
現
代
社
会
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
倫
理

——

グ
ロ
ー
バ
ル
的
視
点
——

ケ

ネ

ス
"

タ

ナ

カ
 

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
今
年
の
二
月
に
も
大
谷
大
学
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
立
派
な
体
育
館
も
完
成
さ
れ
、
 

大
谷
大
学
の
意
気
込
み
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

私
は
現
在
、
東
京
に
あ
り
ま
す
武
蔵
野
女
子
大
学
の
現
代
社
会
学
部
に
所
属
し
て
お
り
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
教
鞭
の
場
を 

移
籍
し
て
、
今
年
で
二
年
目
に
な
り
ま
す
。
女
子
大
と
申
し
ま
し
て
も
、
大
学
院
の
授
業
は
共
学
で
し
て
、
こ
こ
で
は
私
の
専
門
で
あ
る 

「浄
土
教
」

の
講
座
を
持
っ
て
い
ま
す
。
学
部
で
受
け
持
つ
主
な
授
業
と
し
て
は
、
二
年
生
の
必
修
科
目
で
「共
生
の
原
理
」(

副
題
，
仏 

教
縁
起
論)

と
い
う
授
業
が
あ
り
、
毎
年
三
百
五
十
人
の
女
子
学
生
に
教
え
て
い
ま
す
。
今
の
若
者
達
は
精
神
的
、
倫
理
的
な
問
題
に
関 

し
て
は
、
興
味
を
示
さ
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
学
生
さ
ん
達
を
見
て
い
る
限
り
、
私
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
思 

え
ま
せ
ん
。
彼
女
達
は
、
私
の
話
を
か
な
り
真
剣
に
聞
い
て
く
れ
て
、
授
業
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
覗
わ
れ
ま
す
。
特
に 

毎
回
授
業
に
関
す
る
意
見
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
る
彼
女
た
ち
の
感
想
文
を
読
み
ま
す
と
、
日
本
の
若
者
は
、
決

し

て

「捨
て
た
者
」
で 

は
な
い
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
現
在
の
日
本
に
は
、
若
者
に
対
し
て
の
悲
観
的
な
ム
ー
ド
感
が
漂
い
過
ぎ
て
い 

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
本
当
は
若
い
世
代
に
も
っ
と
社
会
の
安
定
化
と
活
性
化
を
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

さ
て' 

今
日
は
、
私
の
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
専
門
的
な
研
究
発
表
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
~

般
の
方
々
に
も
御
理
解
で
き
る
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よ
う
な
方
法
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
客
観
的
と
い
う
よ
り
、
 

も
っ
と
主
観
的
で
そ
し
て
教
学
的
な
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
事
を
、
前
も
っ
て
お
断
り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
話
し
の
中
で
は
、
新
し
い
本
な 

ど
の
紹
介
を
含
め
な
が
ら
、
「
現
代
社
会
に
お
け
る
真
宗
の
倫
理
——

グ
ロ
ー
バ
ル
的
視
点
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

さ
て
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
私
の
力
で
は
全
世
界
的
な
視
野
ま
で
に
は
お
よ
び
ま
せ
ん
の
で
、
や
は
り
主
に
ア
メ
リ
カ 

的
視
点
か
ら
の
意
見
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
ア
メ
リ
カ
育
ち
で
、
二
年
前
ま
で
は
向
こ
う
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
て
、
今
で
も
家
族
は 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
住
ん
で
い
ま
す
。
従
っ
て
、
日
本
の
こ
と
は
ま
だ
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
日
本
の
こ
と
は
皆
様
に
お
任
せ
し
て
、
 

今
日
は
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
を
中
心
に
お
話
し
し
ま
す
。
わ
た
し
は
、
決

し

て

「
ア
メ
リ
カ
」
と

「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
が
同
義
語
と
は
思
っ
て 

は
い
ま
せ
ん
が
、

ア
メ
リ
カ
に
起
こ
る
こ
と
は
、
往
々
に
し
て
、
世
界
の
他
の
地
域
に
も
よ
く
似
た
現
象
が
起
こ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

従
い
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
就
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
副
題
で
あ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
的
視
点
」
に
通
ず
る
所
が
あ
る
の
で
は 

な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

先
ず
、
今
日
の
お
話
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
は
、
真
宗
の
活
性
化
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
昔
の
範
疇
で
言
え
ば
、
「
王
法
仏 

法
」(

お
う
ぼ
う
，
ぶ
っ
ぽ
う)

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
中
世
の
浄
土
真
宗
教
団
で
も
そ
う
で
し
た
け
れ
ど
も
、
内
面
的
に
は
仏 

法
に
依
る
が
、
外
面
的
に
は
王
法
に
従
う
、
と
い
う
よ
う
に
二
つ
に
分
裂
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
内
面
的
な
面
は
重
要 

だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
内
面
的
な
宗
教
的
体
験
が
柱
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ

の
「
王
法
仏
法
」

で
は
、
宗
教
的
体 

験
は
内
面
だ
け
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
外
面
的
な
行
動
は
、
世
間
の
権
力
者
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
指
導
の
方
法
に
従
っ
て
行
な
わ
れ 

て
い
た
わ
け
な
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
現
代
に
生
き
る
宗
教
者
と
し
て
、
個
人
個
人
の
内
面
的
な
宗
教
体
験
に
基
づ
い
た
外
面
的
な 

「倫
理
」
に
つ
い
て
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
真
宗
の 

活
性
化
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
所
で
す
。

私
に
と
っ
て
、
英

語

の

方

が(

黒
板
に)

書
き
易
い
の
で
英
語
で
書
か
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
先
ず
、
宗
教
と
は
英
語
でお

1
届
1
。
1
1

と
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言
い
ま
す
。
そ
の
な̂

〇'1!
と
は
宗
教
と
い
う
現
象
を
指
す
総
括
的
な
言
葉
で
あ
り' 

そ
の
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
が' 6

&

0-5 

(

倫
理)

で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
倫
理
を
宗
教
の
一
部
と
し
て
見
て
お
り
ま
し
て
、
言
い
換
え
ま
す
と
、
宗
教
は
倫
理
か
ら
か
け
離
れ
た 

も
の
で
は
な
く
、
倫
理
を
包
囲
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
宗
教
と
倫
理
を
別
個
で\

ま
し
て
対
立
し
た
も
の 

と
し
て
考
え
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
宗
教
と
は
倫
理
を
超
え
る
次
元
の
よ
り
高
い
別
個
な
も
の
と
見
る
の
が
通
常
の
よ
う
で
あ
り 

ま
す
。

忍
^

〇-!
!
(

宗
教)

に
含
ま
れ
る
他
の
も
の
と
し
ま
し
て
は
、
宗

教

体

験(
5
2

エ
ミ
巴
な)

、
教

義

〇?00

？,!
一の)

、
儀

式
5?
ミ
巴)

、
お
よ 

び

組

織(
5-
も21:

〇'
巳
も
あ
り
ま
す
。
最
初
の8

2
!

