
絶
望
的
状
況
に
立
つ
教
え

!

『観
無
量
寿
経
』
下
品
下
生
に
お
け
る
教
え
の
転
換!

加 

来 

雄 

之

は

じ

め

に

な
ぜ
人
は
教
え
を
必
要
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
が
歴
史
的
社
会
的
言
葉
の
な
か
で
意
味
を
求
め
て
生
き
る
実
存
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。
そ
の
人
間
と
し
て
の
特
性
が
、
教
え
を
要
請
す
る
。
教
え
と
い
う
概
念
は
、
自
明
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
実
は
曖
昧
で
複
雑
な
概

①

念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
え
が
教
え
で
あ
る
根
拠
、
と
く
に
私
た
ち
が
宗
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
え
、
つ
ま
り
宗
教
の
根
拠
と
は
な 

に
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
教
と
い
う
観
念
に
ま
と
わ
り
つ
く
夾
雑
物
を
取
り
除
き
、
宗
教
が
教
え
と
し
て
成
り
立
つ
最
小
限
の 

条
件
、
こ
の
こ
と
が
失
わ
れ
た
ら
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
一
点
を
明
ら
か
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
営
み
を
浄 

土
教
の
伝
統
の
な
か
で
、
と

く

に

『観
無
量
寿
経
』
の
下
品
下
生
の
文
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

- 

宗
教
の
自
明
性
を
問
い
直
す

宗
教
的
な
あ
り
方
と
し
て
の
絶
望
的
な
状
況
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
教
え
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
自
明
と
し
て
き
た
教 

え
に
対
す
る
信
頼
が
す
べ
て
崩
れ
た
と
き
に
現
れ
て
く
る
教
え
で
あ
る
。
絶
望
的
な
状
況
ま
で
も
射
程
に
い
れ
た
教
え
で
な
け
れ
ば
、
あ

1



ら
ゆ
る
人
間
の
状
況
に
お
い
て
宗
と
し
て
は
た
ら
く
教
え
で
は
な
い
し
、
ま
た
私
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
宗
と
な
る
こ
と
が
で
き
る 

教
え
で
も
な
い
。
絶
望
的
な
状
況
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
自
明
と
し
て
い
た
教
え
と
い
う
概
念
を
根
底
か
ら
問
い
直
さ
ざ
る
を
え
な

②
 

い
し
、
ま
た
問
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
教
え

は

「
日
ご
ろ
の
こ
ゝ
ろ
」
と
い
わ
れ
る
覆
い
が
破
ら
れ
、
存
在
の
も
っ
と
も 

深
い
と
こ
ろ
か
ら
の
呼
び
か
け
と
し
て
開
示
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
が
真
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
宗
教
は
そ
れ
自 

身
の
う
ち
に
宗
と
し
て
い
る
教
え
の
あ
り
方
を
絶
望
的
な
状
況
に
お
い
て
問
い
直
し
、
わ
れ
わ
れ
を
固
定
し
た
解
釈
の
う
ち
に
取
り
込
も 

う
と
す
る
執
着
の
構
造
を
破
り
、
歴
史
と
社
会
に
し
っ
か
り
と
立
っ
た
深
く
豊
か
な
は
た
ら
き
を
回
復
す
る
契
機
を
有
し
て
い
な
く
て
は 

な
ら
な
い
。

思
え
ば
、
親
鸞
が
選
び
と
っ
た
浄
土
教
の
伝
統
は' 

教
え
に
対
す
る
絶
望
的
な
状
況
に
立
っ
て
、
教
え
の
自
明
性
を
問
い
直
し
た
伝
統 

で
あ
る
。
龍
樹
の
難
行
，
易
行
に
し
て
も
、
曇

鸞
(

五
濁
の
世
、
無
仏
の
時)

の
自
力
，
他
力
に
し
て
も
、
道
綽
、
善
導
、
法
然
の
聖 

道

，
浄
土
に
し
て
も
、
そ
の
教
え
の
選
び
の
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
仏
の
教
法
に
出
会
い
な
が
ら
そ
の
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
な
い
と 

い
う
絶
望
で
あ
る
。
と
く
に
道
綽
か
ら
始
ま
る
、
釈
迦
の
一
代
の
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
と
に
分
け
る
伝
統
は
、
『観
無
量
寿
経
』

の 

「時
機
へ
の
絶
望
」
と
い
う
視
点
か
ら
『大
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
教
説
を
見
つ
め
直
し
た
伝
統
で
あ
る
。

④
 

そ
の
道
綽
は
、
教
え
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る
基
本
的
要
素
を
、
「説
法
の
人
」
「所
説
の
法
」
と
い
う
二
つ
で
押
さ
え
て
い
る
。
教
え 

は
、
「教
法
を
説
く
人
」
と

「人
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
教
法
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
な
り
、
教
え
と
は
な
に
か
を
問
う
こ
と
は
、
こ 

の
ふ
た
つ
の
要
素
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
え
と
は
、
苦
し
み
迷
う
も
の
に
と
っ
て
は
真
理
に
目
覚
め
た
「人
」
が
、
目
覚 

め

た

「法
」
を
時
代
と
社
会
の
な
か
で
語
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
時
代
，社
会
の
な
か
で
真
理
に
迷
う
も
の 

