
清
沢
満
之
と
多
田
鼎
の
宗
教
言
説
観

加 

来 

雄 

之

は

じ

め

に

①

前
回
の
論
文
で
私
は
多
田
鼎
の
清
沢
満
之
批
判
を
と
り
あ
げ
た
が
、
通
俗
的
な
多
田
理
解
に
乗
っ
て
、
多
田
の
胸
底
ま
で
窺
お
う
と
し 

な
か
っ
た
。
多
田
が
先
師
満
之
を
批
判
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
背
景
に
、
ど
の
よ
う
な
求
道
の
苦
悶
と
決
断
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

今
回
は
、
多
田
に
よ
る
満
之
と
精
神
主
義
へ
の
批
判
を
通
し
て
、
満
之
に
お
け
る
宗
教
言
説
を
照
ら
し
返
し
て
み
た
い
。
多
田
は
、
信
仰 

表
現
の
明
確
さ
、
思
想
の
深
さ
、
満
之
と
の
関
わ
り
か
ら
し
て
も
そ
れ
に
値
す
べ
き
人
物
で
あ
る
と
思
う
。

満
之
は
、
雑

誌

『精
神
界
』

に
お
い
て
手
垢
の
つ
い
た
伝
統
的
な
教
義
学
の
表
現
や
用
語
を
あ
え
て
さ
け
て
、
み
ず
か
ら
の
信
念
を
語 

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
語
り
は
、
「
満
之
の
信
仰
は
は
た
し
て
浄
土
真
宗
の
伝
統
的
言
説(

宗
義)

に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
難 

を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
多
田
が
満
之,

精
神
主
義
と
決
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
一
点
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
満
之
の 

こ
の
語
り
方
に
こ
そ
、
満
之
が
苦
労
し
て
獲
得
し
た
宗
教
言
説
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

余

〔安
藤
州
一
〕
、
嘗

て

先

生

〔
満
之
〕
の
前
に
、
自
己
の
信
念
を
表
白
す
。
先
生
日
く
。
爾
の
信
仰
は' 

今
後
尚
ほ
一
変
す
る
の
時 

来
る
可
し
。
そ
れ
信
仰
は
、
如
何
な
る
理
窟
に
遇
ふ
も
、
如
何
な
る
異
説
を
提
示
せ
ら
る
る
も
、
円
転
滑
脱
、
毫
厘
も
動
揺
な
き
の
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境
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
真
の
確
立
を
得
難
き
な
り
。

一
方
の
説
を
峻
拒
し
て
、
他
の
一
方
の
説
に
の
み
依
頼
せ
る
信
仰
は
、
恐
ら
く
は 

他
日
の
変
動
を
免
れ
ざ
る
べ
し
。(

『信
仰
座
談
』
五
皿)

満
之
は
こ
こ
で
、
信
仰
の
真
の
確
立
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
理
窟
や
異
説
に
よ
っ
て
も
動
揺
し
な
い
境
に
い
た
る
こ
と
が
必
要
だ' 

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
確
信
は
、
満

之

が

「
一
切
改
革
の
こ
と
は
放
棄
し
て
、
信
念
の
確
立
に
尽
力
し
」
た
結
果
か
ち
取
っ
た
も
の
で
あ 

る
。
ど
の
よ
う
な
理
窟,

異
説
に
よ
っ
て
も
「
動
揺
な
き
の
境
に
至
」
る

記

録

『臘
扇
記
』
、
そ

の

「
信
念
の
確
立
」
と
い
う
主
旋
律
の 

通
奏
底
音
と
し
て
宗
教
言
説
へ
の
問
い
直
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
言
説
と
は
、
宗
教
の
語
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
二
つ
の
側 

面
か
ら
問
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
み
ず
か
ら
の
宗
教
的
信
念
を
確
立
さ
せ
る
語
り(

教
言)

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
の
信
念
に
よ
る
語
り 

(

信
念
の
表
白)

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
教
言
へ
の
理
解
が
そ
の
表
白
の
語
り
方
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
深
く
結
び
つ
い 

て
い
る
。
多
田
は
満
之
の
指
導
の
も
と
に
信
仰
を
求
め
た
が
、
や
が
て
満
之
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
多
田
が 

満
之
に
よ
る
こ
の
宗
教
言
説
の
問
い
直
し
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
小
論
で
は' 

満
之
と
多
田
の
宗
教 

言
説
観
が
問
わ
れ
る
。

ー
 

多
田

の

動

転
と

昨

非

—

恩
寵
主
義
か
ら
教
権
主
義
へ

多
田
と
満
之

は
じ
め
に
多
田
鼎
の
生
涯
を
、
満
之
と
の
関
わ
り
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
簡
単
に
確
か
め
て
お
こ
う
。
多
田
は
、

一
八
七
五(

明
治 

八)

年
、
三
河
宝
飯
郡
蒲
郡
町(

現
・
蒲
郡
市)

の
真
宗
大
谷
派
の
常
円
寺
に
多
田
慶
龍
の
三
男
と
し
て
生
を
享
け
た
。
満
之
の
ち
ょ
う
ど 

一
回
り
歳
下
に
な
る
。
多
田
が
満
之
と
は
じ
め
て
出
会
う
の
は
村
上
専
精
の
勧
め
に
よ
っ
て
真
宗
中
学
寮
に
入
っ
た
と
き
で
あ
る
。
真
宗 

大
学
生
の
と
き
宗
門
革
新
運
動
へ
の
協
力
を
通
し
て
満
之
に
深
く
接
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
学
卒
業
後
、
信
仰
の
指
導
を
う
け
る
た
め
に 

東
上
し
て
満
之
と
生
活
を
共
に
し
、
暁
烏
敏
や
佐
々
木
月
樵
と
と
も
に
浩
々
洞
の
三
羽
烏
と
謳
わ
れ
た
。
満
之
の
没
後
は
、
暁
烏
と
と
も
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に
浩
々
洞
同
人
の
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
そ

の

使

命

は

「先

生

〔
満
之
〕
の
名
を
、
先
生
の
徳
を
、
先
生
の
教
へ
を
世
界
に
伝
へ
る 

こ
と
」(

暁
烏
敏
「更
生
の
前
後
」)

で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
二
人
の
信
仰
と
思
想
と
を
支
え
た
恩
寵
主
義
的
な
満
之
，
精
神
主
義
理
解

⑤

は
あ
い
つ
い
で
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
暁
烏
が
満
之
の
滅
後
十
年
の
一
九
二
ニ(

大
正
二)

年
に
妻
房
子
の
死
を
縁
に
凋
落
し
故

⑥
 

郷
石
川
に
籠
る
。

一
方
、
多
田
は
、
そ
の
翌
年
の
一
九
一
四(

大
正
三)

年
、
『精
神
界
』

に

「
私
は
是
の
如
く
動
転
せ
り
」(

九
月
発
刊
、

ヽ
 

⑦

以

下

「動
転
」
と
略
す)

と

「
願
は
く
ば
我
が
昨
非
を
語
ら
し
め
よ
」(

十
一
月
発
刊
、
以

下

「昨
非
」
と
略
す)

を
発
表
し
、
か

つ

て

「
ス
ピ

⑧

ノ
ザ
は
神
に
酔
へ
る
者
な
り
、
爾
り
我
等
は
如
来
に
酔
へ
る
者
な
り
」
と
高
ら
か
に
叫
ん
だ
恩
寵
主
義
が
破
綻
し
た
こ
と
を
告
白
し
、
精 

神
主
義
と
決
別
し
、
伝
統
教
学
に
立
っ
た
教
権
主
義
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
友

人

た

ち(

と
く
に
佐
々
木)

は
多
田
の
説
得
に
努
め

⑨

た
よ
う
だ
が
、
多
田
は
そ
の
立
場
を
生
涯
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

一
九
三
三(

昭
和
八)

年
に
発
表
し
た
「
清
沢
満
之
師
の 

生
涯
及
び
地
位
」(

以

下

「生
涯
及
び
地
位
」
と
略
す)

に
よ
っ
て
満
之,

精
神
主
義
批
判
の
立
場
を
明
確
に
し
た
。
多
田
は
、
浩
々
洞
を
出 

た
の
ち
千
葉
や
北
海
道
な
ど
で
伝
道
に
従
事
し
た
が
、
長
兄
公
巌
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
自
坊
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
。
生
涯
、
多
田 

は
ど
こ
に
あ
っ
て
も
誠
心
誠
意
を
も
っ
て
教
化
伝
道
に
つ
く
し
「黒
衣
の
聖
者
」
と
い
わ
れ
、

一
九
三
七(

昭
和
十
二)

年
、
六
十
三
歳

⑪

で
自
坊
に
お
い
て
没
し
た
。
註
に
多
田
の
略
年
譜
を
あ
げ
て
お
く
。

⑫
 

さ
て
、
多
田
の
友
人
で
あ
っ
た
安
藤
州
一
は
、
多
田
が
満
之
に
師
事
し
た
目
的
を
信
仰
と
い
う
た
だ
ー
占
八
に
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。 

そ
の
多
田
が
満
之
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
安
藤
は
、
宗
門
革
新
運
動
時
代
に
多
田
が
「
此
間
再
三
白
川
の
寓
居

⑬

を
敲
き
清
沢
先
生
と
談
じ
た
る
が
、
意
見
合
致
す
る
に
到
ら
ざ
り
し
も
師
は
た
し
か
に
一
種
の
信
仰
を
持
せ
り
」
と
語
っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
 

そ
し
て
こ

の
「
一
種
の
信
仰
を
持
」

っ
と
い
う
多
田
の
感
覚
が
、
二
人
を
結
び
つ
け
、
ま
た
離
れ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。 

ま
た
多
田
に
対
す
る
評
を
「
ひ
と
り
君
の
信
仰
問
題
に
至
り
て
は
、
識
者
の
間
品
評
ー
な
ら
ず
。
或
は
言
ふ
、
道
徳
に
偏
し
て
窮
屈
な
り 

と
。
或
は
言
ふ
、
伝
統
を
固
守
し
て
通
俗
に
化
す
と
。
ま
た
日
く
、
差
別
に
偏
し
て
一
如
に
暗
し
と
。
ま
た
日
く
、
余
り
に
変
遷
し
て
停