き
巴
一̂

と
は
、
「宗
教
体
験
」
が
日
本
語
と
し
て
最
も
妥
当
な
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
日
本
で
一
番
多
い
訳
は
「
霊
性
」

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
誤
解
を
招
き
易
く
、
ま
た
、
現
代
ア
メ
リ
カ
で
使
わ
れ
て
い
る 

「宗
教
体
験
」
と
言
う
意
味
と
は
か
な
り
異
な
り
ま
す
。5

ヨ!
1
2

巴ー

ミ
と
は
、
仏

教

で

説

く

「覚
り
」

や
真
宗
で
言
う
「
信
心
や
回
心
」 

を
指
し
、
こ
れ
は
宗
教
に
と
っ
て
、
宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
る
宗
教
独
特
な
も
の
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
他
に
挙
げ
ま
し
た
教
義
、
儀 

式
、
お
よ
び
組
織
に
関
し
ま
し
て
は
、
今
日
の
テ
ー
マ
が
倫
理
で
す
の
で
、
ま
た
の
機
会
に
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
説
明
か
ら
省
か
さ 

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
私
が
言
う
「倫
理
」

の
定
義
と
は
、
人
々
の
行
為
、
社
会
に
お
い
て
の
行
為
、
そ
し
て
お
の
ず
か
ら
が
正
か
不
正
か
の 

基
準
に
従
っ
て
行
う
行
為
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
社
会
性
を
重
ん
じ
、
そ
し
て
行
動
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
で
、
社
会
と
行
動 

が
こ
の
定
義
の
中
心
と
な
り
ま
す
。
私
は
、
現
代
に
お
け
る
仏
教
的
倫
理
と
し
て
、
四
つ
の
領
域
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま 

す
。第

一
は
、5

ヨ!

ぎ
巴̂

を
目
指
す
る
修
行
と
行
動
し
て
の
倫
理
で
す
。
そ
れ
は
、
五
戒
や
十
善
業
や
二
百
二
十
七
等
の
戒(

0
%

名
亦) 

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
自
力
的
行
為
を
否
定
す
る
教
え
に
恭
順
す
る
真
宗
者0

1
1

5-8
1
1
6 &

分&

の
宗
教
的
目
的
と
し
て
は
適
用
し 

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
不
殺
生
や
不
盗
難
等
を
説
く
戒
は
一
般
社
会
の
一
員
と
し
て
共
生
す
る
為
に
、
こ
れ
は
根
本
的
価
値
を
提
議
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し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
第
二
に
、
慣
習
、
因

習

〇

。;!
は
ヨ
ー
。
巳
と
い
う
日
常
的
な
倫
理
で
す
。
近
世
日
本
で
は
、
ど 

ち
ら
か
と
い
う
と
、
仏
教
で
は
な
く
、
儒

教

の

「
五
常
」
と
い
う
よ
う
な
倫
理
観
を
持
ち
込
み
、
人
々
が
毎
日
の
生
活
の
中
で
学
び
な
が 

ら
こ
れ
に
従
お
う
と
し
た
の
で
す
。
日
常
社
会
に
お
い
て
は
仏
教
の
倫
理
で
は
な
く
て
、
「
王
法
」

の
倫
理
、

つ
ま
り
非
仏
教
的
な
倫
理 

を
導
入
し
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
現
代
に
は
、
真
宗
の
教
え
を
基
盤
と
し
た
価
値
観
を
、
特
に
人
間
関
係
等
に
関
し
て
、
構
築
す
る
必
要 

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
第
三
に
は
、
告
知
、
同
性
愛
者
同
志
の
結
婚
、
安
楽
死
、
臓
器
移
植
等
、
昔
に
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ 

た
現
代
の
難
し
い
課
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
自
分
が
判
断
す
る
か
と
い
う
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
倫
理
で
す
。
そ
し
て
第
四
は
、
社
会
に 

お
い
て
助
け
を
必
要
と
す
る
人
た
ち
の
為
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
む
貢
献
的
行
為
を
中
心
と
す
る
倫
理
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
 

「倫
理
」
に
は
四
つ
の
領
域
ま
た
は
分
野
が
含
ま
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
日
本
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
点
と
思
い
ま
す
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
人
々
は
宗
教
が
社
会
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と 

を
求
め
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
仏
教
が
社
会
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
仏

教

が

「
一
人
前
の
宗
教
」
で
は
な
い
、
或

い

は

「
本
当 

の
宗
教
」

で
は
な
い
、
と
捉
え
ら
れ
た
り
す
る
の
で
す
。
内
面
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
は
ま
だ
本
質
で
は
な
い
と
見
ら
れ
て
し 

ま
う
。
こ
の
よ
、つ
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
宀
示
教
が
い
か
に
に
貢
献
し
て
い
る
か
が
重
要
と
な
る
の
で
す
。

最
近
出
版
さ
れ
た

『8
0

ミ1
5-
也4

0
1
1
6

』
と
い
う
本
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
年
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、

ハ
ー
バ
ー
ド 

大
学
の
ロ
バ
ー
ト

・
パ
ト
ナ

ム9
0
^
3

中ー

一
骨
邑
と
い
う
社
会
学
者
の
本
で
す
。
旦
〇
ミ
ー
ー
启
巴
〇
ロ6

と
は
比
喩
的
な
表
現
で
す
。 

^

〇
ミ1111
0^
と
い
う
の
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
大
勢
で
行
う
ス
ポ
ー
ツ
で
す
が
、
そ

れ

を

一

人(

巴01
16
)  

