念
に
社
会
性
が
欠
如
し
て 

い
る
、
と
い
う
よ
う
な
大
雑
把
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
清
沢
門
下
を
中
核
と
す
る
大
谷
派
教
団
の
唱
え
る
信
仰
回
復
運
動
に
即
し
た 

社
会
倫
理
の
実
践
、
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
的
社
会
的
産
物
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
る
、
現
実
に
有
効
な
社
会
倫
理
体
系
の
確
立
、
鈴
木
で 

言

え

ば

「
国
の
歴
史
を
科
学
的
に
研
究
す
る
」

よ
う
な
批
判
眼
を
有
す
る
教
団
の
確
立
を
願
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
社
会
的
現
実
へ
の
批
判
眼
が
欠
落
す
れ
ば
、
如
何
に
機
の
自
覚
を
訴
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
、

「全

責

任
(

対 

有
限
者)

と

無

責

任
(

対
無
限
者)

を
同
時
的
に
引
き
受
け
る
」
と
い
う
、
そ

の

「全
責
任
」

の
部
分
を
切
り
落
と
す
こ
と
に
な
り
、
如 

来

本

願

の

「
十
方
衆
生
」

へ
の
広
が
り
、
清

沢

の

「
万
物
一
体
」

の
世
界
観
、
あ

る

い

は

曾

我

の

「依
正
二
報
は
一
体
丕
ー
」

の
知
見
、
 

つ

ま

り

「全
責
任
」
実
践
の
地
平
が
歪
む
の
で
な
か
ろ
う
か
。

そ

の

「全
責
任
」
遂
行
の
地
平
に
つ
い
て
、
曾
我
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

我
々
が
こ
の
機
の
深
信
と
い
ふ
こ
と
に
依
て
、
そ
こ
に
法
蔵
菩
薩
を
感
知
す
る
。
法
蔵
菩
薩
の
親
様
の
心
、
親
様
そ
の
も
の
を
感
知 

す
る
感
で
あ
る
。
本
当
に
、
大
体
こ
の
宿
業
の
自
覚
、

つ

ま

り

「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
常
に
没
し
常
に
流
転
し 

て
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
は
、
さ
う
い
ふ
身
で
あ
る
と
思
ひ
知
る
と
い
ふ
の
は
、
私
は
、
親
様
が
一
切
衆
生
の
罪
と
悩
み
と
、
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そ
れ
を
あ
な
た
一
身
に
荷
っ
て
、

そ
し
て
現
れ
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。

こ
れ
は
我
が
罪
、

こ
れ
は
汝
の
罪
と
、
 

罪
を
分
担
し
責
任
を
分
担
し
て
、

こ
れ
は
汝
が
責
任
、

こ
れ
は
わ
が
責
任
と
分
担
し
て
、
何
と
か
し
て
自
分
の
責
任
を
軽
く
し
重
い 

方
を
他
人
に
荷
は
せ
る
。

こ
れ
は
人
間
の
我
の
心
で
あ
る
。(

中
略)

宿
業
と
は
や
は
り
血
の
続
き
を
感
ず
る
。
血
が
続
い
て
ゐ
る 

と
い
う
て
、
外
国
人
と
自
分
と
は
血
が
続
い
て
ゐ
る
訳
で
は
な
い
。
又
同
じ
民
族
で
も
血
が
続
い
て
ゐ
る
と
い
っ
て
も
殆
ん
ど
無
に 

近
い
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
血
と
は
生
き
た
人
間
ば
か
り
に
血
が
続
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
山
河
大
地
み
な
で
あ
る
。
血
の
も 

と
は
山
河
大
地
、
土
で
あ
り
国
土
で
あ
る
。

機
の
自
覚
、

つ

ま

り

「無
責
任
」

の
自
覚
と
は
、
決
し
て
個
人
的
な
信
獲
得
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
一
切
衆
生
の
す
べ 

て
の
罪
と
す
べ
て
の
責
任
を
一
身
に
担
う
、
法
蔵
菩
薩
の
自
覚
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
機
の
自
覚
に
は
、
有
情
の
み
な
ら 

ず

山

河

大

地

の

一

切

の

「全
責
任
」
荷
負
の
地
平
が
開
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「
依
正
二
報
は
一
体
不
二
」

に
つ
い
て
も
、

我
々
は
民
族
と
か
何
か
と
い
っ
て
人
間
だ
け
が
血
が
続
い
て
ゐ
る
と
思
ふ
が
、
仏
法
で
は
依
報
正
報
と
い
ひ
、
国
土
を
以
て
依
報
と 