⑭

止
す
る
所
な
し
と
」
と
紹
介
し
、
み
ず
か
ら
の
見
解
と
し
て
、
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多
田
君
は
差
別
を
喜
び' 

道
徳
を
固
執
す
る
人
な
り
〔:

・
中
略:

・〕
君
は
自
己
の
行
動
を
反
省
し
て
善
悪
を
分
た
ざ
る
を
得
ず
、
 

そ 

の
悪
な
る
も
の
を
認
む
る
時
、
「
こ
れ
光
明
の
顕
現
な
り
」
と
言
ひ
難
し
、
是
れ

君
が
前
日
に
「我
は
如
来
に
酔
へ
る
者
な
り
」

の

⑮

言
を
翻
へ
し
、
ま
た
清
沢
師
の
説
に
賛
同
せ
ざ
る
所
以
な
り
。

と
総
括
し
て
い
る
。
た
だ
安
藤
が
、
そ
の
二
人
の
異
な
り
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
多
田
の
信
仰
が
誤
っ
て
い
た
と 

い
う
よ
う
な
単
純
な
見
方
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。(

以
上' 

安
藤
州
一
『多 

田
鼎
先
生
伝
』)

多
田
の
人
生
を
概
観
し
て
印
象
に
残
る
の
は
、
信
仰
の
側
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
宗
教
的
熱
情
と
深
刻
な
罪
悪
感
に
も
と
づ
く
倫
理
的 

な
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
信
仰
に
立
っ
た
実
践
活
動
の
側
面
に
お
い
て
は
、
宗
門
と
い
う
伝
統
へ
の
愛
着
と
伝
道
主
義
的
傾
向
で
あ
る
。
 

多
田
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
う
か
が
う
上
で
、
多
田
自
身
が
語
る
幼
年
の
体
験
は
参
考
に
な
ろ
う
。
仲
兄
が
亡
く
な
っ
た
と
き
国
許
に 

送
り
返
さ
れ
て
来
た
荷
物
の
な
か
に
「
贈
弟
鼎
」
と
題
さ
れ
た
詩
が
あ
り' 

そ
れ
を
読
ん
だ
感
想
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 

其
詩
の
意
は
、
維
新
以
来
、
仏
教
が
振
は
ぬ
や
う
に
な
っ
て' 

日
本
の
民
心
が
乱
れ
て
来
た
こ
と
は
、
誠
に
慨
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
 

爾
は
宜
し
く
力
を
尽
し
て
大
法
の
振
興
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
し
た
。
幼
き
私
は
、
感
激
の
思
に
咽
ば
ず
に
を
ら 

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

斯
の
如
く
に
し
て
、
内
に
道
念
の
萌
ゆ
る
と
共
に
、
外
に
向
っ
て
斯
法
を
弘
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
思
が
、
追
々
に
起
っ
て
来
ま 

し
た
。(

「昨
耘
」)

そ
の
ほ
か
に
も
、
多
田
み
ず
か
ら
の
法
話
に
対
し
て
実
母
が
礼
を
述
べ
た
こ
と
か
ら
伝
道
の
尊
さ
を
知
っ
た
こ
と
や
、
父
の
感
化
で
ー 

生
涯
黒
衣
で
通
し
た
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
多
田
が
真
宗
宗
門
の
伝
統
に
育
ま
れ
、
彼
の
信
仰
が
そ
の
伝
統
に
深
く 

根
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
ま
た
み
ず
か
ら
の
伝
道
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て
も
、
満
之
か
ら
し
ば
し
ば
戒
め
ら
て
い
た
こ 

と
を
述
懐
し
て
い
る(

「昨
非
」)

。
こ
の
よ
う
な
多
田
に
と
っ
て
、
満
之
の
伝
統
教
義
か
ら
自
由
な
宗
教
の
語
り
に
対
し
て
は
、
惹
か
れ
な
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が
ら
も
一
種
の
違
和
感
を
懐
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
多
田
は
み
ず
か
ら
の
信
仰
へ
の
潔
癖
さ
の
た
め
に
、
満
之
の
立 

場
と
の
ズ
レ
を
誤
魔
化
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
決
定
的
な
契
機
が
多
田
が
「
動
転
」
と
し
て
語
る
体
験
で
あ
っ
た
。 

多

田

の

「動
転
」
・
「昨
非
」

前
述
し
た
よ
う
に
多
田
は
一
九
一
四(

大
正
三)

年

に

「
動
転
」(

九
月
号)

と

「
昨
非
」(

十
一
月)

を

『精
神
界
』

に
発
表
し
、
精
神 

主
義
と
袂
を
分
っ
こ
と
に
な
る
。

ま

ず

「
動
転
」
は
、
五
月
十
四
日
か
ら
六
月
二
十
七
日
ま
で
の
信
仰
の
変
遷
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
始
ま
り
は
多
田
と
浩
々
洞
同 

人
た
ち
と
の
思
想
的
立
場
の
ち
が
い
で
あ
っ
た
。
「如
何
に
し
て
も
一
つ
に
な
ら
ぬ
。
教
団
を
見
、
教
権
を
見
、
死
と
罪
と
の
思
を
脱
れ 

か
ね
て
、
救
済
を
仰
ぎ
、
往
生
を
重
ん
ず
る
私
と
、
純
乎
た
る
主
観
の
開
展
に
生
き
て
ゆ
か
う
と
せ
ら
る
ゝ
他
の
諸
君
と
全
く
思
想
上
の 

国
が
ち
が
ふ
」(

「動
転
」)

と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
多
田
は
そ
の
葛
藤
を
深
め
て
ゆ
き
、
み
ず
か
ら
が
立
ち
至
っ
た
宗
教
的
な
危
機
を 

「私
は
思
案
に
尽
き
て
、
身
動
き
も
出
来
ぬ
や
う
に
な
っ
た
。
或
時
は
痙
攣
が
起
っ
て
、
身
に
震
動
を
覚
え
て
来
ま
し
た
。
」(

「動
転
」) 

と
告
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
六
月
二
十
七
日
の
朝
に
多
田
に
と
っ
て
決
定
的
な
体
験
が
訪
れ
る
。

不
図
、
「
我
名
を
称
へ
よ
」
と
の
仰
せ
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
〔:.

中
略:.

〕
御
称
名
が
口
に
現
は
れ
ま
し
た
。
私
の
胸
を
鎖
し
て
を 

っ
た
鉄
の
や
う
な
暗
黒
の
扉
は
、
影
も
な
い
や
う
に
無
く
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

多
田
は
、
こ
の
善
知
識
の
「仰
せ
」
に
立
っ
た
お
か
げ
で
「
「如
何
し
ゃ
う
か
」
と
い
ふ
苦
は
、
今
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
「称
へ
よ
」
と
の 

「
お
ほ
せ
」
が
聞
こ
え
ま
す
。
唯
称
へ
ま
す
。
唯
称
へ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
」(

「動
転
」)

と
い
う
境
地
が
与
え
ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
こ
の
境
地
を
多
田
は
「
私
は
僧
伽
の
上
に
、
教
法
の
此
世
に
お
け
る
活
動
を
拝
し
ま
す
。
而
し
て
教
法
の
上
に
仏
心
の
表
現
を
拝 

ま
せ
て
頂
き
ま
す
。
三
宝
は
私
に
向
っ
て
の
仏
力
開
動
の
一
連
鎖
で
あ
り
ま
す
」(

「動
転
」)

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
結
局
、
浩
 々

洞
の
同
人
と
の
異
な
り
と
し
て
い
た
み
ず
か
ら
の
立
場
の
再
確
認
で
あ
っ
た
。
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次

に

「
昨
非
」
は
、
そ
の
冒
頭

に
「
私
は
、
只
今
、
過
去
四
十
年
間
の
行
程
を
顧
み
て
、
凡
て
其
非
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
頂
き 

⑲

ま
し
た
」
と
、
満

之

，
精
神
主
義
に
よ
っ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
信
仰
を
否
定
す
る
。
さ
ら
に
立
て
て
は
崩
れ
る
思
想
の
内
容
と
変
遷
の
苦 

し

み

を

「恩
寵
の
宗
教
」
ま
で
回
顧
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
六
月
の
「
私
は
、
こ
ろ
っ
と
念
仏
の
一
道
に
滑
り
出
」(

「昨
非
」)

る
と
い
う
体 

験
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ

の

「
仰
せ
」
が
聞
こ
え
た
と
い
う
体
験
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
苦
し
め
て
い
た
暗
黒
の
扉
は
消
え
た
と
多
田 

は
い
う
。
そ
し
て
そ
の
体
験
を
通
し
て
み
ず
か
ら
の
宗
教
言
説
へ
の
理
解
と
関
り
方
を
転
換
さ
せ
る
と
主
張
す
る
。 

他
力
の
宗
教
は' 

論
証
や
説
明
の
宗
教
で
は
あ
り
ま
せ
な
ん
だ
。
論
証
や
説
明
は
、
此
宗
教
に
お
い
て
何
の
要
も
あ
り
ま
せ
な
ん
だ
。 

唯
私
共
は
、
大
悲
の
招
喚
、

一
つ
を
聞
か
せ
て
頂
く
の
で
あ
り
ま
し
た
。
聴
聞
一
つ
が
、
先
賢
の
示
さ
れ
た
や
う
に
、
斯
教
の
門
戸 

で
あ
り
ま
し
た
。
此
大
悲
の
招
喚
を
聞
き
、
其
大
悲
の
御
名
を
受
く
、
是
が
斯
教
の
全
体
で
あ
り
ま
し
た
。
尊
い
者
は
、
始
め
て
本 

当
に
、
此
処
か
ら
流
れ
出
る
で
あ
り
ま
せ
う
。

多
田
は
、
こ
れ
ま
で
他
力
の
宗
教
を
論
証
あ
る
い
は
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
こ
れ

か
ら

は

「仰
せ
」

に
絶
対
的
な
信
頼
を
お
き
、
 

た
だ
聴
聞
の
道
を
ゆ
く
と
い
う
。
多
田
は
そ
の
真
面
目
さ
と
多
感
さ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
立
て
て
は
崩
れ
る
と
い
う
「苦
し
さ
に
た 

え
ら
れ
」(

「動
転
」)

ず
に
、
動
転
し
な
い
境
地
と
し
て
「
仰
せ
」
を
求
め
た
と
い
え
よ
う
。

あ
る
意
味
で
、
み
ず
か
ら
の
は
か
ら
い
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
と
い
う
立
場
は
、
親
鸞
が
晩
年
消
息
な
ど
で
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
 