で
や
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

パ
ト
ナ
ム
先
生
の
調
査
に
よ
る
と
、

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
社
会
的
参
加
、
例
え

ば

特

に

巴

药

匸

〇!
一?34

1113

0-3
1
1
^

匕

〇'
巴 

4
5
8
0
2
も
〇

1
一

や
戸
丁
ハ
と
い
う
既
成
団
体
の
活
動
が
低
下
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
友
達
や
家
族
と
す
る
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
関
し 

て
も
同
じ
事
が
言
え
、
人
々
は
一
九
七
五
年
に
は
、

一
年
に
平
均
四
・
九
回
も
や
っ
て
い
た
の
に
、

一
九
九
九
年
は
一
「

〇
回
へ
と
減
っ 

て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
社
会
全
体
の
社
会
参
加
低
下
現
象
は
、

一
九
六
五
年
あ
た
り
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
三
十
五
年
間
社
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会
的
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
率
が
下
が
り
続
け
、
現
在
で
は
以
前
の
半
分
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に 

宗
教
へ
の
参
加
率
も
下
が
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
パ
ト
ナ
ム
先
生
は
こ
の
よ
う
な
社
会
現
象
を
取
り
上
げ
、
社
会
が
健
全
で
あ
る
た
め
に 

は
、
人
々
が
お
互
い
に
関
わ
る
事
で
、
築
き
上
げ
る£

2.
化

金

ヨ

邑
(

社
会
的
資
本)

が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
パ
ト
ナ 

ム
先
生
は
、
宗
教
や
宗
教
団
体
が
活
性
化
し
て
、
も
っ
と
社
会
的
に
活
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま 

す
と
、
宗
教
団
体
に
参
加
す
る
人
た
ち
に
は' 

社
会
参
加
を
重
視
し
す
る
人
達
が
平
均
よ
り
多
い
か
ら
だ
と
分
析
し
て
お
ら
れ' 

従
っ
て
、
 

パ
ト
ナ
ム
先
生
は
、
宗
教
に
携
わ
っ
て
い
る
人
々
に
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

私
も
今
回
日
本
に
参
り
ま
し
て' 

日
本
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

要
す
る
に
、
昔

は

「
近
所
社
会
」
が
も
っ
と
健
全
で
、
例
え
ば
、
夏
の
夕
方
に
は
隣
人
同
士
が
夕
飯
の
後
、
外
に
出
て
立
ち
話
を
す
る
と 

い
う
光
景
も
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
程
、
な
く
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
態 

は
、
社
会
の
つ
な
が
り
に
問
題
が
あ
り
、
社
会
全
体
が
危
険
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
三
月
に
、
「社
会
に
お
い
て
宗
教
が
も
っ
と
活
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
学
会
が
二
ユ
ー
ヨ
ー 

ク
州
で
行
わ
れ
、
私
も
参
加
致
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
四
十
人
程
の
学
者
や
宗
教
家
が
集
ま
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
「
政
教
分
離
」 

の
伝
統
が
歴
然
と
し
て
存
在
す
る
為
、
社
会
の
公
共
の
場
に
は
特
定
な
宗
教
が
参
加
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
拒
ま
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
 

社
交
の
場
で
は
宗
教
に
つ
い
て
語
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
事
が
常
識
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
自
体
に
も
、
問
題
が
あ
る
の 

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
最
近
一
般
社
会
の
間
で
問
わ
れ
始
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
学
会
も
そ
の
関
心
を
反
映
し
た
も
の
で
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
一
九
九
九
年
に
全
国
の
小
学
校
へ
、
宗
教
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
配
布
し
ま 

し
た
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
配
ら
れ
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
や
は
り
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
と
い
う
も
の
が
、
と
て
も
重
要
視
さ
れ
て 

い
る
か
ら
な
の
で
す
が
、
今
現
在
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
宗
教
が
存
在
し
す
ぎ
る
為
、
そ
う
い
う
多
数
の
宗
教
を
い
か
に
調
整
し
、
又
、
そ 

れ
に
対
し
て
、
お
互
い
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
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学
校
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
学
生
も
い
ま
す
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
徒
の
子
供
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
先
生
た
ち 

が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
指
針
が
必
要
だ
か
ら
な
の
で
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
例
え
ば
、
 

「多
様
な
宗
教
の
表
現
へ
の
対
応
」
と
い
う
一
章
が
含
ま
れ
、
こ
こ
に
は
各
宗
教
の
祭
日
と
そ
の
行
事
へ
の
対
応
や
、
学
校
と
宗
教
団
体 

と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
持
っ
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
私
立
学
校
は
も
ち
ろ
ん
、
公
立
学
校
で 

も
、
学
生
達
が
自
ら
先
導
し
て
行
う
宗
教
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
認
め
る
所
が
、
か
な
り
増
え
て
き
て
い
は
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
、
地
域 

に
よ
っ
て
宗
教
的
意
識
に
大
分
差
が
あ
り
、
宗
教
に
対
す
る
複
雑
で
曖
昧
な
点
を
よ
り
明
確
す
る
為
に
、
大
統
領
が
全
国
の
公
立
小
学
校 

に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
配
布
し
た
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
に
関
連
し
た
こ
と
で
す
が
、
最
近
ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
立
学
校
で
も
宗
教
を
授
業
で
教
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
特
定
な
宗
教
を
進
め
る
為
で
は
な
く
て
、
比
較
宗
教
と
い
う
視
点
か
ら
の
教
育
で
す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
な
ど
で
は
、
 

十
年
く
ら
い
前
か
ら
、
公
立
の
学
校
で
小
学
校
の
五
、
六
年
生
を
対
象
に
、

い
ろ
い
ろ
な
宗
教
に
つ
い
て
積
極
的
な
教
育
を
行
っ
て
き
て 

い
ま
す
。
私
も
こ
の
教
科
書
作
り
に
加
わ
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
そ
れ
は
、
社
会
が
宗
教
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ 

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
仏
教
が
ア
メ
リ
カ
で
か
な
り
伸
び
て
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
に
は
、
三
百
万
も
の
仏
教
徒
が
い
る
の 

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
百
万
と
は
、
仏
教
徒
と
名
の
る
人
達
の
み
を
示
す
数
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
仏
教
に
強
い 

関
心
を
持
っ
た
人
や
仏
教
に
対
し
て
何
ら
か
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
も
含
め
れ
ば
、
そ
の
数
は
五
倍
以
上
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て 