の
た
め
に
語
ら
れ
た
「法
」
が
教
え
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「法
」
と
し
て
の
言
葉
だ
け
で
そ
こ
に
「人
」
と
い
う
他
者
と
い
う
要
素
が 

な
け
れ
ば
教
え
に
な
ら
な
い
し
、
「人
」
だ
け
で
説
か
れ
る
「法
」
が
な
け
れ
ば
、
や
は
り
教
え
に
は
な
ら
な
い
。
教
え
と
い
う
事
実
は
、
 

教
え
を
説
く
人
格
と
、
説
か
れ
た
法
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
迷
い
苦
し
む
も
の
に
と
っ
て
の
教
え
は
宗
教
的
人
格(

善
知

2



識)

を
離
れ
た
抽
象
的
な
教
義
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
『歎
異
抄
』
の

「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
」
て
と
い 

う
表
現
は
教
え
の
本
質
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

説
法
の
人
—
教
え
を
説
く
人
格
—
よ
き
ひ
と 

所
説
の
法
—
説
か
れ
た
教
え
——
お
お
せ

こ
の
よ
う
に
教
え
が
、
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
人
が
教
え
に
迷
う
の
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
に
と
ら
わ
れ 

(

教
え
を
説
く
人
へ
の
執
着
と
説
か
れ
た
教
法
へ
の
執
着)

、
あ
る
い
は
絶
対
化
し
、
あ
る
い
は
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
え
の

⑤
 

本
質
を
見
失
う
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

浄
土
の
教
え
の
特
質
は
、
絶
望
的
な
状
況
に
お
け
る
選
び
か
ら
は
じ
ま
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
親
鸞
の
師
で
あ
る
法
然
は
、
浄
土
の
教
え 

を
宗
と
す
る
こ
と
を
非
常
に
鋭
角
的
な
選
び
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
、
聖
道
門
を
捨
て
て
浄
土
門
に
帰
す
る
と
は
っ
き
り
と
宣
言
し
た
。
 

法
然
に
と
っ
て
聖
道
と
浄
土
は
釈
迦
一
代
の
教
説
の
分
類
で
は
な
い
、
そ
こ
に
は
聖
道
の
門
か
ら
浄
土
の
門
と
い
う
決
定
的
な
選
び
が
あ 

る
。
法
然
は
、
『選
択
集
』
の
教
相
章
に
お
い
て
、

一
切
の
仏
教
を
聖
道
と
浄
土
に
分
け
、
聖
道
を
捨
て
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
記
し
て 

い
る
。

⑥
 

其
の
聖
道
の
一
種
は
今
の
時
、
証
し
難
し
。

ー
に
は
大
聖
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
に
由
る
。
二
に
は
、
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る
。
 

こ
れ
は
、
道

綽

の"

安
楽
集
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
法
然
は
、
こ
の
道
綽
の
指
示
に
よ
っ
て
教
え
を
選
ぶ
視
点
を
、
ど
の
よ
う
な 

時
代
を
生
き
る
、
ど
の
よ
う
な
存
在
の
た
め
の
教
え
か
と
い
う
一
点
か
ら
お
こ
な
う
こ
と
を
明
示
し
た
。

つ
ま
り
「当
今
は
末
法
に
し
て 

現
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
」
と
い
う
時
と
「
一
生
悪
を
造
れ
ど
も
」
と
い
う
機
を
お
さ
え
て
人
間
の
極
限
的
な
状
況(

そ
の
特
殊
性
に
お 

い
て
普
遍
性
に
か
く
さ
れ
た
問
題
点
を
あ
ぶ
り
だ
し
、
真
の
意
味
で
の
普
遍
性
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
が)

に
お
い
て
教
え
を
選
ぶ
と
い 

う
姿
勢
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
聖
道
を
選
び
捨
て
る
二
つ
の
理
由
は
、
単
に
教
理
の
優
劣
を
比
較
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の 

で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
仏
の
教
え
に
対
す
る
自
ら
の
姿
勢
そ
の
も
の
を
撤
回
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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ま

ず

「大
聖
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
に
由
る
」
。

つ
ま
り
釈
尊
の
時
代
か
ら
遠
く
離
れ
た
末
法
に
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
れ
は
、
 

私
た
ち
が
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
の
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
理
深
く
、
解
微
な
る
に
由
る
」
。
つ
ま
り
釈
尊
の
教
理
を
理
解 

す
る
能
力
が
な
い
と
い
う
現
実
、
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
機
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
は
末
法
五
濁
悪
世
、
機
は
一
生
造
悪
の
凡
夫
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
理
由
を
、
教
え
に
出
あ
う
と
い
う
一
点
か
ら
見
直
す
と
、
上
述
し
た
二
つ
の
要
素
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は 

な
い
か
。

大
聖
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
に
由
る
——

「説
法
の
人
」
に
あ
え
な
い
と
い
う
時
に
つ
い
て
の
絶
望 

理
深
く'

解
微
な
る
に
由
る 

——

「所
説
の
法
」
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
機
に
つ
い
て
の
絶
望 

つ
ま
り
、
時
へ
の
絶
望
と
は
、
教
え
を
説
く
人
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
絶
望
で
あ
り
、
機
に
つ
い
て
の
絶
望
と
は
、
説
か
れ 