い
ふ
。
有
情
を
正
報
と
い
ひ
山
河
大
地
を
以
て
依
報
と
い
ふ
。
依

報

・
正
報
は
一
つ
で
あ
る
。
我
々
一
人
々
々
が
正
報
と
共
に
依
報 

を
感
ず
る
。
仏
法
で
は
国
土
を
産
む
と
い
は
ず
、
国
土
を
感
ず
る
と
い
ふ
。
我
々
は
自
分
が
生
れ
る
と
き
に
、
自
己
と
共
に
山
河
大 

地
全
体
を
感
ず
る
。
業
の
世
界
で
は
各
人
々
々
関
係
し
て
ゐ
て
、
自
分
だ
け
孤
立
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
凡
ゆ
る
有
情
、
有
情 

の
み
な
ら
ず
世
界
全
体
が
互
に
感
応
し
て
い
る
。

と
述
べ
て
、
宿
業
の
自
覚
に
お
い
て
、
我
々
は
有
情
の
み
な
ら
ず
、
世
界
全
体
と
感
応
す
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
実
に
、
宿
業
の
自
覚
、
 

機
の
深
信
と
は
、
本
質
的
に
十
方
衆
生
の
痛
み
を
我
が
痛
み
と
す
る
「全
責
任
」

の
自
覚
、

つ
ま
り
歴
史
的
社
会
的
現
実
に
対
す
る
批
判 

眼
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
次
の
よ
う
な
末
木
文
美
士
の
警
告
に
、
着
目
し
た
い
。
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倫
理
道
徳
を
説
く
が
た
め
に
、
そ
も
そ
も
そ
の
社
会
倫
理
で
と
ら
え
き
れ
な
い
何
か
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
か
え
っ
て
危
険 

な
こ
と
で
あ
る
。
倫

理

が

「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
よ
り
大 

き
な
問
題
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
こ
そ
も
っ
と
深
く
追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
清 

沢
が
真
向
か
っ
た
如
来
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
次
元
で
出
会
わ
れ
る
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
超
え
た
他
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

清
沢
出
現
の
歴
史
的
意
義
が
、
倫
理
道
徳
体
系
の
確
立
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
如
来 

と
の
出
遇
い
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
末
木
は
訴
え
て
い
る
。

「
人
の
間
」

に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
と
は
、

そ
れ
は
宿
業
に
生
き
ざ
る
を
得 

な
い
人
間
存
在
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
人
間
存
在
を
照
ら
す
如
来
の
智
慧
で
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
清
沢
の
さ
ま 

ざ
ま
な
発
言
は
、

「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
宿
業
存
在
で
あ
る
人
間
の
、

そ
の
人
間
の
生
き
る
現
実
社
会
の
立
脚
地 

の
顕
開
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
如
来
の
出
遇
い
を
見
失
え
ば
、
清
沢
出
現
の
歴
史
的
意
義
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
言 

え
ば
、
我

々

の

「全
責
任
」
を
実
践
す
る
地
平
が
不
明
確
に
な
る
。

人
間
は
本
来
的
に
、

「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
に
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
社
会
倫
理
体
系
を
確
立
し
よ
う
と 

思
え
ば
、

そ
れ
は
必
ず
、

「
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
超
え
た
他
者
」

の
次
元
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
如
来
の
次
元
で
の 

社
会
倫
理
体
系
の
確
立
、

つ

ま

り

「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
末
木
は
、

「
も
っ
と
深
く 

追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

清
沢
を
嘴
矢
と
す
る
近
代
教
学
は
、
機
の
自
覚
が
基
軸
で
あ
っ
た
。
機
の
自
覚
と
は
、
我
々
の
社
会
的
責
任
を
荷
負
す
る
意
識
が
、
た 

と
え
ば
金
子
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
如

何

に

努

力

し
て

も

最

終

的

に

「
無
責
任
」

に
帰
す
る
と
い
う
慚
愧
で
あ
り
、

そ
う
い
う
人
間 

の

根

源

的

な

「無
責
任
」

の

自

覚

に

お

い
て

金

子

の

『宗
教
的
覚
醒
』

が
著
さ
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
、
我

々

は

「無
責
任
」

の
自
覚
に 

お

い

て

始

め

て

「全
責
任
」
実
践
の
地
平
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
娑
婆
に
お
い
て
、
罪
悪
深
重
の
機
が
、

「
全
責
任
」(

歴
史 

的
社
会
的
責
任)