た
だ
、
多
田
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ど
こ

ま
で

も

「
仰
せ
」
を
超
越
的
な
権
威
を
も
つ
も
の
と
し
て
み
ず
か
ら
の
外
に
置
く
と
い
う
立
場 

で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
伝
統
的
教
義
と
い
う
境
地
に
固
執
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
自
力
の
は
か
ら
い
の
放
棄
と
い
う
装
い
を
ま 

と
っ
た
批
判
精
神
か
ら
の
逃
避
に
は
な
ら
な
い
か
。
は
か
ら
わ
な
い
と
い
う
は
か
ら
い
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

多
田
の
感
化
を
う
け
た
岸
本
謙
一
は
、
こ

の

「動
転
は
、
俗
界
の
そ
れ
で
は
な
く
、
じ
っ
は
偉
大
な
宗
教
家
に
お
い
て
の
み
稀
れ
に
見 

㉑

ら
れ
る
回
心
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
押
さ
え
て
い
る
。
動
転
が
一
つ
の
宗
教
的
転
回
の
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り 

は
な
い
。
だ
が
果
た
し
て
こ
の
多
田
の
動
転
し
な
い
と
い
う
境
地
は
、
満

之

の

「
動
揺
な
き
の
境
」
と
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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二 

多

田

の

「
動

転

」

「
昨

非

」

に
対
す

る
暁
烏
と

曽
我
の
応
答 

暁

烏

敏

「信
仰
の
変
と
不
変
と
」

「
凋
落
」

に
よ
っ
て
前
年
よ
り
故
郷
に
こ
も
っ
て
い
た
暁
烏
敏
は' 

多

田

鼎

の

「昨
非
」
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
の
『精
神
界
』(

十
一
一 

月
号) 

に

「信
仰
の
変
と
不
変
と
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
エ
ッ
セ
イ
は
「
一
人
の
媼
」
と

「〔
自
殺
し
た
〕
子
の 

母
」
と
の
対
話
を
手
が
か
り
に
感
想
を
述
べ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
お
り' 

多
田
の
名
前
は
ま
っ
た
く
出
て
い
な
い
。
暁
烏
は
、
そ 

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

信
仰
に
流
動
味
が
な
い
の
は
、
そ
れ
は
主
義
と
か
、
概
念
と
か
で
あ
っ
て
、
決
し
て
信
仰
と
云
は
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
 

然
し
唯
変
化
す
る
ば
か
り
で
、
中
心
に
貫
通
す
る
真
生
命
の
成
長
が
な
い
な
ら
ば
、
祖

師

の

所

謂

「浮
か
れ
さ
せ
た
ま
ひ
た
る
人
」
 

で
あ
り
ま
す
。

信
仰
は
流
動
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
流
動
に
は
貫
通
す
る
真
生
命
の
成
長
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
暁
烏
は
い
う
。 

お
念
仏
よ
り
外
は
何
も
な
い
と
い
ふ
人
が
あ
る
。
こ
れ
も
信
仰
で
あ
る
瞬
間
も
あ
る
が
、
や
は
り
す
ぐ
に
凝
結
し
て
、
主
義
と
な
り
、

㉓

思
想
と
な
り
、
教
義
と
な
っ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
暁
烏
は
い
う
。
「
た
だ
念
仏
の
み
」
と
い
う
信
仰
も
固
定
凝
結
す
れ
ば
主
義
、
思
想
、
教
義
で
し
か
な
い
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
こ 

れ
ら
は
直
接
に
多
田
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
多

田

の

「昨
非
」
の
主
張
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間 

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
批
判
と
い
う
よ
り
も
忠
告
と
い
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

暁
烏
は
、
多
田
の
動
転
，
昨
非
に
つ
い
て
、
信
仰
の
流
動
は
一
貫
す
る
真
生
命
の
成
長
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も
し
そ 

れ
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
、
信
仰
と
い
っ
て
も
私
人
の
浮
か
れ
た
思
い
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
今
日
の
信
仰
は
論
証
や
説
明
で
は
な
い
か
ら 

も
は
や
変
わ
ら
な
い
と
い
う
が
、
変
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
凝
結
し
た
思
想
・
教
義
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
暁
烏
は
多
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田
に
問
い
か
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
前
年
に
「
凋
落
」
を
経
験
し
て
獲
得
し
た
暁
烏
の
満
之
観
が
あ
っ
た
。 

羽
田
信
生
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
満
之
の
上
に
「救
済
者
」

で

は

な

く

「求
道
者
」
と
し
て
の
ア
ミ
ダ
仏
を
見
る
立
場
で
あ
る
。

つ
ま
り
満 

之
を
ど
こ
ま
で
も
自
我
を
打
ち
砕
き
続
け
る
人
格
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
暁
烏
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
「
私
の
信
心
に
は
、
常
に 

廃
立
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
破
壊
か
ら
破
壊
へ
。
之
が
私
の
信
心
の
建
設
で
あ
り
ま
す
、
相
続
で
あ
り
ま
す
」
と
表
白
し
て
い
る
。
多 

田
に
対
す
る
匿
名
の
問
い
か
け
も
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

曽

我

量

深

「阿
修
羅
琴
の
音
」

曽
我
量
深
に
よ
る
多
田
鼎
の
「昨
非
」

へ
の
批
判
は
痛
烈
を
極
め
る
。
曽
我
の
批
判
は
一
九
一
七(

大
正
六)

年

『精
神
界
』

に
掲
載 

さ

れ

た

「
阿
修
羅
琴
の
音
」

の
一
部
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
多

田

が

「
昨
非
」
に
お
い
て
表
明
す
る
教
権
を
尊
重
す
る
と
い 

う
立
場
、
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
と
決
別
し
よ
う
と
い
う
主
張
が
裏
に
も
っ
て
い
る
自
己
肯
定
を
仮
借
な
く
批
判
し
て
い
る
。
 

多
田
兄
は
自
ら
敬
虔
な
る
教
権
的
信
者
を
以
て
任
じ
て
居
ら
れ
る
。
〔:.

中
略:.

〕
祖
聖
を
憶
念
し
祖
教
を
仰
ぐ
こ
と
、
我
決
し
て
大 

兄
に
譲
ら
ず
、
宗
門
を
想
ひ
、
真
実
宗
学
を
愛
す
る
こ
と
我
亦
決
し
て
大
兄
に
譲
ら
ず
、
真
理
を
愛
し
自
己
を
重
ん
ず
る
こ
と
我
亦 

決
し
て
大
兄
に
劣
ら
ず
、
真
に
教
権
を
尊
重
す
る
こ
と
遙
に
大
兄
の
上
に
出
づ
る
を
確
信
す
る
も
の
で
在
る
。
 

曽
我
は
、
多
田
も
教
権
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
、
自
分
も
ま
た
教
権
に
立
つ
も
の
で
あ
る'

し
か
し
そ
の
教
権
に
つ
い
て
の
理
解
は
違 

う
と
い
ゝ
つ
の
で
あ
る
。

世
に
昨
非
を
平
然
と
し
て
語
る
も
の
が
あ
る
。
此
れ
恐
ら

く
は
「今
是
」
を
以
て
居
る
か
ら
で
あ
ら
ふ
。
祖
聖
は
今
日
今
時
ま
で
を 

穢
悪
汚
染
と
痛
泣
し
給
ひ
た
。
又

「
久
し
く
願
海
に
在
る
こ
と
を
感
謝
せ
ら
れ
た
。
我
の
甚
深
の
宿
業
力
は
客
観
的
に
昨
と
今
と
を 

分
っ
こ
と
は
出
来
ぬ
と
信
ず
る
。
少

く

と

も

「今
是
」
と
云
ふ
考
の
続
く
か
ぎ
り
は
、
ど
こ
に
真
の
慙
愧
が
あ
り
、
ど
こ
に
真
の
否 

〇

 

定
が
あ
る
か
、
〔:.

中
略:

・〕
嗚
呼
我
に
し
て
真
に
「今
非
」
を
思
ふ
な
ら
ば
、
唯
深
く
宿
縁
多
幸
を
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
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曽
我
は
、
多

田

の

「昨
非
」

の
奥
に
潜
む
自
己
肯
定
の
意
識
を
抉
り
出
す
。

つ

ま

り

「昨
非
」
と

は

「今
是
」

の
裏
返
し
で
し
か
な
く
、
 

「今
是
」
が
続
く
限
り
本
当
の
慙
愧
や
否
定
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
宗
教
的
信
念
と
は
「今
日
今
時
ま
で
穢
悪
汚 

染
」
で
あ
り
つ
つ
「久
し
く
願
海
に
あ
る
」
こ
と
の
感
謝
で
あ
り
、
そ

れ

は

「今
非
」
と
い
う
べ
き
立
場
あ
る
と
す
る
。
そ

し

て

「嗚
呼 

我
に
し
て
真
に
「今
非
」
を
思
ふ
な
ら
ば' 

唯
深
く
宿
縁
多
幸
を
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で 

多

田

の

「昨
非
」
と
い
う
発
想
に
立
っ
た
教
権
を
批
判
す
る
。

教
を
私
人
の
所
有
と
考
へ
る
間
は
自
己
の
私
有
で
あ
る
。
大
自
然
、
全
人
類
、
全
衆
生
と
は
何
の
交
渉
が
な
い
、
か
く
て
如
来
も
自 

㉙
 

己
の
私
有
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
も
亦
自
己
の
私
有
で
あ
る
。
此
れ
畢
竟
自
己
を
自
己
の
私
有
物
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
批
判
は
、
こ
の
論
文
の
前
半
に
示
さ
れ
る
曽
我
の
教
法
観
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
こ

で

曽
我
は
「
『教
行
信
証
』

の
教
に
よ
り
て
親 

鸞
は
全
衆
生
的
人
間
と
な
っ
た
。

『教
行
信
証
』
は
私
人
親
鸞
の
も
の
で
な
く
、
全
人
類
の
叫
び
で
あ
る
。
」
「真
実
の
教
は
一
人
の
私
有 

物
で
は
な
い
、
全
人
類
の
公
有
で
あ
る
」
と
い
う
。
「
昨
非
」
「
今
是
」
と
い
う
立
場
に
お
け
る
教
権
と
は
、
教
え
を
利
用
し
た
自
己
肯
定 