た
教
え
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
絶
望
で
あ
る
。
教
え
を
説
く
人
に
つ
い
て
も
教
え
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
つ
ま
り
教
え
に
遇
う
と
い
う 

こ
と
に
絶
望
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
存
在
、
そ
れ
が
「末
法
五
濁
悪
世
」(

い
つ
か
、
ど
こ
か)

を
生
き
る
「
一
生
造
悪
の
凡
夫
」(

誰 

か)

と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
望
的
な
状
況
を
通
し
て
浄
土
の
教
え
は
選
び
取
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
聖
道
と
い
う
関 

心
に
立
つ
教
え
は
、
こ
の
二
つ
の
厳
粛
な
事
実
に
立
っ
て
求
道
の
困
難
さ
を
問
わ
な
か
っ
た
教
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
絶 

望
を
ご
ま
か
さ
ず
に
徹
底
し
て
見
つ
め
る
と
こ
ろ
に
浄
土
の
教
え
の
独
自
性
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
二
つ
の 

絶
望
の
視
点
は
、
私
た
ち
が
、
自
明
の
も
の
と
し
て
き
た
教
え
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を
要
請
す
る
。
な
ぜ
な
ら
絶
望
的
な
状
況
と 

い
う
こ
と
は
、
同
時
に
そ
こ
が
改
め
て
出
発
す
る
場
所
と
い
う
意
義
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
え
に
対
す
る
二
つ
の
絶
望
に
よ
つ
て
、
 

私
た
ち
は
教
え
を
主
体
的
に
選
ぶ
最
初
の
一
歩
に
立
つ
の
で
あ
る
。
た
だ
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
絶
望
的
な
状
況
は
教
え
と
し
て
の
み
与 

え
ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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-- 

絶
望
に
立
つ
こ
と
は
教
え
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ 

絶
望
と
い
う
用
語
は
親
鸞
自
身
は
使
用
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
真
宗
学
の
用
語
で
も
な
い
。
こ
の
論
文
で
は
、
こ
の
用
語
を
あ
る
限
界 

的
な
存
在
状
況
に
お
け
る
自
覚
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
も
ち
い
る
。
と
く
に
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
絶
望
的
な
状
況
は
、
人
が
み
ず
か
ら
を 

か
け
が
え
な
い
存
在
と
し
て
感
覚
す
る(

宗
教
的
存
在
で
あ
る)

た
め
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
や
能
力
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
あ
ら 

わ
す
。
そ

れ

は

『大
無
量
寿
経
』
で
は
、
「唯
だ
、
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
」
と
い
わ
れ
、
『観
無
量
寿
経
』
で
は
下
品
下
生
と
し
て
あ 

ら
わ
さ
れ
、
『教
行
信
証
』
で

「難
治
の
碗
」
と
い
わ
れ
、
『歎
異
抄
』
で

は

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄 

は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
表
白
さ
れ
る
よ
う
な
「救
い
な
し
」
と
い
う
存
在
状
況
の
自
覚
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
試
み
に
も
ち
い
た
の
で 

あ
る
。

た
だ
絶
望
的
な
状
況
に
立
っ
て
教
え
を
選
ぶ
と
い
っ
て
も
、
厳
密
な
意
味
で
人
間
に
絶
望
の
自
覚
は
成
り
立
た
な
い
。
人
間
は
絶
望
し 

て
い
る
と
い
っ
て
も
絶
望
し
て
い
る
と
い
う
表
現
で
「絶
た
れ
る
」
よ
う
な
「望
み
が
あ
る
」
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
。
救
わ
れ
な
い
と 

い
っ
て
い
る
こ
と
が
実
は
救
い
を
求
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
救
い
を
求
め
て
い
な
い
な
ら
ば
「救
い
な
し
」
と
い
う
必
要
さ
え
な
い
か
ら 

で
あ
る
。
意
識
で
は
絶
望
と
い
っ
て
い
て
も
自
己
は
自
分
自
身
を
見
す
て
て
い
な
い
。
人
間
が
絶
望
す
る
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
も
、
人 

間
に
と
っ
て
は
自
我
関
心
の
内
容
以
上
に
出
て
な
い
。
自
我
意
識
に
固
執
さ
れ
た
人
間
に
は
絶
望
的
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
自
覚
は
成
り 

立
た
な
い
。

し
か
し
絶
望
と
い
う
状
況
に
お
け
る
救
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
実
現
す
る
救 

い
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
こ
に
絶
望
的
状
況
が
ど
こ
ま
で
も
教
え
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
意
義
が
あ
る
。
絶
望
は
教
え
に
対
す
る
信
の
内 

容
と
し
て
の
み
成
り
立
つ
。
こ
れ
か
ら
問
題
に
す
る
下
品
下
生
と
し
て
示
さ
れ
る
絶
望
的
な
状
況
も
釈
尊
が
韋
提
希
に
語
り
か
け
る
説
教 

の
内
容
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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下
品
下
生
に
お
け
る
「救
い
な
し
」
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
の
自
覚
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
機
の
深
信
と
呼
ば
れ
る
文
章
で
あ 

る
と
思
わ
れ
る
。
曽
我
量
深
は
そ
の
機
の
深
信
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

機
の
深
信
は
、
宿
業
の
自
覚
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
宿
業
の
自
覚
そ
れ
を
深
信
す
る
。
「わ
が
身
は
現
に
是
れ
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
」
は
宿
業
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
に
就
い
て
の 