を
果
た
す
こ
と
は
、
自
力
無
効
を
説
く
仏
教
の
教
説
か
ら
し
て
、

「
人
の
間
」

の

ル

ー

ル
を

越
え

た

如

来

本

願

に

「全
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責
任
」

の
立
場
を
定
め
る
こ
と
で
な
か
ろ
う
か
。

そ

う

い

う

「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
我
々
の
限
界
を
、
清
沢
は 

「
無
限
大
悲
が
吾
人
の
精
神
上
に
現
じ
て
、
介
抱
を
命
じ
た
ま
は
、ゝ
、
吾
人
は
之
を
介
抱
し
、
通
過
を
命
じ
た
ま
は.
ゝ
、
吾
人
之
を
通
過 

す
る
な
り
」
と
い
う
、

「
「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
」

に
収
ま
り
切
ら
な
い
言
葉
で
表
現
し
、
我

々

に

「全
責
任
」
実

践

の

地

平

で

あ

る

「宗 

教
的
覚
醒
」
を
訴
え
た
、
と
了
解
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
機

の

自

覚

に

よ

っ
て

開

か

れ

る

「宗
教
的
覚
醒
」
は
、
我
々
の
本
願
力
に
よ
っ
て
立
ち
上
が
る
地
平
で
あ
り
、
そ
れ
は
本 

来
的
に
批
判
眼
を
具
す
る
地
平
で
あ
り
、
そ
の
地
平
に
立
っ
て
、
我

々

は

「
人
の
間
」

の
ル
ー
ル
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
こ 

の
地
平
を
、

「
浄
土
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
浄
土
に
立
つ
社
会
倫
理
体
系
の
確
立
と
実
践
こ
そ
、
今
最
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か 

ろ
う
か
。

六

ま

と

め

次
の
文
章
は
、

一

九

七

〇(

昭
和
四
五)

年

に

曾

我

に

よ

っ

て

引

き

起

こ

さ

れ

た

『中
道
』
誌
差
別
事
件
に
関
す
る
、
曾
我
自
身
の 

「
表
白
」

の
一
節
で
あ
る
。

私
が
そ
ん
な
差
別
的
言
辞
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
自
分
が
機
の
深
信
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
曝
露
し
た
お
恥
し
い
こ
と
で
あ
り
ま 

す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
或
る
程
度
ま
で
は
自
分
に
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、

口
先
だ
け
の
説
法
に
な
っ
て
い
て
自
分
の
生
活
に
な
っ 

て
い
な
い
こ
と
を
曝
露
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
ま
こ
と
に
お
恥
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
私
一
人
が
社
会
に
負
う
べ
き
全
責
任
で 

〇

あ
り
ま
す
。

曾
我
の
こ
の
よ
う
な
機
の
深
信
の
欠
如
を
慚
愧
す
る
姿
勢
は
、
ま

さ

に

「
宗
教
的
覚
醒
」

の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て. 

機
の
深
信
を
機
軸
と
す
る
近
代
教
学
は
、
曾

我

の

「
私
一
人
が
全
社
会
に
負
う
べ
き
責
任
で
あ
り
ま
す
」
と
の
表
白
の
と
お
り
、
我
々
に 

歴

史

的

社

会

的

現

実

に

対

す

る

「全
責
任
」
を
担
う
場
と
し
て
の
浄
土
の
開
顕
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
浄
土
へ
の
開
け
を
有
す
る
機
の
深
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信
の
実
践
こ
そ
、
真
宗
者
の
歴
史
的
社
会
的
現
実
に
対
す
る
批
判
の
実
行
と
責
任
荷
負
の
姿
勢
で
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
我
々
の
な 

す
べ
き
こ
と
は
、
ど

こ

ま

で

「
無
責
任
」

の
自
覚
を
内
容
と
す
る
機
の
深
信
の
連
続
無
窮
の
実
践
に
よ
る
浄
土
の
開
顕
と
、
そ
の
浄
土
に 

根

を

張

る

「全
責
任
」

の
意
識
を
い
た
だ
い
て
の
批
判
の
実
践
で
あ
る
。

註
① 

「雑
記
帳
」
『中
外
日
報
』

一
九
四
五(

昭
和
二
〇)

年
ハ
月
一
七
日

② 

「大
懺
悔
運
動
を
」
『中
外
日
報
』

一
九
四
五(

昭
和
二
〇)

年
ハ
月
二
八
日

③
 

「懺
悔
の
時
、
正
に
到
れ
り
」(

上)

『中
外
日
報
』

一
九
四
五(

昭
和
二
〇)