で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
教
の
私
有
化
に
他
な
ら
な
い
し
、
如
来
の
、
親
鸞
の
、
ひ
い
て
は
自
己
の
私
有
物
化
で
あ
る
、
と
批
判
す
る
の
で 

あ
る
。
安
田
理
深
は
曽
我
の
前
期
教
学
を
「自
覚
の
教
学
」
と
押
さ
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

宗
教
は
救
済
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
着
い
て
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
宗
教
を
救
済
の
道
と
し
て
の
み
見
る
と 

い
う
こ
と
は
、
人
間
の
根
本
的
傾
向
と
し
て
の
自
己
肯
定
、
自
己
是
認
の
立
場
を
脱
出
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
安 

価
な
腰
掛
に
な
っ
て
い
る
立
場
を
打
ち
破
っ
て
、
人
間
を
し
て
深
み
の
根
元
に
呼
び
か
え
す
自
覚
こ
そ
、
宗
教
の
本
質
で
な
く
て
は

㉚

な
ら
ぬ

こ
の
言
葉
は
、
曽
我
の
多
田
批
判
の
立
場
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
救
済
と
自
証
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
精
神
主
義
を
展
開
し
て
い 

た
曽
我
に
と
っ
て
、
多

田

が

「
死
と
罪
か
ら
の
教
団
と
教
権
に
よ
る
救
済
」
と
い
う
立
場
か
ら
満
之
，
精
神
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
は
到 

底
許
容
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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三 

多

田

の

満

之

，
精

神

主

義

批

判

——

内
観
主
義

へ
の

疑
難

「生
涯
及
び
地
位
」

多
田
鼎
は
一
九
三
三(

昭
和
八)

年

の

「清
沢
満
之
師
の
生
涯
及
び
地
位
」

に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
満
之
，
精
神
主
義
批
判
を
総
括
し 

㉛

た
。
こ
れ
は
四
節
か
ら
な
る
小
論
で
あ
る
が
、
そ
の
第
三
節
で
多
田
は
精
神
主
義
を
五
点
で
お
さ
え
る
。
そ
の
第

一

に

「
師
の
精
神
主
義 

は
、
現
実
の
煩
悶
苦
悩
を
解
脱
す
る
実
践
的
修
道
で
あ
つ
て
、
各
自
に
精
神
の
満
足
と
自
由
と
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
〔:.

中
略 

:.

〕
精
神
主
義
は
其
目
的
を
完
了
す
る
方
法
と
し
て
、
内
観
主
義
を
と
る
者
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
多
田
は
、
 

精
神
主
義
の
方
法
を
内
観
主
義
と
押
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
四
節
に
お
い
て
は
満
之
，
精
神
主
義
批
判
を
次
の
よ
う
に
展
開 

し
て
い
る
。

私

〔
多
田
〕
は
思
い
が
け
ぬ
転
進
に
よ
っ
て
、
師

〔
満
之
〕
の
精
神
主
義
が
仏
祖
の
本
義
に
全
く
合
ふ
者
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た 

〔
…
中
略:.

〕
そ
れ
は
祖
聖
親
鸞
の
宣
示
を
以
て
、
精
神
主
義
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
る
事
で
あ
る
。
私
は
茲
に
其 

の
要
点
を
の
べ
る
。

多
田
は
、
み

ず

か

ら

の

「動
転
」
「昨
非
」(

大
正
三
年)

を

こ

こ

で

は

「転
進
」(

昭
和
ハ
年)

と
受
け
止
め
な
お
し
、
単
な
る
決
別
か 

ら
批
判
へ
と
歩
み
を
進
め
て
い
る
。
「
転
進
」
し
た
多
田
は
、
精
神
主
義
を
断
罪
し
、
清

沢

の

地

位
を

「異
義
の
一
源
泉
と
な
ら
れ
た
」 

と
位
置
づ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
多
田
の
批
判
は
、
「祖

聖

〔
親
鸞
〕
は
先
づ
真
実
の
教
を
か
、
げ
ら
れ
た
の
に
、
師

〔
満
之
〕
は
之
を
重 

ん
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
に
帰
結
す
る
。

つ
ま
り
満
之
は
真
宗
の
教
義
に
よ
ら
ず
、
み
ず
か
ら
の
体
験
を
重
視
し
て
他
力
の
信 

を
語
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
極
端
に
い
え
ば
教
権
の
無
視
，
冒
瀆
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
多
田
の
主
張
は
一
見
す
る
と
、
本
願
寺
相 

伝
の
教
義
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
、

『大
無
量
寿
経
』
を
真
実
教
と
表
明
す
る
か
ど
う
か
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
が
、
む
し
ろ
多
田
の
批 

判
は
、
満
之
の
精
神
主
義
が
、
真
宗
の
教
義
を
み
ず
か
ら
の
体
験
を
通
し
て
受
け
止
め
る
と
い
う
、
そ
の
教
法
へ
の
か
か
わ
り
方
、
そ
の
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根
本
的
方
法
と
し
て
の
内
観
主
義
に
集
約
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
多
田
が
主
張
す
る
よ
う
に
「各
自
の
哲
学
的
理
観
、
及
び
宗
教
的
感
情 

に
よ
っ
て
画
き
出
せ
る
他
力
」
に
お
い
て
は
教
義
が
有
す
る
権
威
の
た
め
の
座
は
用
意
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
多
田
は
、
教
法
さ
え
も
心
理 

的
主
観
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
内
観
主
義
を
危
惧
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
多
田
は
批
判
す
る
満
之
の
内
観
を
ど
の
よ
う
に
受 

け
止
め
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

多
田
の
内
観
批
判

先
の
論
文
で
も
簡
単
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の
多
田
の
批
判
は
す
で
に
金
子
大
栄
の
『浄
土
の
観
念
』
を
め
ぐ
る
教
学
批
判
と
し
て 

明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
批
判
を

「教
権
の
強
調
」
と

「内
観
の
否
定
」
と
い
う
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

「教
権
的
信
者
」(

曽
我)

と

し

て

「伝
統
教
学
に
回
帰
し
た
」(

寺
川)

多
田
は
伝
統
教
学
の
権
威
を
教
権
と
し
て
強
調
す
る
。
し
か 

し
多
田
の
い
う
教
権
と
は
、
歴
史
的
文
献
と
し
て
の
経
典
で
あ
り' 

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
教
義
の
権
威
で
あ
る
。
 

ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
精
神
主
義
の
方
法
を
内
観
主
義
と
お
さ
え
た
多
田
は
、
金
子
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
 

浄
土
の
教
説
は
、
内
観
に
よ
ら
ず
、
反
省
に
よ
ら
ず
、
唯
聴
聞
に
よ
っ
て
の
み
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
う
し
て
其
の
聴
聞
と 

は
、
或
は
我
が
胸
の
奥
か
ら
き
こ
え
、
或
は
六
合
の
間
に
響
く
と
い
は
れ
る
や
う
な
其
の
声
を
き
く
の
で
は
な
く
、
唯
仏
祖
の
教
へ 

た

ま

ふ

『大
無
量
寿
経
』

の
本
旨
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
斯

経

こ

そ

「真
実
の
教
」
で
あ
る
。
茲
に
如
来
及
び
其
の
浄
土
の
因
果
の 

全
体
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
私
共
は
天
親
菩
薩
の
如
く
、
我
が
一
切
の
分
別
を
す
て
、
、
ひ
た
す
ら
に
斯
の
大
法
の
前
に
跪
か
ね
ば
な 

り
ま
せ
ぬ
。

つ
ま
り
多
田
は
、

一
心
に
世
尊
の
「
仰
せ
」
に
跪
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
多
田
に
と
っ
て
は
「
仰
せ
の
そ
の
ま
ま
に
」
と 

は
言
句
の
ま
ま
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

こ

に

は

「
仰
せ
」
を
受
け
止
め
る
我
が
意
識
の
迷
妄
性
の
問
題
が
問
わ
れ
て
い
な
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安
田
理
深
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
清
沢
の
い
う
内
観
と
は
仏
教
の
伝
統
的
方
法
と
し
て
の
止
観(

奢
摩
他
，
毘
婆
沙
那)

を
近
代
的 

に
表
現
し
な
お
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
止
観
の
対
象
と
は
世
尊
の
言
説
と
し
て
の
経
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
止
観
と
は
ま
さ
し 

く

経

文(

言
句)

を

教

言(

声)

と
し
て
受
け
止
め
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
世
親
は
「
我
、
修
多
羅
に
依
っ
て
〔:.

中
略:.

〕

@

仏
教
と
相
応
す
」(

「願
生
偈
」)

と
語
り
、
止
観
を
も
っ
て
そ
の
教
相
応
と
い
う
課
題
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
親
鸞
は
「如
実 

修
行
相
応
は 

信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り
」(

『高
僧
和
讃
』)

と
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
信
心
と
は
止
観
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く 

止
観
と
い
う
内
実
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

精
神
主
義
に
お
い
て
は
内
観
と
主
観
が
同
義
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
内
観
と
は
主
観
の
単
な
る
言
い
か
え
で
は
な
く
、
 

@

む
し
ろ
心
理
学
的
主
観
を
破
り
主
客
を
超
え
た
高
次
の
「
超
越
的
主
観
性
」

へ
と
転
じ
て
ゆ
く
方
法
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

つ
ま
り
内
観
と
は
主
観
に
よ
っ
て
世
尊
の
言
説
を
絶
対
化
し
た
り
相
対
化
し
た
り
す
る
こ
と
を
超
え
て
ゆ
く
た
め
の
方
法
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
で
よ
り
詳
細
に
取
り
扱
う
予
定
で
あ
る
。

四

「
絶

対

他

力

の

大

道

」

と

『臘
扇
記
』

満
之
の
信
念
を
よ
く
あ
ら
わ
す
文
章
と
し
て
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
文
章
は
一
九
〇
二(

明 

治
三
十
五)

年
の
六
月
、

『精
神
界
』

の

「精
神
界
」
欄
に
無
記
名
で
掲
載
さ
れ
た
。
こ

の

「
絶
対
他
力
の
大
道
」

に
つ
い
て
は
注
意
す 

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
満
之
の
も
の
で
あ
る
が
満
之
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
る
事 