深
信
で
あ
る
。(

中
略)

宿
業
の
自
覚
に
つ
い
て
の
深
信
で
あ
る
。(

中
略)

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
。

こ
こ
で
曽
我
は
、
機
の
深
信
を
自
覚
と
深
信
と
い
う
二
つ
の
事
柄
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
の
自
覚
と
衆
生
の
自
覚(

深 

信)

の
も
つ
深
い
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
指
摘
に
照
ら
せ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
絶
望
的
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
自
覚
は
成
り
立
た 

ず
、
人
は
た
だ
仏
に
よ
っ
て
知
ろ
し
め
ら
れ
た
絶
望
的
な
状
況
の
自
覚
を
深
信
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
指
摘
は
、
絶
望
的
な
状
況
が
教 

言
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
も
つ
意
義
を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
大
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
絶
望
的
な
状
況
は
、
 

人

間(

自
我
関
心
を
も
つ
存
在)

に
は
自
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
仏
の
教
え
と
し
て
の
み
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
真
の
絶
望
を
自
覚
し
た
存
在
を
仏
と
呼 

ぶ
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
絶
望
を
い
た
む
が
ゆ
え
に
仏
は
「満
足
大
悲
の
人
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

私
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
感
じ
る
不
安
な
ど
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
が
こ
の
絶
望
的
な
状
況
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
る 

の
で
あ
る
。

絶
望
的
な
状
況
を
問
題
に
す
る
教
え
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
い
存
在
に
と
っ
て
は
不
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
起
る
か
も 

し
れ
な
い
。
し
か
し
最
後
的
状
況
と
い
う
特
殊
な
あ
り
方
を
通
す
こ
と
は
、
最
後
的
状
況
に
あ
る
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ 

の
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
通
常
の
あ
り
方
が
照
ら
し
直
さ
れ
る
根
源
的
視
座
を
も
つ
、
普
遍
的
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

6



三

経

道

滅

尽

—
大
悲
か
ら
生
れ
る
教
え

浄
土
教
の
伝
統
が
仏
の
教
え
を
絶
望
的
な
状
況
に
立
っ
て
問
い
直
し
て
き
た
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
浄
土
教
そ
の
も
の
が
も
つ
根
本
関 

心
に
よ
る
。

『大
無
量
寿
経
』
は
釈
尊
の
入
滅
と
か
末
法
の
時
を
直
接
の
主
題
と
し
て
説
く
経
典
で
は
な
い
が
、
流
通
分
に
お
い
て
釈
尊
と
そ
の
経 

法
が
滅
び
去
る
〈時
〉
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
な

ぜ

『大
無
量
寿
経
』
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
か
。
そ
れ
は
単
に 

こ
の
経
の
優
位
性
を
説
く
た
め
で
は
な
い
。
こ

の

「経
道
滅
尽
」
「特
留
此
経
」
と
い
う
主
題
が
、
『大
無
量
寿
経
』
の
説
く
教
法
の
本
質

⑫

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
教
法
観
は
、
発
起
序 

に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
し
た
ま
う
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
群
萌
を
拯
済
し
恵
む
に 

⑭

真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。

『大
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
教
法
観
の
主
眼
は
、
「如
来
」
の
教
を
教
た
ら
し
め
て
い
る
根
源
は
「
三
界
を
矜
哀
す
る
」
「無
蓋
の
大

⑮

悲
」
に
あ
る
と
す
る
一
点
に
あ
る
。
「無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
す
る
」
こ
と
が
釈
尊
が
世
に
出
て
教
え
を
説
く
と
い
う
こ
と 

の
源
泉
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
目
的
は
「群
萌
」
と
い
う
あ
り
方
を
す
る
も
の
に
「真
実
の
利
を
恵
」
む
こ
と
で
あ
る
。
仏
の
教
え
の
源 

泉
が
大
悲
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
教
法
は
智
慧
か
ら
出
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
転
換
す
る
。

浄
土
の
言
葉(

荘
厳)

教

は

『無
蓋
の
大
悲
』
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
教
に
お
い
て
教
え
が
真
実
か
否
か
を
決 

定
す
る
の
は
、
教
義
の
優
劣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
聖
道
の
関
心
と
は
異
な
り
、
教
を
説
く
明
確
な
意
欲
、
つ
ま
り
大
悲
が
示
さ
れ
て
い 

る
か
ど
う
か
に
よ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
教
は
大
悲
か
ら
生
ま
れ
る
以
上
、
大
悲
の
意
欲
に
貫
か
れ
て
い
る
言
葉
こ
そ
真
実
の
教
え 

で
あ
る
。
し
か
し
、
大
悲
の
意
欲
に
貫
か
れ
た
教
え
と
は
、
そ
れ
以
外
の
教
と
ど
の
よ
う
な
意
味
で
質
を
異
に
す
る
の
か
。
そ
の
質
が
改
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め
て
確
か
め
な
お
さ
れ
る
の
が
流
通
分
に
説
か
れ
る
「経
道
滅
尽
」
「特
留
此
経
」
と
い
う
主
題
で
あ
る
。
 

我
が
滅
度
の
後
を
も
っ
て
ま
た
疑
惑
を
生
ず
る
こ
と
を
得
る
こ
と
な
か
れ
。
当
来
の
世
に
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
我
慈
悲
哀
愍
を
も
つ 