年
ハ
月
二
八
日

④ 

同

⑤ 

同

⑥
 

「あ
と
が
き
」
『金
子
大
榮
著
作
集
』
春
秋
社 

別
巻
四
、
四
六
五
頁(

一
九
ハ
五(

昭
和
六
〇)

年)

⑦
 

「解
説
」(

寺
田
正
勝)

同
四
六
四
頁

⑧ 

同

⑨ 

「宗
教
的
覚
醒
」
同
一 

ー
頁(

執
筆
は
一
九
四
七(

昭
和
ニ
ニ)

年
五
月)

⑩ 

同

⑪

同
一
ー
頁
〜
ー
ニ
頁

⑫

同
一
ニ
頁

⑬

同
一
四
頁

⑭

同
一
五
頁

⑮

同

⑯

同
一
九
頁

⑰

同
一
九
〜
二
〇
頁
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⑱

「近
代
真
宗
教
学
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
の
諸
説
」(

信
楽
峻
磨)

『近
代
真
宗
思
想
史
研
究
』
法
蔵
館 

二
六
〜
三
二
頁(

取
意)
(

一
九
ハ
ハ 

(

昭
和
六
三)

年
六
月)

⑲
 

『清
沢
満
之
全
集
』
岩
波
書
店 

六
巻
一
五
五
〜
一
五
六
頁

⑳
 

「近
代
真
宗
教
学
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
の
諸
説
」(

信
楽
峻
磨)

『近
代
真
宗
思
想
史
研
究
』
ハ
五
頁

㉑
 

「刊
行
に
あ
た
っ
て
」
『資
料
清
沢
満
之
』
同
朋
舎
出
版
五
頁(

一
九
九
一(

平
成
三)

年
三
月)

㉒
 

「衆
生
自
覚
に
光
あ
り
」(

一
九
四
六(

昭
和
ニ
ー)

年
一 

ー
月
『遇
光
』)

『高
光
大
船
の
世
界
』
法
蔵
館
一
巻
ニ
ー
〇
頁

㉓

同
一
ニ
ニ
頁

㉔

同
一
ー
ー
〇
頁

㉕
 

「終
戦
の
頃
の
先
生
」
藤
代
聡
磨
『教
化
研
究
』
六

六

号(

一
九
七
ー(

昭
和
四
六)

年
ー 

ー
月)

㉖
 

こ
の
一
文
に
つ
い
て
、
私

は

「精
神
が
物
量
に
負
け
た
と
い
う
が
、
物
量
を
物
量
と
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
に
抜
き
が
た
い
敗
因
が
あ
る
」
 

(

波
線
箇
所
は
筆
者
が
挿
入)

と
、
波
線
部
分
を
補
っ
て
解
釈
し
た
。

㉗

「蓮
如
教
学
の
課
題
」(

『遇
光
』

一
九
四
ハ(

昭
和
二
三)

年
一 

ー
月)

二
本
願
成
就
」
『曾
我
量
深
講
義
集
』
弥
生
書
房 

第
一
巻
一
九
六
〜
ー 

九
七
頁

㉘

「第
二
刷
に
序
す
」
『鈴
木
大
拙
全
集
』
岩
波
書
店 

第
八
巻
五
頁(

一
九
六
八(

昭
和
四
三
年
七
月)

㉙

同

六

頁

㉚

同

㉛

同

七

頁

㉒

同

㉓
 

鈴

木

は

「新
版
に
序
す
」
で
次
の
よ
う
に
戦
時
下
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
「此
書
は
昭
和
十
九
年
の
初
め
に
書
か
れ
て
、
其
夏
出
版
せ
ら
れ
た
も
の 

で
あ
る
。
そ
の
頃
は
戦
争
最
中
な
の
で
、
何
か
云
ふ
と
、
裏
の
岩
穴
に
逃
げ
込
ん
で
、
落
ち
る
か
も
知
れ
ぬ
爆
弾
や
焼
夷
弾
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。
 

(

中
略)

そ
れ
か
ら
其
頃
は
軍
閥
の
圧
力
で
む
や
み
に
押
へ
つ
け
ら
れ
て
居
た
の
で
、
こ
れ
で
は
な
ら
ぬ
、
日
本
の
将
来
は
そ
の
や
う
な
も
の
で
あ 