情
に
つ
い
て
暁
烏
が
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

『絶
対
他
力
の
大
道
』
と
い
う
文
章
は
、
清
沢
先
生
の
往
生
の
後
に
「精
神
界
」
に
出
た
の
だ
と
思
う
て
ま
し
た
ら
、
も
っ
と
先
に 

出
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
「精
神
界
」

の
冒
頭
も
い
つ
も
先
生
が
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、

い
つ
か
先
生
が
暇
が
な
く
て
多
田 

君
が
先
生
の
日
記
『臘
扇
記
』

の
中
か
ら
短
文
を
集
め
て
そ
れ
に
『絶
対
他
力
の
大
道
』
と
い
う
題
を
つ
け
て
「
精
神
界
」

に
出
し
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⑪
 

ま
し
た
。

『絶
対
他
力
の
大
道
』
と
い
、つ
文
章
を
別
に
先
生
が
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。(

暁
烏
敏
『絶
対
他
力
』) 

「先
生
が
暇
が
な
く
て
」
と
い
わ
れ
て
い
る
事
情
は
、
六
月
五
日
に
長
男
信
一
が
浩
々
洞
で
命
終
し
て
お
り
、
満
之
は
そ
の
遺
骸
と
と 

も
に
大
浜
へ
帰
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
満
之
は
『精
神
界
』

の
た
め
に
文
章
を
書
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
多
田
が 

満
之
の
日
記
で
あ
る
『臘
扇
記
』
を
借
り
て
、
そ
の
中
か
ら
文
章
を
選
び
と
っ
て
編
集
し
た
の
が
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
は
、
満
之
が
書
い
た
文
章
だ
が
満
之
自
身
が
抜
粋
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

私

は

「
絶
対
他
力
の
大
道
」
と

『臘
扇
記
』
と
の
間
に
何
か
微
妙
な
ズ
レ
を
感
じ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
聞
き
知
る
と
、
そ 

の
ズ
レ
の
原
因
は
多
田
の
編
集
の
姿
勢
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
に
多
田
の
満
之
・
精
神
主
義
理
解
と
い
う
も
の
が
反
映
し
て
い
る 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
を
も
つ
の
で
あ
る
。
も

ち

ろ

ん

「
絶
対
他
力
の
大
道
」
は
感
銘
深
い
文
で
あ
り
、
そ
の
力
強
い
語 

り
か
け
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
満

之

が

『臘
扇
記
』

で
伝
え
よ
う
と
し
た
課
題 

を

「
絶
対
他
力
の
大
道
」
は
充
分
に
伝
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
思
い
を
も
つ
の
で
あ
る
。
 

「
絶
対
他
力
の
大
道
」
は
七
節
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ

れ

ら

は

『臘
扇
記
』

の
大
き
く
三
つ
の
部
分
か
ら
採
択
さ
れ
て
い
る
。
第
一
節 

は

日

記

『臘
扇
記
第
一
号
』

の
明
治
三
十
一
年
十
月
二
十
四
日
の
記
事
か
ら
、
第
一
：

三

節

は

『臘
扇
記
第
二
号
』
冒
頭
の
明
治
三
十
一 

年
十
一
月
十
九
日
の
記
事
か
ら' 

第

四

・
五

・
六

節

は

『臘
扇
記
第
二
号
』

の

「〔
明
治
三
十
二
年
〕
二
月
二
十
五
日
」
付

け

の

「偶
坐
案 

定
」
と
言
わ
れ
て
い
る
文
章
か
ら
、
そ
し
て
最
後
の
第
七
節
は
「
四
月
五
日
記
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
明
治
三
十
二
年
四
月
五
日
付
け
の
文 

章
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
一
つ
確
か
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
第
一
節
と
第
七
節
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
み
た
い
。
 

ま
ず
第
一
節
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
口
で
囲
ん
だ
部
分
が
多
田
が
採
択
し
た
部
分
で
あ
り
、
傍

線

と

〔

〕

で
示
し
て
い
る
箇
所
は 

多
田
が
字
句
を
変
更
し
た
箇
所
で
あ
る
。

二

十

四

日(

月)

九
。
十
日 

晴 

如
何
二
推
考
ヲ
費
ス
ト
雖
ト
モ
如
何
科
学
哲
学
ニ
尋
求
ス
ト
雖
ト
モ
死
後(

展
転
生
死
ノ
後)

ノ
究
極
ハ
到
底
不
可
思
議
ノ
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関
門
ニ
閉
サ
ヾ
ル
モ
ノ
ナ
リ

啻
二
死
後
ノ
究
極
然
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス 

生
前
ノ
究
極
モ
亦
絶
対
的
不
可
思
議
ノ
雲
霧
ヲ
望
見
ス
ベ
キ
ノ
ミ 

是
レ
吾
人
力
進
退 

共
二
絶
対
不
可
思
議
ノ
妙
用
二
托
セ
サ
ル
へ
カ
ラ
サ
ル
所
以

只
生
前
死
後
然
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
現
前
ノ
事
物-

一

就

テ

モ

其

ダ

ス

ワ

ス

〇

篦̂

秽

デ

ス

ワ

ル

ム
0
3

ミ
聲!

1
1
1
一

二 

至
り
テ
ハ
亦
只
不
可
思
議
ト
云
フ
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自
己
ト
ハ
何
ソ
ヤ 

是
レ
人
世
ノ
根
本
的
問
題
ナ
リ 

自
己
ト
ハ
他
ナ
シ 

絶
対
無
限
ノ
妙
用
二
乗
托
シ
テ
任
運
二
法
爾
二
此
〔
此
現
前
の
〕
境
遇
二
落
在
セ
ル
モ
ノ
即
チ
是
ナ
リ 

只
夫
レ
絶
対
無
限
二
乗
托
ス
故
二
死
生
ノ
事
亦
憂
フ
ル
二
足
ラ
ス
死
生
尚
且
ツ
憂
フ
ル
二
足
ラ
ス
如
何
ニ
況
ン
ヤ
此 

ヨ
リ
而
下
ナ
ル
事
件
ニ
於
テ
オ
ヤ 

追
放
可
ナ
リ 

獄
牢
甘
ン
ズ
ベ
シ 

誹
謗
攬
斥
許
多
ノ
凌
辱
豈
二
意
二
介
ス
ベ
キ
モ
ノ
ア 

ラ
ン
ヤ

否
之
ヲ
憂
フ
ル
ト

雖
ト
モ
之
ヲ
意
二
介
ス
ト
雖
ト
モ
吾
人
ハ
之
ヲ
如
何
ト
モ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
贸
〔
我
等
〕 

ハ

寧

口

只

管

絶

対

無

限

ノ

臭

〔
我
等
〕
二
賦
与
セ
ル
モ
ノ
ヲ
楽
マ
ン
カ
ナ

自
覚
ノ
内
容
ナ
リ
—
(

此
自
覚
ナ
キ
モ
ノ
ハ
吾
人
ノ
与
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ)

絶
対
吾
人
二
賦
与
ス
ル
ニ
善
悪
ノ
観
念
ヲ
以
テ
シ
避
悪
就
善
ノ
意
志
ヲ
以
テ
ス 

所
謂
悪
ナ
ル
モ
ノ
モ
亦
絶
対
ノ
セ
シ
ム
ル
所
ナ 

ラ
ン 

然
レ
ト
モ
吾
人
ノ
自
覚
ハ
避
悪
就
善
ノ
天
意
ヲ
感
ス 

是
レ
道
徳
ノ
源
泉
ナ
リ 

吾
人
ハ
喜
ン
テ
此
事
二
従
ハ
ン 

何
モ
ノ
カ
善
ナ
ル
ヤ 

何
モ
ノ
カ
悪
ナ
ル
ヤ 

他
ナ
シ 

吾
人
ヲ
シ
テ
絶
対
ヲ
忘
レ
サ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
是
レ
善
ナ
リ 

吾
人
ヲ
シ 

テ
絶
対
ニ
背
カ
シ
ム
ル
モ
ノ
是
レ
悪
ナ
リ
而
シ
テ
絶
対
ハ
吾
人
二
満
足
ヲ
与
へ
反
対
ハ
吾
人
二
不
満
ヲ
与
フ
故
二
満
足
ヲ
生
ス 

ル
モ
ノ
ハ
善
ナ
リ
不
満
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ハ
悪
ナ
リ

多

田

は

「
絶
対
他
力
の
大
道
」
を

「自
己
ト
ハ
他
ナ
シ
」
と
い
う
文
章
か
ら
始
め
る
が
、
そ
の
日
の
記
事
の
冒
頭
か
ら
「自
己
ト
ハ
何
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ソ
ヤ 

是
レ
人
世
ノ
根
本
的
問
題
ナ
リ
」
と
い
う
言
葉
ま
で
を
省
い
た
。
こ
の
省
か
れ
た
部
分
は
満
之
の
求
道
に
お
け
る
迷
悶
や
課
題
を 

押
さ
え
た
部
分
と
い
え
る
。
が
、
そ
の
部
分
を
多
田
は
無
視
し
た
。
ま
た
第
一
節
の
引
用
を
終
え
た
後
の
「
絶
対
吾
人
二
賦
与
ス
ル
ニ
善 

悪
ノ
観
念
ヲ
」
以
下
を
切
り
捨
て
た
。
し

か

し
こ

れ

も

ま
た
『臘
扇
記
』

の
課
題
が
信
念
の
確
立
の
た
め
の
修
養
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

『臘
扇
記
』

の
主
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
田
は
こ
の
第
一
節
の
引
用
の
と
き
あ
え
て
前
後
を
切
り
落
と
し
た
。
そ
れ 

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
第
七
節
で
は
、
多

田

は

「
天
道
ノ
大
命
」
と
い
う
言
葉
を
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
と
書
き
改
め
、
そ
し
て
そ
れ
を
こ
の
文
の
題
に 

し
た
。
意
外
な
こ
と
に
清
沢
の
文
章
に
は
「
絶
対
他
力
」
と
い
う
用
例
は
な
い
。
こ
の
言
葉
は
多
田
の
創
出
な
の
で
あ
る
。
ま
た
清
沢
の 

「
天
」
な
ど
の
用
語
を
、
多

田

は

「如
来
」
な
ど
の
仏
教
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
私
た
ち
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
こ
う
思
う
。
『臘
扇
記
』
は
満
之
が
信
念
を
確
立
し
て
ゆ
く
修
養
の
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
遇
う
ま
で
の
満 