て
特
に
こ
の
経
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
せ
ん
。
そ
れ
衆
生
あ
り
て
こ
の
経
に
値
う
者
は
、
意
の
所
願
に
随
い
て
み
な
得
度
す 

べ
し
。

つ
ま
り
、
「無
蓋
の
大
悲
」
に
立
つ
教
え
が
そ
の
独
自
の
意
義
は
、
釈
尊
の
滅
後
、
釈
尊
自
ら
が
説
い
た
す
べ
て
の
教
え
が
滅
尽
す
る 

と
い
う
状
況
の
な
か
に
お
い
て
「慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
」
百
年
の
あ
い
だ
留
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
明
ら
か
に
な
る
。
法
然
は
、
そ
の
理 

由
に
つ
い
て
「仏
智
ま
こ
と
に
は
か
り
が
た
し
、
た
だ
し
阿
弥
陀
仏
の
機
縁
、
こ
の
界
の
衆
生
に
ふ
か
く
ま
し
ま
す
ゆ
へ
に
、
釈
迦
大
師

&

も
、
か
の
仏
の
本
願
を
と
ど
め
た
ま
ふ
な
る
べ
し
」
と
、
仏
の
慈
悲
哀
愍
を
「機
縁
、
こ
の
界
の
衆
生
に
ふ
か
」
い
と
い
う
一
点
で
お
さ 

え
る
。
機
縁
が
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
の
現
実
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
見
つ
め
応
答
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

「ま
こ 

と
に
は
経
巻(

『無
量
寿
経
』)

は
う
せ
た
ま
ひ
た
れ
ど
も
、
た
だ
念
仏
の
一
門
ば
か
り
と
ど
ま
り
て
、
百
年
あ
る
べ
き
」
と
い
い
、
ま
た 

「経
巻
は
み
な
隠
滅
し
た
り
と
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
ま
ふ
す
こ
と
は
、
人
の
口
に
と
ど
ま
り
て
、
百
年
ま
で
も
き
き
っ
た
へ
む
ず
る 

事
」
と

「特
留
此
経
」
と
は
念
仏
を
留
め
る
こ
と
で
あ
る
と
決
定
す
る
。
残
る
の
は
念
仏
の
み
で
あ
り
、
『無
量
寿
経
』
と
い
う
文
字
で 

書
か
れ
た
経
巻
さ
え
も
滅
尽
し
て
よ
い
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
視
点
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
親
鸞
も
、
そ
の
伝
統
に
立
っ
て
次
の
よ
う
な 

『和
讃
』
を
よ
ん
で
い
る
。

経
道
滅
尽
ト
キ
イ
タ
リ

如
来
出
世
ノ
本
意
ナ
ル

弘
願
真
宗
ニ
ア
ヒ
ヌ
レ
バ⑲

凡
夫
念
ジ
テ
サ
ト
ル
ナ
リ

親
鸞
に
と
っ
て
は
、
「特
留
」
さ
れ
る
の
は
「弘
願
真
宗
」
に
他
な
ら
な
い
。
さ
て
、
「経
道
」
と
は
、
経
の
教
え
と
そ
の
教
え
に
よ
っ
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て
示
さ
れ
た
道(

実

践

・
証
果)

、

つ
ま
り
教
行
証
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
が
、
や
が
て
正
像
末
史
観
と
し
て
問
わ
れ
る
主
題
が
す
で
に
始 

原
的
な
か
た
ち
で
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「大
悲
を
も
っ
て
」
「
三
界
を
矜
哀
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
開
闡
さ 

れ

た

「道

教
(

道
と
な
る
教)

」
は
、
「慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
」
「
こ
の
経
」
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
す
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
こ 

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
経
道
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。
釈
迦
の
入
滅
に
よ
っ
て
滅
尽
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
経 

道
と
は
、
実
は
釈
尊
と
い
う
人
格
の
言
行
に
基
づ
く
教
え
で
あ
っ
て
、
如
来
出
世
の
本
意
と
し
て
の
教
え
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
教
え 

は
三
界
を
矜
哀
す
る
大
悲
が
提
出
す
る
経
道
滅
尽
と
い
う
試
練
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
か
に
普
遍
的
な
真
理
を
語
る
教
え
で
あ 

っ
て
も
、
そ
れ
が
釈
尊
と
い
う
人
格
へ
の
依
存
と
教
義
の
理
解
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
経
道
滅
尽
と
い
う
厳
し
い
問 

い
か
け
の
な
か
で
は
滅
び
る
し
か
な
い
、
と
い
う
極
め
て
明
晰
な
指
摘
で
あ
る
。
教
え
が
機
縁
に
お
け
る
条
件
を
要
請
す
る
か
ぎ
り
、
そ 

の
教
え
は
滅
尽
す
る
し
か
な
い
。
機
縁
深
き
ゆ
え
に
残
る
教
と
は
い
か
な
る
意
味
で
も
機
と
縁
を
問
わ
な
い
教
え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い 

か
ら
で
あ
る
。

法
然
は
、
こ
の
経
を
留
め
る
と
い
う
真
意
を
、
念
仏
の
一
門
だ
け
を
残
す
意
味
と
し
て
読
み
解
く
。
そ
の
と
き
「念
仏
の
一
門
」
と
は
、
 