い
ま
す
。
こ
の
仏
教
の
伸
び
は
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
が
社
会
へ
重
要
な
役
割
を
に
な
い
始
め
て
き
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

倫
理
と
言
い
ま
す
と
、
思
想
と
い
う
よ
り
も
行
動
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
考
え
と
い
う
よ
り
も
行
い
の
方
で
す
ね
。

こ
れ
は
現
代
社
会 

の
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
ポ

ス
ト

・
モ
ダ
ン
」
的
な
見
解
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
現
代
社
会
に
お
け
る
実
践
で
は
、
 

頭
で
考
え
る
と
い
う
よ
り
も
身
体
を
動
か
す
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
行
動
と
い
う
も
の
が
要
求
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さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
と
関
連
し
ま
し
て' 

と
く
に
宗
教
の
分
野
で
は

¢
1

囂

0
1
1
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X
9
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自
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体
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と
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言
葉
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変
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教
の
立
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、
実
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改
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す
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団
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い
う
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さ
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ま
す
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い
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に
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か
っ
た
「
死
」
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し
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の
か
な
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の
興
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が
集
ま
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い
ま
す
。
そ
こ
で 

死
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
異
な
っ
た
新
し
い
観
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ハ
を
持
つ
仏
教
が
注
目
さ
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始
め
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い
る
の
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す
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去
年
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三
大
テ
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ク
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、
「
死
」
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す
る
シ
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ー
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全
米
に
放
映
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ま
し
た
。 

そ
こ
で
は
、
死
が
罪
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
や
生
と
死
が
紙
の
裏
表
の
よ
う
な
も
で
あ
る
と
い
う
、
以
前
キ
リ
ス
ト
文
化
で
は
ほ
と
ん
ど 

言
わ
れ
な
つ
か
た
見
解
を
の
べ
た
の
で
す
。

私
は
長
い
間
、

ア
メ
リ
カ
真
宗
教
団
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関
わ
っ
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き
ま
し
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真
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あ
な
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と
っ
て
浄
土
真
宗
の
最
も
代
表
す
る
教
え
と
は
何
で
す
か
。
」
と
尋
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た
場
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、
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代
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五
〜
六
行
目
に
は
、
「
三
業
」
、

つ
ま
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身
、
口
、
意
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い
う
行
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が
分
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や
す
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表
現
で
強
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て
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1
13

 5  
^
0
2
0
3
 0113111  

〇
へ10-70

^
0
0
0
3
0
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0
1
1

出
ヨ 

3
1
1

ユ件
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四 

1
1
1
3
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7

ミ
〇
巴一  

4

二
巴!1

%

ま
^

%
3
8

こ
と
な
っ
て
い
て
、
す
べ
て
の
生
き
物
の
連
結
が
強
く
輝
き
、
そ
し
て
一
緒
に3

ま
^

や

洱

の(

安
楽
・
悟 

り)

に
到
達
し
ま
す
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「0

。
一̂

I
！  

<
3
1
1
巴
!
!」

は
非
常
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
真
宗
の
教
理
の
真
髄
が
、

一
般
の
人
、
特
に
若
い 

人
に
も
理
解
さ
れ
、
有
意
義
な
教
え
と
な
っ
て
広
ま
っ
て
き
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
 

宗

教

が

隊
!
!

ヨ3

の
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
宗
教
団
体
と
そ
の
教
え
が
、
若
い
世
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
な
り
、
そ
れ 

が
、
宗
教
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
の
で
は
、
と
私
は
確
信
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

の

「
〇
〇
ー
オ11

0
1
一

巴
已 

を
も
う
少
し
詳
し
く
ご
覧
に 

な
れ
ば
、
倫
理
的
な
面
が
か
な
り
旺
盛
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
も
っ
と
お
分
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
よ
、つ
に
、
社
会
的
な
要
請
が
強
く
存
在
し
、
ま
た
倫
理
的
な
面
も
人
々
が
好
ん
で
い
る
と
い
う
社
会
状
況
の
中
で
、
倫
理
と
い
う 

こ
と
を
再
検
討
す
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か?

今
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
真
宗
を
見
て
い
ま
す
と
、0

0
1
1
^
2

2.7
6

0011111^11  

丙
チ
〇,5 
(

構
築
的
真
宗
倫
理)

と
い
う
こ
と
は
、
積
極
的
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
話
し
ま
し 

た
ア
メ
リ
カ
仏
教
団
で
の
出
来
事
で
す
け
れ
ど
も
、
何
年
か
前
に
国
連
か
ら、

一
!  1111131 1

^
^
'

ー！ぢ

〇〇
总̂

1
1
1
6
1
一

け(

人
権
声
明)

が
出
さ
れ 

ま
し
て
、
こ
の
真
宗
教
団
内
の
在
家
者
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
、
こ
れ
を
教
団
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
を
教 

団
に
投
げ
か
け
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
ぎ

ヨ
さ

！宿
！!

亦
(

人
権)

と
い
う
こ
と
は
全
て
の
人
間
の
人
権
を
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
宗
教
団 

体
と
し
て
認
め
る
べ
き
だ
と
提
案
し
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
意
味
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
考
え
方
が
強
い
教
団
側
は
、
宗
教
と
い 

う
も
の
は
こ
の
よ
う
な
外
面
的
な
秣!1

0-5

に
加
担
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
す
。 

も
う
少
し
詳
し
く
説
明
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に=
^

一
ぢ(

権
利)

と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
し
た
。
 

教
団
グ
ル
ー
プ
は1

好1
1

ぢ

を

仏

教
で

言
う

「欲
」
と
見
な
し
た
か
ら
な
の
で
す
。
私
か
ら
言
い
ま
す
と
ヽ
！

1
1
1
1
1
1
3
11

!

届11
0；
と
い
う
の
を
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欲
と
し
て
片
付
け
る
の
は
問
題
で
あ
り
、
他
の
見
方
も
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
例
え
ば
、
「
一
切
衆
生
に
は
仏
に
な
る
可
能
性
が
必
然 

的
に
存
在
す
る
」
、
所
謂
、
「
仏
性
」
と
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
真
宗
的
に
申
し
ま
す
と
、
「摂
取
不
捨
」 

と
い
う
根
本
的
な
教
え
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
誓
願
は
す
べ
て
の
人
、

い

や-

切
衆
生
を
救
う
の
で
す
。
私
は
こ
れ
を、

一
ー
!1111311

！
祠
!
!