之
の
喘
ぐ
よ
う
な
歩
み
が
あ
る
。
多
田
は
、
そ
の
修
養
の
記
録
の
中
か
ら
他
力
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
信
仰
の
花
だ
け
を
摘
み
取
っ
た
。
満 

之
の
言
説
の
背
景
に
は
、
自
己
の
妄
念
の
闇
を
見
つ
め
る
と
い
う
根
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
初
め
て
他
力
の
讃
嘆
が
生
れ
出
て
く
る
。
そ 

れ
ゆ
え
に
そ
の
讃
嘆
は
妄
念
の
闇
を
背
負
っ
て
い
る
私
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
か
と
い
う
課
題
を
見
据
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
多
田 

は
そ
の
求
道
の
記
録
か
ら
他
力
の
讃
嘆
の
と
こ
ろ
だ
け
を
切
り
取
っ
て
編
集
し
た
。

つ

ま

り

『臘
扇
記
』

の
光
の
花
だ
け
を
摘
み
取
っ
た
。
 

そ
の
意
味
で

「
絶
対
他
力
の
大
道
」
は
非
常
に
感
銘
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
多
田
は
満
之
の
闇
の
根
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
の 

で
、
根
の
な
い
花
が
や
が
て
枯
れ
る
よ
う
に
、
根
を
失
っ
た
多
田
の
満
之
理
解
と
い
う
も
の
は
や
が
て
枯
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
。

つ
ま
り
多
田
は
満
之
の
宗
教
的
な
語
り
の
花
を
見
て
い
た
が
、
な
ぜ
そ
の
語
り
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
語
り
の
根 

の
部
分
を
は
っ
き
り
と
見
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
結
局
、
多
田
の
満
之
，
精
神
主
義
理
解
と
い
う
も
の
は
情
緒
的
な
雰
囲
気 

に
流
れ
て
し
ま
っ
た
。
花
が
根
を
失
い
枯
れ
て
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
に
な
れ
ば
新
し
い
種
子
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で 

あ
る
。
私
た
ち
は
、
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
を
読
む
と
き
に
は
『臘
扇
記
』
を
背
景
に
し
て
読
む
必
要
が
あ
ろ
う
。
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多
田
は
、
満
之
を
他
力
を
讃
嘆
す
る
人
格
と
し
て
の
み
理
解
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
満
之
は
、
他
力
の
讃
嘆
と
い
う
こ 

と
と
同
時
に
、
他
力
と
い
う
宗
教
言
説(

つ

ま

り

「
宗
義
」)

を
本
当
に
生
き
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
課
題
を 

も
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
教
え
を
、
思
想
や
教
義
で
は
な
く
、
発
遣
の
教
言
と
し
て
受
け
止
め
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
宗
義
が
宗
学
に
止
ま 

る
の
で
は
な
く
、
安
心
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
内
観
反
省
と
い
う
修
養
を
尽
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の

課

題

が

『臘
扇
記
』

に
お 

け
る
宗
教
言
説
の
問
い
直
し
と
な
り
、
満
之
の
独
自
の
宗
教
的
信
念
の
語
り
を
紡
ぎ
だ
す
の
で
あ
る
。

五

教

権

と

如

来

満

之
は

絶

筆

「我
信
念
」

に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

其
窮
極
の
達
せ
ら
る
、
前
に
も
、
随
分
宗
教
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
様
な
決
着
は
、
時
々
出
来
ま
し
た
が
、
其
が 

後
か
ら
後
か
ら
打
ち
壊
は
さ
れ
て
し
ま
う
た
こ
と
が
、
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
、
論
理
や
研
究
で
宗
教
を
建
立
し
や
う
と
思
ふ
て
居
る 

間
は
、
此
難
を
免
れ
ま
せ
ぬ
、

満
之
も
多
田
と
同
じ
よ
う
に
信
念
が
何
度
も
決
着
し
て
は
壊
れ
る
と
い
う
体
験
に
苦
し
ん
で
い
た
と
告
白
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら 

満
之
は
そ
の
論
理
や
研
究
の
窮
極
の
結
果
、
「自
分
の
実
感
の
極
致
」
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
て
、
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
、
と
云
ふ
点
が
あ
り
ま
す'

此
の
自
力
の
無 

功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
其
頭
の
挙
げ
や
う
の
な
い
様
に
な
る
、
と
云
ふ
こ
と
が
必
要 

で
あ
る
、
〔
…
中
略:.

〕
我
に
は
何
に
も
分
か
ら
な
い
、
と
な
っ
た
処
で
、

一
切
の
事
を
挙
げ
て
、
悉
く
之
を
如
来
に
信
頼
す
る' 

と 

云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
私
の
信
念
の
大
要
点
で
あ
り
ま
す
。

「
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
如
来
に
信
頼
す
る
」
、
こ
こ
に
満
之
の
「動
揺
な
き
の
境
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

大
正
九
年
、
多
田
は
、
信
仰
体
験
を
語
る
門
徒
に
次
の
よ
う
に
告
げ
た
と
い
う
。
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「貴
方
の
体
験
は
貴
い
然
し
所
謂
体
験
の
宗
教
、
恩
寵
の
宗
教
、
実
感
の
宗
教
を
語
る
も
の
、
如
き
何
に
な
り
ま
せ
う
。
定
め
な
き 

凡
夫
の
感
謝
の
上
に
築
か
れ
た
信
仰
は
ま
た
凡
夫
の
環
境
と
思
想
の
動
揺
に
依
っ
て
何
時
で
も
倒
壊
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ぬ
。
大
い
に 

お
考
へ
に
な
ら
ね
ば
い
け
ま
せ
ぬ
」

こ
こ
に
多
田
が
批
判
し
よ
う
と
す
る
信
仰
が
「体
験
」
「
恩
寵
」
「実
感
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
み
ず
か
ら
の
依
る
境
地
に 

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
伝
え
た
と
い
う
。

私
は
亡
ぶ
る
こ
と
な
く
動
く
こ
と
な
く
変
る
こ
と
な
い
釈
尊
の
お
言
葉
で
あ
る
経
を
絶
対
に
信
じ
ま
す
仏
は
法
に
居
る
と
仰
せ 

ら
れ
ま
し
た
。
〔
…
中
略:.

〕
私
は
眼
前
に
差
し
寄
せ
て
下
さ
っ
た
御
経
の
上
に
弥
陀
の
お
言
葉
を
聴
き
御
誓
願
を
い
た
”、
い
て
人
間

⑯
 

の
感
覚
を
超
え
て
如
来
様
の
御
救
ひ
を
信
得
い
た
し
ま
す
。
 

多
田
は
動
じ
な
い
信
仰
の
境
地
を
求
め
て
「
経
」
に
辿
り
つ
い
た
。
満
之
が
論
理
や
研
究
に
よ
る
宗
教
的
信
念
は
壊
れ
て
ゆ
く
と
い
う 

よ
う
に
、
多
田
も
ま
た
論
証
や
説
明
に
よ
っ
て
信
仰
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
と

も

に

「
論
理
や
研
究
」(

満
之)

「
論
証
や 

説
明
」(

多
田)

の
限
界
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
二
人
の
語
り
は
似
て
い
る
と
も
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、
二
人
が
行
詰
っ
た
結
果
立
つ 

た
と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
い
た
。
多

田

は

「称
へ
よ
と
の
仰
せ
」
「知
識
伝
持
の
仏
語
」(

「動
転
」)

「伝
統
の
招
喚
」(

「生
涯
及
び
地
位
」) 

「亡
ぶ
こ
と
な
く
動
く
こ
と
な
く
変
る
こ
と
の
な
い
釈
尊
の
お
言
葉
で
あ
る
経
」
、

つ
ま
り
経
の
教
権
に
依
る
と
い
う
。
満
之
は
自
分
は 

窮
極
の
結
果
、
「如
来
を
信
ず
る
云
ふ
こ
と
を
惹
起
し
た
」
「如
来
に
信
頼
す
る
」
「如
来
に
寄
托
し
て
」(

以

上

「我
信
念
」)

、

つ
ま
り
如 

来
に
憑
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

多
田
は
、
そ
の
伝
統
が
私
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
、

つ
ま
り
そ
の
歴
史
的
社
会
的
現
実
と
し
て
の
経
の
権
威
に
額
ず
く
べ
き
だ 

と
い
う
。
確
か
に
そ
れ
以
外
に
私
た
ち
が
宗
教
言
説
に
出
会
う
形
は
な
い
。
し
か
し
経
が
普
遍
的
だ
と
い
っ
て
も
、
時
代
社
会
に
表
わ
れ 

た
形
と
し
て
は
無
数
の
宗
教
言
説
の
一
つ
で
あ
る
。

思
う
に
多
田
の
信
仰
は
宗
教
的
熱
情
と
倫
理
的
傾
向
を
そ
の
著
し
い
特
徴
と
し
て
い
る
。
宗
教
的
熱
情
は
、
元
来
、
感
情
で
あ
る
か
ら
、
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泡
沫
の
よ
う
に
消
え
、
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
論
や
体
験
で
武
装
さ
れ
よ
う
と
も
、
結 

局
は
、
感
情
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
感
情
に
よ
る
信
仰
は
、
亡
び
ず
動
ぜ
ず
変
ら
な
い
形
を
、

つ
ま
り
形
と
な
っ
た
言
説(

教
義) 

や
制
度
的
な
伝
統(

宗
門)

を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
熱
情
の
う
つ
ろ
い
と
と
も
に
信
仰
も
消
え
て
ゆ
く
し
か
な
い 

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
形
に
依
頼
す
る
信
仰
は
、
教
条
的
、
儀
礼
的
形
式
に
固
執
し
、
形
骸
化
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
 

満

之

は

「如
来
に
寄
托
し
て
」
と
い
う
。
如
と
い
う
本
来
の
世
界
か
ら
様
々
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
く
る
よ
う
な
は
た
ら
き
に
憑
る
と 

言
う
の
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
如
来
は
諸
仏
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
社
会
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
る
。
親
鸞
の
浄
土
真
宗
の
伝 