滅
尽
す
る
経
道
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
の
教
え
で
は
な
い
。
滅
尽
す
る
教
え
は
教
理
で
あ
る
が
、
経
道
滅
尽
の
後
に
留
ま
る
念
仏
の
教
え
は
教 

理
以
上
の
意
味
を
も
つ
。
そ
の
こ
と
が
「特
留
念
仏
」
と
い
う
主
題
に
隠
さ
れ
た
意
味
で
あ
る
。

四

下

品

下

生

——
絶
望
的
な
状
況
の
自
覚

大
悲
か
ら
生
ま
れ
た
教
え
が
、
教
え
と
い
う
概
念
を
問
い
直
す
た
め
に
提
出
し
た
の
が
「経
道
滅
尽
」
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
で
あ
っ 

た
。
し
か
し
、
こ
の
大
悲
か
ら
生
れ
た
教
と
い
う
問
題
提
起
を
ど
の
よ
う
に
し
て
衆
生
の
自
覚
と
す
る
の
か
。
そ
れ
に
答
え
る
の
が
『観 

無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
下
下
品
で
は
な
い
か
と
思
う
。
教
え
と
い
う
視
点
か
ら
い
え
ば
、
『大
無
量
寿
経
』
が

「経
道
滅
尽
」
と
い
う 

教
え
の
危
機
的
状
況
を
時(

当
来
の
世)

の
視
座
か
ら
明
ら
か
に
す
る
の
に
対
し
て
『観
無
量
寿
経
』
は
法
を
聞
く
機
の
限
界
状
況
を
通
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し
て
教
え
と
は
な
に
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
に
は
法
の
真
実
を
明
か
す
『大
無
量
寿
経
』
と
機
の
真
実
を
明
か
す
『観
無
量
寿
経
』 

と
い
う
両
経
典
が
も
つ
課
題
の
異
な
り
が
あ
る
。
『大
無
量
寿
経
』
は
如
来
大
悲
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
「教
」
と
し
て
、
『観
無
量
寿 

経
』
は
、
そ
の
仏
の
教
え
が
ど
の
よ
う
に
大
悲
と
し
て
機
に
受
け
と
め
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

つ
ま
り
『大
無
量
寿
経
』
の
大 

悲
に
基
づ
く
教
え
は
、
『観
無
量
寿
経
』
の
下
下
品
の
教
説
を
通
し
て
機
の
自
覚
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

"
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
釈
尊
は
九
品
と
い
う
形
式
で
、
上
品
上
生
か
ら
下
品
下
生
ま
で
九
種
の
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る㉑ 

あ
り
方
を
説
く
。
そ
の
意
図
は
『観
無
量
寿
経
』
の
教
え
の
対
象
が
ど
こ
ま
で
も
仏
滅
後
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
 

も
し
九
品
の
教
説
が
往
生
人
の
分
類
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
品
下
生
と
は
も
っ
と
も
劣
っ
た
存
在
の
救
い
を
記
述
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
 

し
か
し
、
釈
尊
が
九
品
を
説
い
た
の
は
、
ど
こ
か
に
そ
の
よ
う
な
存
在
が
い
る
と
か
、
「汝
は
何
品
何
生
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
を 

提
供
す
る
た
め
で
は
な
い
。
九
品
の
教
説
の
次
第
展
開
に
立
て
ば
、
 

九
品
を
説
く
釈
尊
の
意
図
は
、
韋
提
希
の
自
覚
を
絶
望
的
な
状
況
に 

ま
で
徹
底
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
経
の
意
図
に
ふ
れ
た
善
導
は
、
そ
れ
ま
で
の
聖
道
の
諸
師
の
九
品
解
釈
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り 

諸
師
の
解
釈
に
は
、
九
品
が
、

も
し
仏
滅
の
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
は
、
濁
悪
不
善
に
し
て
五
苦
に
逼
ら
れ
ん
。
云
何
が
し
て
か
、
当
に
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界 

㉒
 

を
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
ゃ

と
い
う
韋
提
希
の
要
請
に
応
え
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
座
が
欠
如
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
善
導
は
、
 

総
じ
て
是
れ
、
五
濁
の
凡
夫
、
但
し
縁
に
遇
う
に
異
あ
る
を
も
っ
て
九
品
を
し
て
差
別
あ
ら
し
む
る
こ
と
を
い
た
す
。
 

と
、
九
品
す
べ
て
を
教
主
世
尊
が
す
で
に
存
在
し
な
い
と
き
を
生
き
る
凡
夫
と
し
て
確
か
め
る
。
九
品
が
す
べ
て
仏
滅
後
の
遇
縁
の
凡
夫 

で
あ
る
と
す
れ
ば' 

下
品
下
生
と
は
絶
望
的
な
縁
を
生
き
る
凡
夫
で
あ
り
、
凡
夫
と
い
う
あ
り
方
が
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
わ
れ
る 

場
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
の
教
え
に
対
す
る
絶
望
に
対
応
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
1
)

「仏
、
世
を
去
り
て
後
」I

大
聖
去
る
こ
と
遥
遠
な
る
に
由
る
——

「説
法
の
人
」
に
あ
え
な
い
と
い
う
時
に
つ
い
て
の
絶
望
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(
2
)