矿 

と
同
じ
次
元
で
見
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
や
は
り
少
数
派
の
意
見
で
あ
っ
て
、
人
権
声 

明
の
認
定
は
結
局
却
下
さ
れ
た
の
で
す
。
却
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
「宗
教
は
内
面
的
で
倫
理
は
外
面
的
で
あ
る
」
と
い
う
伝
統 

的
な
先
入
観
が
ま
だ
根
強
く
生
き
残
っ
て
い
る
証
拠
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
結
局
、
そ
の
為
に
、
宗
教
教
団
が
人
権
声
明
の
よ
う
な
倫
理 

的
な
意
見
を
表
明
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

他
に
も
ま
た、

一
ー
！1
0
1
3
1
1
！

总!1
5-
と
い
う
よ
う
な
倫
理
に
関
す
る
こ
と
を
仏
教
と
し
て
認
め
さ
せ
な
い
理
由
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。 

先
ず
、
「
王
法
仏
法
」
と
い
う
世
界
観
で
す
。
こ
れ
は
社
会
を
世
俗
の
体
制
と
価
値
観
に
委
ね
、
個
人
的
な
心
の
面
の
み
を
宗
教
の
領
域 

と
考
え
る
の
で
す
。
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「悪
人
正
機
」

の
よ
う
な
思
想
で
す
。
こ
れ
は
、
我
々
は
悪
人
で
あ
る
か
ら
倫
理
的
な
行
為 

を
な
す
の
は
不
可
能
だ
と
い
う
考
え
を
導
き
ま
す
。
そ
し
て
も
う-

つ
は
、
「自
力
」

で
す
。
こ
の
考
え
は
、
本
来
の
卓
越
な
宗
教
的
体 

験
の
意
味
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
自
力
行
為
と
見
な
し
、
真
宗
的
で
は
な
い
、
と
決
め
付
け
る
時
に
よ
く
使
わ
れ 

ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら' 

真
宗
内
で
はヽ

!
！  1111181 1

^

总!
1

矿
と
い
う
よ
う
な
倫
理
に
関
す
る
事
柄
を
認
め
ら
れ
な 

い
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
近
デ
ニ
ス
・
ヒ
ロ
タ
氏 
(

〇
も
巳5
円
！。&

が
編
集
し
た 

0
0
3
^
0
3
^

〇̂̂
^
 

〇̂ 

5

お8
巳

！
：1
1
1
1

官

』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
、

ア
メ
リ
カ
や
英
語
圏
に
お
い
て
の
真
宗
が
、
新
し
い
立
場
に
立
っ
て
研
究 

し
た
成
果
の
た
ま
も
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

こ
の
本
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
出
版
社
か
ら
出
た
も
の
で
、
テ
ニ
ス
，
ヒ
ロ
タ
氏
を
含 

め
た
も
う
二
人
の
学
者
立
川
武
蔵
氏
と
ジ
ョ
ン
・
ヨ
コ
タ
氏(30

111 1
^〇

!!

农)

と
い
う
の
三
人
の
仏
教
学
者
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
名
誉
教 

授
の
ゴ
ー
デ
ン
・
カ
ー
フ
マ
ン
氏 

(
0
0

&.
胃
絆
ー
！す
目)

と
一
流
の
プ
ロ
セ
ス
神
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ブ
・
ジ
ュ
ニ
ア
氏(

」
0
1
1
1
1
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〇
。
す

'?)

を
交
え
た
対
話
を
中
心
に
し
た
本
で
す
。
そ
の
中
で
特
に
デ
ニ
ス
・
ヒ
ロ
タ
氏
は
今
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
を
取
り
上 

げ
、
な
ぜ
真
宗
が
内
面
的
に
留
ま
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
詳
し
い
説
明
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ヒ
ロ
タ
氏
に
は
同
じ
よ
う
な 

内
容
を
課
題
と
し
た
『親
鸞
丄
示
教
言
語
の
革
命
者
』
と
い
う
日
本
語
で
書
か
れ
た
本
が
あ
り
ま
す
の
で
、
興
味
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、
 

是
非
ご
覧
に
な
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
う
言
い
ま
し
て
も
、
日
本
の
長
い
歴
史
の
間
に
、
倫
理
的
な
面
を
強
調
し
、
実
際
に
素
晴
ら
し
い
生
き
た
方
を
し
て
き
た 

方
々
が
い
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
去
年
ホ
ノ
ル
ル
で
行
わ
れ
た
国
際
真
宗
学
会
で
、
大
谷
大
学
の
安
冨
信
哉
先 

生
が
高
木
顕
明
と
い
う
大
谷
派
の
僧
侶
の
こ
と
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
私
は
と
て
も
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
示
唆
を
受
け
ま
し
た
。 

こ
の
高
木
顕
明
氏
は
一
八
六
四
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
生
き
た
方
で
、
要
す
る
に
社
会
的
問
題
、
売
春
婦
の
問
題
、
被
差
別
部
落
の
問 

題
、

ロ
シ
ア
と
の
戦
争
問
題
な
ど
に
対
し
て
、
仏
教
と
い
う
立
場
か
ら
反
対
と
い
う
形
で
行
動
に
移
さ
れ
た
方
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼 

は
国
の
敵
と
し
て
死
刑
と
い
う
判
決
に
至
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
は
正
し
い
と
い
う
信
念
の
元
で
最
終
的
に
は
自
殺
を
は
か
ら
れ 

ま
し
た
。
私
は
そ
の
内
容
を
詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
僧
侶
の
宗
教
感
の
偉
大
さ
を
大
い
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い 

ま
す
。
今
ま
で
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
「妙
好
人
」
が
注
目
さ
れ
、
彼
ら
が
真
宗
の
理
想
人
物
像
を
描
い
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

私
も
、
も
ち
ろ
ん
妙
好
人
的
な
人
物
は
必
要
だ
と
考
え
ま
す
が' 

そ
れ
と
同
時
に
高
木
先
生
の
よ
う
に
社
会
的
に
活
躍
す
る
人
達
も
真
宗 

の
模
範
人
物
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
は
、
特
に
若
い
人
達
に
新
た
な
理
想
像
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で 

は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
、
私
は
真
宗
門
徒
の
一
人
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
真
宗
倫
理
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
も
う
少
し
活
性
化
す
る
か
、
と
い
う
こ
と 

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も

う~

冊
の
本
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
本
は'

№
1
1
¢
!