統
だ
け
が
如
来
に
立
つ
伝
統
の
発
遣
で
は
な
い
と
い
う
境
地
に
生
き
て
い
る(

「将
来
の
宗
教
」
参
照
〇
と
に
か
く
満
之
が
如
来
と
い
う
と 

き
、
如
来
と
い
う
も
の
は
如
の
世
界
が
私
た
ち
の
た
め
に
現
れ
て
く
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
「
如
よ
り
来
生
し
て
報
・
応

・
化
種
々
の
身 

を
示
し
現
し
た
ま
う
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
親
鸞
と
い
う
人
格
や
言
葉
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス 

の
言
葉
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
安
藤
が
伝
え
る
満
之
の
信
仰
の
「
動
揺
な
き
境
」
に
つ
い
て
の
言
葉
の
続
き
を
示
そ 

う
。

余

〔
満
之
〕
は
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
主
義
に
従
ふ
、
し
か
も
他
力
本
願
の
信
仰
は
動
か
ざ
る
な
り
。
余
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
尊
信
す
、
 

し
か
も
如
来
の
救
済
を
疑
は
ざ
る
な
り
。
余
は
、
キ
リ
ス
ト
の
山
上
の
聖
訓
を
喜
ぶ' 

し
か
も
大
悲
の
誓
約
の
誤
ら
ざ
る
こ
と
を
信 

ず
と
。

つ
ま
り
こ
こ
に
如
来
と
い
う
も
の
に
立
っ
た
信
念
の
あ
り
方
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
の
伝
統
に
し
っ
か
り
立
つ
と
い
う 

こ
と
は
、
あ
る
決
ま
っ
た
伝
統
の
形
に
固
執
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
伝
統
の
う
ち
に
い
か
な
る
理
窟
や
説
に
よ
っ
て
も
動
揺
し
な
い 

信
念
の
境
地
、
そ
れ
は
あ
る
説
を
拒
ん
だ
り
あ
る
説
に
の
み
依
っ
た
り
す
る
あ
り
方
を
超
え
た
信
念
の
境
地
で
あ
る
が
、
そ
の
境
地
を
確 

立
す
る
と
き
に
、
私
た
ち
は
様
々
な
伝
統
を
通
し
て
現
れ
る
如
来
の
世
界
に
出
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
教
的
多
元
世 

界
に
お
け
る
宗
教
言
説
理
解
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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多
田
の
信
仰
は
城
の
ご
と
く
堅
実
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
硬
直
し
た
、
清
沢
の
信
仰
は
金
剛
の
ご
と
く
堅
固
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
寛
容
で 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
満
之
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
宗
教
言
説
の
理
解
と
語
り
は
、
多
田
の
よ
う
な
伝
統
的
な
教
義 

に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
真
宗
人
に
と
っ
て
受
容
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
多
田
に
限
る
の
で
は
な
く
、
曽
我
、
暁
烏
、
安
藤 

ら
が
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
も
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
否
、
こ
の
困
難
さ
は
一
つ
の
宗
教
的
伝
統
に
属
す
る 

も
の
に
と
っ
て
は
誰
に
お
い
て
も
変
ら
な
い
困
難
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
満
之
も
ま
た
伝
統
の
言
説
の
呪
縛
に 

苦
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
満
之
も
多
田
も
と
も
に
教
え
へ
の
関
り
方
に
苦
し
ん
だ
。
し
か
し
多
田
は
教
権
の
信
者
へ
と
転 

換
し
、
満
之
は
如
来
を
信
ず
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
差
は
ど
こ
か
ら
生
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
一
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。
満
之
が 

求
道
に
お
い
て
宗
教
言
説
そ
の
も
の
の
本
質
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
多
田
は
求
道
に
お
い
て
宗
教
言
説
そ
の
も
の
の
本
質
を
問
わ
な
か 

っ
た
、
そ
こ
に
決
定
的
差
が
生
れ
た
、
と
。

註
①
 

「清
沢
満
之
に
お
け
る
宗
教
言
説
の
問
い
直
し
」(

『親
鸞
教
学
』
ハ

二

・
ハ
三
号)

。
ち
な
み
今
回
の
論
文
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
一
三
日
、
真 

宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
に
お
い
て
発
表
し
た
信
道
講
座
「清
沢
満
之
の
宗
教
言
説
——
多
田
鼎
師
の
批
判
を
手
が
か
り
に
」
の
原
稿
を
も
と
に
作
成
し 

た
。

②
 

多
田
は
清
沢
批
判
や
戦
争
問
題
の
た
め
、
大
谷
派
の
教
学
の
世
界
で
は
ほ
と
ん
ど
抹
殺
さ
れ
て
い
る
か
の
印
象
を
受
け
る
。
伊
香
間
祐
学
は
「今 

日
の
大
谷
派
の
教
学
者
か
ら
は
多
田
鼎
は
イ
エ
ス"

キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
ユ
ダ
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
彼
の
批
判
内
容
も
あ
ま
り
検
討
さ
れ
な
い
ま
ん 

ま
葬
り
去
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
す
」(

「精
神
主
義
を
問
い
直
す
一
近
代
教
学
は
社
会
の
問
題
に
ど
う
答
え
た
か
一
』
北
陸
聞
法
道
場
出
版
部
、

一
九 

九
ー 

ー
年
、

一
〇
ー
ー
頁)

と
述
べ
て
い
る
。
私
は
、
清
沢
に
お
け
る
多
田
を
、
イ
エ
ス
”
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
ユ
ダ
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
釈
尊
に
お 

け
る
提
婆
尊
者
と
し
て
仰
ぎ
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
多
田
の
批
判
は
教
学
と
し
て
検
討
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

③
 

『清
沢
満
之
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
四
一 

ー
五
頁
。
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⑪一⑩⑨⑧ ⑦⑥ ⑤④

『清
沢
満
之
全
集
』
第V
巻
、
法
蔵
館
、
六
二
ー
ー
頁
。

宮
城
顎
は
、
暁
烏
と
多
田
の
恩
寵
主
義
の
性
格
の
ち
が
い
に
つ
い
て
に
お
い
て
、

一
元
論
と
二
元
論
、
自
然
主
義
と
倫
理
主
義
と
ま
と
め
て
い
る 

(

「浩
々
洞
」
『清
沢
満
之
の
研
究
』
教
学
研
究
所
、
三
五
六
頁)

。

『精
神
界
』
第
十
四
巻
第
九
号
、

一
九
一
四(

大
正
三)

年
九
月
発
刊
、
 

三
一
ー
四
七
頁
。

『精
神
界
』
第
十
四
巻
第
十
一
号
、

一
九
一
四(

大
正
三)

年
十
一
月
発
刊
、
三
二I

五
〇
頁
。(

文

末

に

「
三
、

一
〇
、
二
四
、
千
葉
に
て
」
 

と
記
さ
れ
る
。)

安
藤
州
一
「
浩
々
洞
の
懐
旧
」
『資
料 

清
沢
満
之 

資
料
篇
』
同
朋
舎
、

一
九
九
一
年
一
九
九
頁
。

同
一
ー
二
三
頁
。

『現
代
仏
教 

七
月
号 

十
周
年
記
念
特
輯
号
明
治
仏
教
の
研
究
・
回
顧
』
昭
和
八
年
刊
。
ち
な
み
に
前
掲
の
安
藤
「浩
々
洞
の
懐
旧
」
も
同
雑 

一
同
号
か
ら
連
載
が
始
っ
て
い
る
。

〈多
田
鼎
略
年
譜
〉

明
治
ハ
年(

一
歳)

、
父
多
田
慶
龍(

村
上
専
精
の
養
父
の
弟)

、
母
三
枝
の
三
男
と
し
て
三
河
蒲
郡
、
真
宗
大
谷
派
常
円
寺
に
生
ま
れ
る
。
 

明
治
二
十
四
年(

十
七
歳)

、
東
京
郁
文
館
中
学
校
〔
正
科
二
年
〕
に
入
学
。

明
治
二
十
五
年(

十
八
歳)

〔
平
僧
〕
得
度
、
法
名
慶
悟
。

明
治
二
十
六
年(

十
九
歳)

、
六
月
、
東
京
専
門
学
校
専
修
英
語
科
に
転
入
。
九
月
東
京
専
門
学
校(

現
早
稲
田
大
学)

文
学
部
に
入
学
。
坪 

内
逍
遥
、
夏
目
漱
石
に
学
ぶ
。
十
月
、
村
上
専
精
よ
り
清
沢
満
之
の
こ
と
を
聞
き
、
清
沢
を
校
長
と
し
て
京
都
に
創
立
し
た
ば
か
り
の
真
宗
第
一 

中
学
寮
第
二
部
四
年
に
転
入
。
こ
の
と
き
清
沢
、
暁
烏
敏
と
会
う
。

明
治
二
十
七
年(

二
十
歳)

、
五
年
進
級
の
の
ち
肺
を
病
み
喀
血
、
自
坊
に
か
え
り
養
病
。

明
治
二
十
ハ
年(

二
十
一
歳)

、
九
月
、
京
都
第
一
中
学
寮
五
年
生
に
復
学
。
佐
々
木
月
樵
、
暁
烏
と
同
級
生
と
な
る
。

明
治
一
ー
十
九
年(

二
十
二
歳)

、
九
月
、
高
倉
の
真
宗
大
学
第
二
部
に
入
る
。
十
一
月
、
白
川
党
の
宗
門
改
革
運
動
が
起
こ
り
、
運
動
に
参
加 

し
退
学
処
分
を
受
け
る(

翌
年
復
学)

。
こ
の
な
か
で
清
沢
と
深
く
接
し
、
そ
の
と
き
に
「此
間
再
三
白
川
の
寓
居
を
敲
き
清
沢
先
生
と
談
じ
た 

る
が
、
意
見
合
致
す
る
に
到
ら
ざ
り
し
も
師
は
た
し
か
に
一
種
の
信
仰
を
持
せ
り
」
と
語
る
。
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明
治
三
十
三
年(

二
十
六
歳)

、
佐
々
木
、
暁
烏
ら
と
共
に
真
宗
大
学
を
卒
業
。
九
月
、
佐
々
木
、
暁
烏
と
共
に
東
上
、
清
沢
の
も
と
浩
々
洞

を
始
め
る
。
真
宗
大
学
の
研
究
院
に
席
を
お
き
、
仏
伝
の
研
究
を
す
る
。

明
治
三
十
四
年(

二
十
七
歳)

、

明
治
三
十
五
年(

二
十
八
歳)