「
五
濁
の
凡
夫
」 

——
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る 

——

「所
説
の
法
」
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
機
に
つ
い
て
の 

絶
望

こ
こ
に
立
つ
か
ら
こ
そ
善
導
は
、
上
品
上
生(

も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
機
根
の
も
の)

で
あ
っ
て
も
、
経
に
は
な
い
「仏
世
を
去
り
て 

後
」
と
い
う
一
句
を
加
え
「大
乗
極
善
の
上
品
」
の

「凡
夫
」
で
し
か
な
い
と
押
さ
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
九
品
の
展
開
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
中
品
下
生
に
お
い
て
は
じ
め
て
「臨
終
に
善
知
識
に
よ
る
説
法
に
あ
う
」
と

い

う

「説
法 

の
人
」
と
い
う
主
題
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
上
品
上
生
か
ら
中
品
中
生
ま
で
の
宗
教
的
自
覚
は
教
理
と
し
て
の 

教
え
に
基
づ
い
て
修
行
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
っ
て
、
人
格
的
な
は
た
ら
き(

善
知
識)

に
よ
る
教
え
を
要
請
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と 

を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
中
品
下
生
ま
で
の
教
え
は
理
解
す
べ
き
「説
か
れ
た
教
え
」
で
あ
っ
て
、
「説
か
れ
つ
つ
あ
る
教
え
」
で
は
な
い
。
 

む
し
ろ
下
品
下
生
は
教
え
を
説
く
善
知
識
に
と
っ
て
も
っ
と
も
絶
望
的
な
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。
九
品
の
教
説
を
読
む
も
の
は
、
韋 

提
希
と
と
も
に
も
っ
と
も
深
い
、
も
っ
と
も
絶
望
的
な
限
界
状
況
ま
で
歩
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
下
品
下
生
に
い
た
っ 

て
、
は
じ
め
て
自
ら
の
求
道
心
が
何
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
釈
尊
の
説
い
た
教
理
の
理
解
と
実
践
に
支
え
ら
れ 

て
い
る
と
思
っ
て
い
た
自
ら
の
求
道
心
が
、
実
の
と
こ
ろ
釈
尊
の
ど
こ
ま
で
も
一
切
苦
悩
の
衆
生
に
呼
び
か
け
る
大
悲
の
精
神
に
支
え
ら 

れ
て
い
た
こ
と
に
下
品
下
生
に
お
い
て
気
づ
く
の
で
あ
る
。

五

転

教

——

「
教
・
説
」
か

ら

「告
言
」

へ

『観
無
量
寿
経
』
で
は
宗
教
的
生
の
絶
望
的
な
状
況
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

仏
、
阿
難
お
よ
び
韋
提
希
に
告
げ
た
ま
わ
く
。
下
品
下
生
と
は
、
あ
る
い
は
衆
生
あ
り
て
、
不
善
業
た
る
五
逆
，
十
悪
を
作
る
。
も 

ろ
も
ろ
の
不
善
を
具
せ
る
か
く
の
ご
と
き
の
愚
人
、
悪
業
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
悪
道
に
堕
す
べ
し
。
多
劫
を
経
歴
し
て
、
苦
を
受
く 

㉔

る
こ
と
窮
ま
り
な
か
ら
ん
。
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こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
絶
望
的
な
状
況
は
、
単
に
悪
業
を
な
す
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
一
度
の
繰
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
誰
と
も 

代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
生
を
「
か
け
が
え
な
し
」
と
い
え
ず
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
下
下
品
で
は
造
悪
が 

罪
と
い
う
宗
教
的
な
絶
望
の
自
覚
内
容
と
し
て
見
定
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
単
な
る
悪
・
苦
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
仏
に 

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
宗
教
的
な
あ
り
方
に
お
け
る
絶
望
的
な
状
況
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
下
下
品
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
悪
道
の
苦
し
み 

は
、
自
己
を
支
え
る
も
の
へ
の
反
逆
、
存
在
へ
の
反
逆
・
我
執
の
深
さ
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
下
下
品
の
示 

㉖
 

す
ー
層
深
い
絶
望
は
、
善
知
識
の
い
か
な
る
安
慰
も
す
ぐ
れ
た
教
説
も
す
べ
て
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
状
況
に
こ
そ
あ
る
。
そ
れ
が
下
下 

品
で
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

善
知
識
の
種
々
に
安
慰
し
て
、
た
め
に
妙
法
を
説
き
、
教
え
て
念
仏
せ
し
む
る
に
遇
わ
ん
。
こ
の
人
、
苦
に
逼
め
ら
れ
て
念
仏
す
る 

㉗

に
遑
あ
ら
ず
。

こ
こ
に
は
説
か
れ
た
ど
の
よ
う
な
教
え
も
成
り
立
た
な
い
状
況
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
道
の
も
っ
と
も
基
本
で
あ
る
仏
を
念
ず
る
こ
と 

(

心
に
刻
み
思
い
だ
す
こ
と)

さ
え
で
き
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
善
知
識
の
教
え
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
と
い
う
意
味 

を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
教
え
の
あ
り
方
に
お
け
る
転
換
点
が
あ
る
。
こ
の
絶
望
は
、
実
は
教
え
に
照
ら
さ
れ
た
絶
望
で
あ
る 