亠一ー£

1
1
1
6
0
0

(X1̂

(

仏 

教
神
学)

と
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
「1

す
。
〇
也
二
と
い
う
の
は
奇
妙
な
題
で
す
よ
ね
。
「神
学
」

つ
ま
り
神
の
学
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト 

教
で
は
使
い
ま
す
け
が
、
仏
教
でI

す
〇
〇
也
心
と
い
う
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
こ
こ
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に
論
文
を
書
い
て
い
る(

私
の
論
文
も
こ
の
な
か
に
あ
り
ま
す)

十
六
人
の
学
者
た
ち
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
仏
教
学
者
で
あ
り
な 

が
ら
同
時
に
信
仰
者
な
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
仏
教
学
者
が
増
え
て
い
ま
し
て
、
私
が
受
け
る
印
象
で
は
、
そ
の
う
ち
半
分
、
あ
る
い 

は
四
分
の
三
は
仏
教
徒
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
学
者
た
ち
が
、
仏
教
を
教
学
的
な
立
場
か
ら
、
自
分
の
伝
統
を
踏
ま
え 

な
が
ら
、
自
由
な
立
場
で
も
の
ご
と
を
考
え
そ
れ
を
ま
と
め
た
本
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
学
者
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
堂
々
と
や
っ 

て
き
た
の
で
す
が
、
仏
教
学
者
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
本
に
論
文 

を
執
筆
し
た
学
者
た
ち
は
、
自
分
の
立
場
を
持
ち
な
が
ら' 

よ
り
新
し
い
誠
実
な(

ぎ
ミ
弓
〇.❾

三
チ
ヨ
〇')

表
現
を
試
み
た
の
で
す
。
も 

ち
ろ
ん
伝
統
と
い
う
も
の
は
重
ん
じ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
こ

の131101 ^
1

出

1
6
0
1
0

送
と
う
い
よ
う
な
、
英
語
圏
で
の
新
し 

い
研
究
方
法
の
登
場
に
よ
り
、
も
っ
と
浄
土
真
宗
が
倫
理
的
な
面
を
考
え
て
い
く
た
め
に
、
多
い
に
元
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思 

い
ま
す

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
私
は
こ
の
数
年
「常
行
大
悲
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
常
行
大
悲
と
い
う
の 

は
親
鸞
が
説
か
れ
た
「
現
生
十
種
の
益
」

の
一
つ
で
、
信
心
を
得
た
人
に
備
わ
る
徳
を
指
し
ま
す
。
存
覚
の
解
釈
に
基
づ
く
伝
統
的
な
考 

え
で
は
、
常
行
大
悲
と
は
、
個
人
が
念
仏
を
称
え
る
こ
と
の
み
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
徳
川
時
代
の
香
月
院
深
励
な
ど 

の
諸
学
者
の
解
釈
を
見
ま
す
と
、
自
分
だ
け
が
称
え
る
の
で
は
な
く
て
、
次
の
人
に
称
え
て
も
ら
う
努
力
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ 

れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
自
分
の
妻
や
子
供
に
説
教
す
る
こ
と
も
常
行
大
悲
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
二
十
世
紀
の
学
者 

の
普
賢
大
圓
氏
は
、
宗
教
の
領
域
を
超
え
、
衣
食
住
と
い
う
現
実
生
活
の
課
題
に
関
し
て
努
力
し
、
改
善
を
行
う
こ
と
も
常
行
大
悲
の
現 

わ

れ
(

勿
論
、
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
を
根
源
と
す
る)

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
要
す
る
に
、
た
だ
精
神
的
な
面
に
留
ま
る
の 

で
は
な
く
て
、
物
質
的
な
領
域
に
お
い
て
も
、
ど
ん
ど
ん
と
外
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
の
、
常
行
大
悲
を
考
え
直
す
べ
き
で
は
な 

い
か
と
私
も
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。

真

宗

で

は

「悪
人
正
機
」
と
言
っ
て
、
我
々
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
凡
夫
」
だ
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
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な
宗
教
的
体
験(

吕
5:
”后
ー
ー
'?)

に
基
づ
く
真
理
を
、
倫
理
的
次
元
に
置
き
換
え
て
み
ま
す
と
、
進
歩
は
一
切
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と 

に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
親
鸞
の
書
物
を
見
ま
す
と
、
倫
理
的
に
我
々
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て 

い
る
と
思
う
の
で
す
。
例

え

ば

『末
灯
鈔
』(

一
六)

に
、
以
前
は
盗
み
を
す
る
よ
う
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
人
が
、
念
仏
者
と
な
っ 

て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
め
た
い
と
い
う
気
持
が
わ
い
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
心
を
入
れ
替
え
て
、
や
め
る
よ
う
に
努
力 

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は
も
ち
ろ
ん
基
本
的
に
は
凡
夫
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
倫
理
的
な
面
で
は
、
変
わ
る
こ 

と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
こ
の
点
に
関
ま
し
て
は
、
伝
統
教
学
で
は
ほ
と
ん
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の 

例
は
、
他
に
ま
だ
い
く
つ
か
あ
り
、
私
は
こ
の
局
面
を
強
調
し
て
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
常 

行
大
悲
と
い
う
こ
と
も
社
会
の
広
が
り
の
中
で
と
ら
え
直
し
て
行
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
も
ア
メ
リ
カ
で
は
、
 

「
我
々
が
向
上
し
な
い
の
な
ら
ば
、

い
っ
た
い
何
の
た
め
に
宗
教
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
」
と
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
私
は
そ
の
場
合
、
 

「阿
弥
陀
仏
や
法
徳
と
い
う
覚
り
の
視
点
か
ら
で
は
我
々
に
は
本
質
的
な
改
善
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
実
的
な
次
元
又
は
立
場
に
お
い
て 

は
、
多
少
の
倫
理
的
な
改
善
が
実
際
に
お
こ
り
う
る
と
思
う
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
我
々
が
凡
夫
で
あ
る
以
上
限
界
は
あ
り
ま 

す
が
、
少
し
の
倫
理
的
な
変
化
は
可
能
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

西
洋
に
お
け
る
倫
理
と
は' 

大
き
く
分
け
て
、

2.11
0-5 
(

強
制
的
倫
理)