、

明
治
三
十
六
年(

ー
ー
十
九
歳)' 

沢
没
。

明
治
四
十
四
年(

三
十
六
歳)

、

大
正
三
年(

四
十
歳)

、
再
び
千
葉
に
赴
き
千
葉
教
院
に
入
る
。
『精
神
界
』
に

九

月

「我
は
此
の
如
く
動
転
せ
り
」
、
十

一

月

「願
は
く
ば
我 

が
昨
非
を
語
ら
し
め
よ
」
を
発
表
。
「精
神
主
義
に
疑
問
を
も
ち
、
内
心
の
動
転
を
へ
て
、
『大
経
」

に
よ
っ
て
正
し
く
真
宗
に
帰
す
。」(

「
み
ど 

り
ご
』
年
譜)

一
月
、
浩
々
洞
よ
り
『精
神
界
」
発
行
。
九
月
、
真
宗
大
学
教
授
嘱
託
と
な
り
宗
乗
を
担
任
す
る
。

十
一
月
、
大
学
紛
擾
起
こ
り' 

清
沢
に
従
っ
て
職
を
辞
す
。

四
月
、
千
葉
駐
在
と
な
り
て
千
葉
教
院(

千
葉
市
旭
町)

を
開
く 
(

以
後
、
九
年
歳
月
を
経
る)

。
六
月
、
清

十
一
月
、
自
坊
の
事
情
の
た
め
千
葉
教
院
を
西
本
龍
山
に
委
ね
、
三
河
常
円
寺
に
帰
る
。

大
正
四
年(

四
十
一
歳)

、
千
葉
を
去
っ
て
帰
郷
す
る
も
、
自
坊
の
事
情
の
た
め
、
妻
子
を
と
も
な
っ
て
北
海
道
に
赴
き
伝
道
に
従
事
。
 

大
正
五
年(

四
十
二
歳)

、
六
月
、
再
び
肺
を
病
ん
で
北
海
道
か
ら
寺
に
帰
る
。
常
円
寺
の
住
職
を
拝
命
す
る
。
病
気
の
た
め
佐
々
木
の
勧
め

で
西
宮
に
転
地
療
養
し
伝
道
に
従
事
。

大
正
六
年(

四
十
三
歳)

ハ
月
、
長
兄
公
巌
没
の
た
め
三
河
常
円
寺
に
帰
り
、
専
ら
寺
を
経
営
す
。

大
正
ハ
年(

四
十
五
歳)

結
核
が
一
応
治
ま
り
帰
寺
。

大
正
十
二
年(

四
十
九
歳)

、
九
月
雑
誌
『
み
ど
り
ご
』
創
刊
。

大
正
十
三
年(

五
十
歳)

、
四
月
一
日' 

新
設
の
東
本
願
寺
の
伝
道
講
究
所
の
院
長
に
就
任
。

大
正
十
四
年(

五
十
一
歳)

、
七
月
、
山
田
文
昭
、
石
川
了
整
ら
と
連
名
で
、
真
宗
同
朋
教
会
を
結
成
。
本
山
議
制
会
賛
衆
と
な
る
。

昭
和
四
年(

五
十
五
歳)

、
春
、
急
性
肺
炎
に
罹
り
、
こ
の
後
は
外
出
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
。
 

昭
和
八
年(

五
十
九
歳)

、
『現
代
仏
教
』
に

「清
沢
満
之
師
の
生
涯
及
び
地
位
」
を
発
表
。
 

昭
和
十
二
年(

六
十
三
歳)

、
十
二
月
七
日
、
没
。
号
は
参
川
、
法
名
は
信
斯
院
釈
慶
悟
。
講
師
を
授
与
さ
れ
る
。
 

参
考
資
料 

多

田

鼎

「昨
非
」
。
安

藤

州

一

『多
田
鼎
先
生
伝
」(

静
岡
同
朋
会
、

一
九
五
五
年)

。
岸

本

謙

一

「多
田
鼎
先
生
の
生
涯
と
思
想
」
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(

『親
鸞
に
出
遇
っ
た
人
び
と(1)
』
、
同
朋
舎
、

一
九
ハ
九
年
、
年
譜)

。
村
上
専
龍
「多
田
先
生
の
年
譜
」(

『法
語
集 

み
ど
り
ご
』

一
九
六 

九
年
、
百
華
苑
〇
『み
ど
り
ご
』
第
十
五
巻
第
十
二
号
掲
載
年
譜
。
な
ど
。

⑫
 

「多
田
は
信
仰
、
暁
烏
は
政
治
、
佐
々
木
は
学
問
の
た
め
、
宗
門
大
学
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
、
東
京
の
清
沢
師
の
許
に
集
ま
る
事
と
な
っ
た
」 

(

「浩
々
洞
の
懐
旧
」
『資
料 

清
沢
満
之
〈資
料
篇
〉』
同
朋
舍
、

一
九
九
一
年
、

一
七
四
頁0

⑬

安
藤
州
一
『多
田
鼎
先
生
伝
』
四
頁
。

⑭

同
一
〇
ー
ー
ー
頁
。

⑮

同
ニ
ー
頁
。

⑯
 

多

田

「昨
非
」
三
三
頁
。

⑰
 

岸

本

「多
田
鼎
先
生
の
生
涯
と
思
想
」
ニ
ニ
九!

二
三
〇
頁
。

⑱
 

多

田

「動
転
」
四
五
頁
。

⑲
 

多

田

「昨
非
」
三
二
頁
。

⑳
 

多

田

「昨
非
」
五
〇
頁
。

㉑
 

岸

本

「多
田
鼎
先
生
の
生
涯
と
思
想
」
二
三
四
頁
。

㉒
 

『精
神
界
』
第
十
四
巻
第
十
二
号
、

一
〇
頁
。

㉓

同

ニ

頁

。

㉔
 

羽
田
信
生
「
「救
済
者
」
か

ら

「求
道
者
」

へ
——
暁
烏
敏
の
「
ア
ミ
ダ
仏
」
観
の
変
遷
」(

『大
乗
の
至
極 

浄
土
真
宗 

国
際
真
宗
学
会
第
六
回 

大
会
報
告
』)

二
四
〇
—
二
四
九
頁
を
参
照
。

㉕
 

「信
仰
の
変
と
不
変
と
」
『精
神
界
』
第
一
四
巻
第
十
二
号
、

一
ニ
頁
。

㉖

『精
神
界
』
第
十
七
巻
第
四
号
ハ
ハ
—
ハ
九
頁
。

㉗

同
九
二
頁
。

㉘

同
九
二
ー
九
三
頁
。

㉙

同
九
二
頁
。
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㉚
 

「自
覚
の
教
学
」
『安
田
理
深
選
集
」
第
一
巻
、
文
栄
堂
、
五
二
三
頁
。

㉛
 

多
田
が
精
神
主
義
を
お
さ
え
た
五
占
〔と
は
、

一
内
観
主
義'

一
ー
万
物
一
体
の
信
念
、
三 

他
力
主
義' 

四 

自
然
主
義
、
五 

現
在
安
住
主 

義
で
あ
る
。

@

多

田

「生
涯
及
び
地
位
」

ニ
ハ
ハ
頁
。

@

同
一
六
ハ
頁
。

@

同
一
六
六
頁
。

@

同
一
六
ハ
頁
。

@
 

「
『浄
土
の
観
念
』
を
読
む
」(

『み
ど
り
ご
』
第
四
巻
第
十
二
号
、
六
頁)

。

@
 

『真
宗
聖
典
』

一
三
五
頁
。

@

『高
僧
和
讃
』
曇
鸞
讃
第
三
十
二
首
、
『真
宗
聖
典
』
四
九
四
頁
。

@

ギ
ル
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
「主
観
性
——
精
神
主
義
の
強
さ
と
弱
さ
」(

『大
乗
の
至
極 

浄
土
真
宗 

国
際
真
宗
学
会
第
六
回
大
会
報
告
」
二 

五
四
頁)

を
参
照
。

@
 

『精
神
界
』
第
二
巻
第
六
号
。

@

暁

烏

敏

『絶
対
他
力
』
弘
文
堂
刊
、
昭
和
一
ー
十
九
年
、
東
京
、

一
頁
。

@
 

『清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
三
六
ニ
ー
三
六
三
頁
。
但
し
、
圏
点
は
省
い
た
。

@
 

『清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
、
 

岩
波
書
店
、

ニ
ハ
ニ
頁
。

@

同
一
亠
ハ
ー
ー 

ー
六
二
頁
。

⑮
 

白
川
梅
次
郎
「耳
底
に
残
れ
る
先
生
の
仰
せ
」
『み
ど
り
ご
』
第
十
五
巻
第
十
二
号
、
昭
和
十
三
年
一
月
発
行'

ー
ー
頁
。

⑯

同
右
。

@
 

『教
行
信
証
』
証
巻
、
『真
宗
聖
典
』
二
八
〇
頁
。

@
 

「清
沢
満
之
全
集
』
第
九
巻
、
 

岩
波
書
店
、
四
一 

ー
五
頁
。

@
 

私
はV

・
し
-

フ
ラ
ン
ク
ル
の
次
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
「信
仰
は
、
硬
直
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
后
仰
は
堅
固
で
あ
る
べ
き
で
す
。
硬
直
し
た

38



信
仰
は
狂
信
的
に
さ
せ
ま
す
が
、
堅
固
な
信
仰
は
寛
容
に
さ
せ
ま
す
。
信
仰
が
堅
固
で
な
い
人
は
、
両
手
で
硬
直
し
た
教
条
に
し
が
み
つ
き
ま
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
信
仰
が
堅
固
な
人
は
、
両
手
が
自
由
で
す
。
そ
し
て
、
両
手
を
他
者
に
差
し
伸
べ
、
他
者
と
実
存
的
に
交
わ
る
の
で
す
。
」
〔V

・ 

丘
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『苦
悩
す
る
人
間
』
春
秋
社
、
一-

一
三
頁)

ま
た
安
藤
州
一
は
多
田
の
信
仰
を
「君
の
信
仰
の
如
き
は
、
堅
実
と
言
ふ
べ
し
、
深 

遠
と
言
う
可
ら
ず
」(

「浩
々
洞
の
懐
旧
」

一
九
八
〜
一
九
九
頁)

と
評
し
て
い
る
。
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