っ
て
は
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
。
そ
れ
か
ら
軍
閥
の
背
後
に
あ
っ
た
思
想
—
即
ち
国
家
主
義
・
全
体
主
義
・
国
家
神
道
な
ど
云
ふ
も
の
、
こ
れ
は
わ
が
国
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⑪⑩@ @) @⑭⑬⑫
の
こ
れ
か
ら
の
依
っ
て
立
つ
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
と
の
感
じ
も
強
く
出
た
。
そ
れ
や
こ
れ
や
の
考
か
ら
、
日
本
的
霊
性
な
る
も
の
を
見
つ
け 

て
、
そ
れ
で
世
界
に
お
け
る
日
本
の
真
の
姿
を
映
し
出
す
こ
と
の
必
要
を
痛
感
し
た
。
」(

同
九
頁) 

『清
沢
満
之
と
哲
学
』
今
村
仁
司
、
岩

波

書

店

一

三

九

頁(

二
〇
〇
四(

平
成
一
六)

年
三
月) 

一
九
六
七
年-

訓
覇
内
局
時
代
に
は
難
波
別
院
輪
番
差
別
事
件
、

一
九
七
〇
年-

曾
我
量
深
に
よ
る
『中
道
』
誌
差
別
事
件
、

一
九
ハ
四
年-

古 

賀
内
局
時
代
に
は
董
理
院
董
理
差
別
発
言
事
件
や
元
教
学
担
当
参
務
差
別
発
言
事
件
、

一
九
八
九
年
一
訓
覇
の
同
朋
会
全
国
推
進
員
全
国
大
会
に
お 

け
る
差
別
発
言
事
件
な
ど
が
あ
る
。

「序
」
『懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
田
辺
元
、
岩
波
書
店 

二

頁(

一
九
四
六(

昭
和
ニ
ー)

年
四
月)

同
一
ー
頁

同
七
頁

『歎
異
抄
聴
記
』
『曾
我
量
深
選
集
』
弥
生
書
房 

第
六
巻
一
五
六
〜
一
五
七
頁(

一
九
七
ー(

昭
和
四
六)

年
七
月)

同
一
五
七
頁

同
様
の
視
点
に
つ
い
て
、
福
島
和
人
は
「真
宗
史
に
学
ぶ
一
真
宗
同
朋
会
運
動
を
学
ぶ
た
め
に
一
」(

『教
化
研
究
』

一
四
一
号
、
二
〇
〇
ハ(

平 

成
二
〇)

年
四
月)

の
中
で
、
「依
報
正
報
」
の
教
語
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。
「
「機
の
深
信
」
が
、
何
故
か
自
業
の
み
に
限
定
さ 

れ
、
そ

の

「
一
人
」
の
存
在
を
成
立
さ
せ
て
い
る
環
境
を
含
め
て
の
自
覚
的
表
現
を
見
て
い
な
い
」(

九
五
頁)

。
こ
の
よ
う
に
、
機
の
深
信
と
環
境 

と
の
一
体
性
、

つ
ま
り
宿
業
の
自
覚
の
世
界
全
体
と
の
感
応
性
を
説
く
福
島
は
、
さ
ら
に
今
村
仁
司
の
「自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
を
知
ら
な
い
よ 

う
な
人
は
仏
教
者
で
な
い
の
で
す
」(

『近
代
に
対
す
る
仏
教
的
批
判
—
平
野
修
師
の
仕
事
と
そ
の
意
義
—
』)

と
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
「歴
史
的
現 

実
の
中
に
在
り
つ
つ
、
自
ら
を
現
実
か
ら
乖
離
さ
せ
て
の
内
省
や
思
索
の
観
念
化
・
概
念
化
を
破
り
、
現
に
自
ら
が
身
を
置
く
課
題
に
充
ち
た
現
実 

の
具
体
相
と
、
そ
こ
へ
至
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
因
縁
、

つ
ま
り
、
諸
条
件
に
眼
を
開
き
耳
を
傾
け
、
そ
の
根
元
に
あ
る
要
因
を
突
き
と
め
る
営
為
へ
の
、
 

促
し
と
言
え
よ
う
」(

九
九
頁)

と
、
真
宗
を
学
ぶ
者
の
姿
勢
を
明
か
し
て
い
る
。

『倫
理
四
仏
教
』
末
木
文
美
士 

ち
く
ま
新
書
ー
ー
六
〜
ー
ー
七
頁(

二
〇
〇
六(

平
成
一
八)

年
二
月) 

「精
神
主
義
と
他
力
」
『清
沢
満
之
全
集
』
岩
波
書
店 

第
六
巻
七
四
〜
七
五
頁(

二
〇
〇
三(

平
成
一
五)

年
四
月)

『部
落
問
題
学
習
資
料
集
』
東
本
願
寺
九
六
頁
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