、^16010

00
〇'
化
え!1

0-5 
(

目
的
に
達
す
る
た 

め
の
倫
理)

、
そ
し
て
ミ
ュ
呂
偉
一1

1
2

 
(

回
心
に
基
づ
く
徳
と
し
て
の
倫
理)

と

い

う
(

最
初
に
挙
げ
ま
し
た
倫
理
の
「
四
つ
の
領
域
」 

と
異
な
る)

三
つ
の
種
類
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
枠
内
で
み
ま
す
と
、
真
宗
に
お
け
る
倫
理
と
は
、
第
一
の
強
制
的
倫
理
や
第 

二
の
目
的
に
達
す
る
た
め
の
倫
理
で
は
な
く
、
第
三
の
回
心
に
基
づ
く
徳
と
し
て
の
倫
理
が
該
当
す
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
こ
の
種
の
倫 

理
は
、
霊
性' 

宗
教
体
験
に
よ
っ
て
自
然
に
備
わ
る
徳(

ミ
ュ
な)

と
し
て
の
倫
理
観
を
指
し
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
代
表
す
る
プ
ラ
ト
ン 

等
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
異
な
る
第
一
種
の
場
合
は
、
内
面
的
な
変
化
は
な
く
て
も
、
宗
教
習
慣
や
規
制
に
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従
っ
た
行
動
を
と
る
倫
理
で
あ
り
、
ま
た
第
二
種
の
倫
理
は
、
「自
力
的
」
な
要
素
を
含
む
の
で
、
両
方
と
も
真
宗
的
な
倫
理
だ
と
は
言 

え
ま
せ
ん
。
真
宗
的
倫
理
は
、
第
三
種
の
や
は
り
親
鸞
の
著
書
で
窺
わ
れ
る
「常
行
大
悲
」
等
の
よ
う
な
、
回
心
か
ら
自
然
に
出
て
く
る 

非
強
制
、
非
自
力
的
な
行
動
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
倫
理
観
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
真
宗
的
理
解
と
価
値
観
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
価
値
観
と
は
、
 

私
見
と
な
り
ま
す
が
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
つ
目
は-

切
衆
生
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
努
め
る
と
い
う
こ 

と
で
す
。

『歎
異
抄
』(

五)

に
よ
れ
ば' 

親
鸞
は
、
「
一
切
の
有
情
は
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
と
宣
言
さ
れ
て
い
て
、
 

つ
ま
り
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
類
や
生
き
物
が
無
始
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
過
程
で
、
自
分
の
父
、
母
ま
た
は
、
兄
弟
で
あ
っ
た
と
い
う
、
 

荘
厳
な
横
の
広
が
り
の
連
帯
感
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

二
つ
目
に
は
謙
虚
な
姿
勢
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
真
宗
で
は
、
「善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
あ 

る
よ
う
に
、
本
当
の
善
悪
と
い
う
も
の
は
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
と
い
う
、
謙
虚
な
立
場
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 

思
う
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
に
比
べ
ま
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ブ
・
ジ
ュ
ニ
ア
氏
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
観
と
い
う
も
の
は 

9
3
1
1
1

订
岂
劭〇

匸

す
<72
ヨ
2.I：

(

神
霊
の
励
ま
し)

と
い
う
よ
う
に
神
が
個
人
個
人
へ
直
接
話
し
か
け
、
何
ら
か
の
行
動
を
励
ま
す
の
だ' 

と
決
め
つ
け
て
い
る
の
で
す
〇
。
一
^

？9
8

0

私
は
、
そ
こ
に
は
か
な
り
強
烈
な
善
悪
観
、
「
私
は
正
し
く
て
あ
な
た
は
間
違
っ
て
い 

る
」
と
い
う
よ
う
な
、
歴
然
た
る
善
悪
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
私
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
聞
く
た
び
に
、
ど 

う
し
て
罪
ぶ
か
く
て
欠
点
だ
ら
け
の
人
間
が
そ
の
よ
う
に
、
神
の
声
を
聞
き
取
っ
て
、
ま
た
そ
の
励
ま
し
を
こ
の
複
雑
な
現
実
世
界
で
、
 

大
満
足
げ
に
受
け
入
れ
行
動
が
と
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
常
に
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ま
あ
、
西
洋
的
な
宗
教
は
そ
の
面
が
と 

て
も
強
い
の
で
す
が
、
そ
の
点
、
仏
教
は
あ
る
意
味
で
弱
い
と
か
、
曖
昧
と
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
ほ
う
が
よ
り 

人
間
的
で
、
本
当
の
姿
に
順
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
我
々
は
こ
こ
に
あ
ぐ
ら
を
搔
い
て
い
て
も
い
け
な 

い
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
、
真

宗

の

「謙
虚
な
姿
勢
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
事
で
あ
る
か
を
、
主
張
と
明
確
性
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
社
会
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に
対
し
て
、
積
極
的
に
説
明
し
、
訴
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

そ
し
て
最
後
の
三
つ
目
と
し
て
、
自
分
の
行
動
に
責
任
を
取
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
ア
メ 

リ
カ
で
は
多
く
の
ラ
ジ
オ
番
組
に
、
「
こ
れ
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
よ
う
な
相
談
を
持
ち
か
け
る
人
生
相
談
番
組 

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
私
が
よ
く
聞
く
番
組
に
、
あ
る
女
性
が
相
談
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
方
の
お
父
さ
ん
は
七
十
五
歳
で
、
そ
の
女 

性
は
五
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
し
た
。
こ
の
お
父
さ
ん
は
彼
女
が
小
さ
い
頃
に
、
母
親
を
置
い
て
他
の
女
性
と
逃
げ
て
い
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
 

家
族
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
彼
は
今
、
七
十
五
歳
に
な
っ
て
、
娘
で
あ
る
自
分
の
所
に
電
話
を
か
け
て
き
て
、
こ
れ
か 

ら
も
っ
と
、
孫
も
い
る
こ
と
だ
し
、
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、

い
う
こ
と
を
言
っ
て
き
た
そ
う
な
の
で
す
。
そ
の
時
、
彼
女
は 

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
悩
み
を
持
っ
た
わ
け
で
す
。
今
お
話
し
た
三
つ
の
真
宗
的
価
値 

観
を
も
っ
て
言
え
ば
、
お
父
さ
ん
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
お
父
さ
ん
の
苦
し
み
も
和
ら
け
て
あ
け
る
。
だ
か
ら
お
父
さ
ん
を 

受
け
入
れ
る
。
そ
し
て
お
父
さ
ん
は
悪
で
、
自
分
や
お
母
さ
ん
が
善
だ
と
決
め
付
け
な
い
。
も
し
、
こ
れ
を
、
は
っ
き
り
善
悪
と
区
別
し 

て
し
ま
う
と
、
お
父
さ
ん
は
悪
人
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
仏
教
的
立
場
、
真
宗
的
立
場
か
ら
す
る
と
、
そ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と 

善
悪
を
区
別
で
き
な
い
と
思
う
の
で
す
。
や
は
り
お
父
さ
ん
に
も
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
か
ら
、
も
う
少
し
広
い
謙
虚
な
心
を
持
つ 

て
、
自
分
が
善
で
、
お
父
さ
ん
が
悪
と
い
う
見
方
を
せ
ず
、
お
父
さ
ん
と
の
関
係
を
も
う
一
度
取
り
戻
し
、
孫
が
い
る
今
の
状
況
を
受
け 

入
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
お
父
さ
ん
は
、
第
三
の
価
値
観
で
あ
る
責
任
と
い
う
も
の
を
何
ら
か
の
形
で
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
自
己
反
省
か
ら
始
ま
り
、
元
の
妻
や
子
供
へ
の
何
ら
か
の
償
い
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
も
し 

か
し
た
ら
、
彼
が
娘
に
声
を
か
け
た
こ
と
は
、
こ
の
償
い
の
一
歩
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
同
じ
真
宗
門
徒
で
も
、
倫
理
的
判
断
は
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ 

り
ま
せ
ん
。
も
し
画
一
性
を
強
い
た
な
ら
ば
、
前
に
話
し
た
強
制
的
倫
理
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
回
心
に
基
づ
く
徳
と
し
て 

の
真
宗
的
倫
理
は
、
各
個
人
に
応
じ
て
判
断
を
促
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
判
断
は
、
上
記
の
三
つ
の
価
値
観
で
あ
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る
一
切
衆
生
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
こ
と
、
謙
虚
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
、
そ
し
て
責
任
を
と
る
こ
と
か
ら
よ
ほ
ど
大
き
く
は
ず
れ
る
事
に 

は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
私
の
偏
見
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
あ
、
肝
心
な
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
老
父
と
娘
の 

よ
う
に
、
宗
教
に
も
と
づ
く
指
導
を
求
め
て
い
ま
す
。
く
ど
く
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
人
生
問
題
に
対
し
て
、
 

「真
宗
と
は
救
い
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
日
常
問
題
に
は
関
係
な
い
」
と
片
付
け
る
の
で
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が 

あ
り
ま
す
。
真
宗
的
な
立
場
で
現
実
的
な
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
悩
ん
で
い
る
人
へ
、
何
ら
か
の
サ
ジ
ェ
ス
チ
ョ
ン
を
真
宗
の
教 

え
を
通
し
て
提
供
す
べ
き
な
の
で
す
。

二
週
間
ぐ
ら
い
前
の
「朝
日
新
聞
」
に
、

一
九
九
八
年
に
経
済
学
で
ノ 
—
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
セ
ン
教
授
の
記 

事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
セ
ン
教
授
は
、
し
き
り
に
人
間
は
世
界
を
変
え
る
責
任
が
あ
り
、
倫
理
が
人
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の 

だ
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
し
た
。
経
済
学
者
と
し
て
、
自
分
の
学
問
が
何
の
た
め
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
社
会 

を
か
え
て
い
く
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
と
、
や
は
り
倫
理
と
い
う
も
の
を
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
誰
を
尊 

敬
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
彼
は
イ
ン
ド
の
タ
ゴ
ー
ル
と
釈
迦
牟
尼
仏
陀
だ
と
お
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
釈
尊
を
大
変
評
価
し
て
い
ら
っ 

し
や
る
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
釈
尊
は
洞
察
力
が
あ
り
、
問
題
意
識
を
も
っ
て
世
の
中
に
貢
献
し
た
か
ら
だ
と
言
う
の
で
す
。
経 

済
学
者
で
あ
る
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
が
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
が
如
何
に
自
分
の
国
、
社
会
で
行
動
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ 

の
よ
う
に
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
経
済
学
者
が
仏
教
倫
理
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
の
に
も 

か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
仏
教
徒
が
そ
の
よ
う
な
関
心
を
強
く
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

宗
教
と
倫
理
と
を
理
論
的
に
位
置
付
け
た
り
、
学
問
的
に
倫
理
の
こ
と
を
話
す
の
は
必
要
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
最
終
的 

に
は
、
我
々
個
人
が
、
自
信
を
持
っ
て
謙
虚
な
姿
勢
で
、
自
分
の
宗
教
体
験(

回
心)

を
土
台
に
し
な
が
ら
、
世
間
の
こ
と
を
思
う
行
動 

を
と
る
、
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
の
団
体
や
教
団
に
し
て
も
、
そ
れ
に
所
属
す
る
全
て
の
人
が
同
意
す
る
と
い
う
こ 

と
は
、
大
変
難
し
い
こ
と
で
す
し
、
そ
れ
が
社
会
の
倫
理
観
と
な
る
と
、
そ
れ
は
な
か
な
か
全
て
の
人
が
、
同
じ
よ
う
に
、
同
意
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。
個
人
個
人
で
、
自
分
な
り
の
宗
教
観
に
基
づ
い
て
、
 

寛
容
な
姿
勢
で
行
動
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
例
え
ば
大
谷
派
の
門
徒
さ
ん
一
同
が
同
じ
倫
理
的
行 

動
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
待
っ
て
い
て
も
物
事
は
一
向
に
始
ま
り
ま
せ 

ん
。
そ
れ
よ
り
、
ま
ず
各
人
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
始
め
る
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
皆
さ
ん
も
毎
日
が
お
忙
し 

い
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
我
々
が
今
持
っ
て
い
る
仕
事
や
与
え
ら
れ
た
役
目
を
、
め
い
め
い
の
召
5：2

巴1
口
に
基
づ
い
て
精
一
杯
や 

る
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
所
で
、
私
の
今
日
の
発
表
を
終
わ
ら
さ 

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
い
間
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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