が
ゆ
え
に
、
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
で
人
間
を
支
え
る
教
え
を
開
示
す
る
機
縁
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
教
え
に
よ
っ
て
絶
望
的
な
状 

況
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
我
々
の
求
道
に
お
い
て
も
つ
意
義
が
あ
る
。

水

先
に
述
べ
た
「教
え
に
対
す
る
信
頼
が
す
べ
て
崩
れ
た
と
き
に
現
れ
て
く
る
教
え
」
と
い
う
視
点
は
、
戸

・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『生
き
る 

勇
気
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。

十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
彼
は
、
彼
が
信
頼
し
て
い
た
信
頼
の
神
が
、
彼
を
、
絶
望
と
意
味
喪
失
の
暗
黒
の
な
か
に
見
捨
て
た
と
き
に 

も
、
な
お
彼
の
神
で
あ
り
つ
づ
け
た
そ
の
神
に
向
か
っ
て
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
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テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
本
当
の
神
は
、
教
会
や
教
義
の
う
え
に
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
根
底
に
あ
る 

神
で
あ
り
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
が
「
絶
望
と
意
味
喪
失
の
暗
黒
の
な
か
」
で
向
か
っ
て
叫
ん
だ
神
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
は
次
の
言
葉 

で
こ
の
書
を
結
ぶ
。

生
き
る
勇
気
と
は
、
神
が
懐
疑
の
不
安
の
な
か
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
こ
そ
あ
ら
わ
れ
出
る
神
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の 

㉙

で
あ
る
。

こ
こ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
生
き
る
勇
気
が
今
ま
で
信
頼
し
て
き
た
神
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
き
に
現
れ
る
神
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ 

て
い
る
と
い
う
。
絶
望
と
無
意
味
の
暗
黒
の
な
か
に
見
捨
て
た
と
き
に
も
、
な
お
彼
の
神
で
あ
り
つ
づ
け
た
神
、
そ
れ
は
思
い
描
い
て
き 

た
神
で
は
な
い
。
自
明
と
し
て
き
た
す
べ
て
の
宗
教
的
な
も
の
が
「消
滅
し
た
と
き
あ
ら
わ
れ
る
」
神
、
そ
れ
こ
そ
が
本
来
、
あ
ら
ゆ
る 

宗
教
的
生
を
支
え
て
い
た
。
限
界
状
況
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
神
こ
そ
、
イ
エ
ス
の
意
識
の
し
た
で
つ
ね
に
イ
エ
ス
の
生
を
支
え
て
い
た 

神
で
あ
っ
た
と
い
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
鋭
い
洞
察
と
感
覚
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
最
後
の
言
葉
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
た
宗
教
的
な
生
の
深 

み
を
読
み
と
っ
た
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
宗
教
的
生
も
、
こ
の
よ
う
な
深
み
に
立
た
な
い
以
上
、
宗
教
を
真
に
宗
教
た
ら
し
め
る
根
拠
に 

ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
、つ
。

-
5
¢
-

九
品
の
教
説
は
、
上
品
上
生
か
ら
下
品
下
生
ま
で
次
第
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

読
む
も
の
誰
を
も
韋
提
希
と
と
も
に
宗
教 

的
生
を
支
え
て
い
る
深
み
に
ま
で
連
れ
て
い
く
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
下
下
品
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
信
頼 

し
て
い
た
教
え
が
す
べ
て
力
を
失
っ
た
と
き
に
明
ら
か
に
な
る
教
え
、
教
え
を
教
え
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
教
え
の
根
源
に
ま
で
連 

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『観
無
量
寿
経
』
の
下
品
下
生
に
お
い
て
、
善
知
識
の
教
え
の
あ
り
方
は
大
き
く
転
換
す
る
。
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か
く
の
ご
と
き
の
愚
人
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、

㈤
 

善
知
識
の
、
種
種
に
安
慰
し
て
、
た
め
に
妙
法
を
説
き
、
教
え
て
念
仏
せ
し
む
る
に
遇
わ
ん
。

⑹

こ
の
人
、
苦
に
逼
め
ら
れ
て
念
仏
す
る
に
遑
あ
ら
ず
。

⑹
 

善
友
告
げ
て
言
わ
く
、
「汝
も
し
念
ず
る
に
能
わ
ず
は
、
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
」
と
。

か
く
の
ご
と
く
心
を
至
し
て
、
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
せ
し
む
。
仏
名
を
称
す 

㉚

る
が
ゆ
え
に
、
念
念
の
中
に
お
い
て
ハ
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。

㉛

こ
の
経
文
の
傍
線⑷

—
心
の
箇
所
に
お
い
て
、
善
知
識
の
教
え
が
「説
き
、
教
え
」
る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
、
「告
げ
て
言
」
う
呼
び 

か
け
へ
と
大
き
く
転
換
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
善
知
識
の
関
わ
り
方
を
転
換
さ
せ
る
機
縁
と
な
る
の
は
、⑹

の

「
こ 

の
人
、
苦
に
せ
め
ら
れ
て
念
仏
す
る
に
遑
あ
ら
ず
」
と
い
う
悲
痛
な
状
況
で
あ
る
。
こ
の⑷

か
ら
心
へ
教
え
の
あ
り
方
が
転
換
す
る
こ
と 

は
、
『観
経
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。⑺
⑹

心
の
箇
所
を
善
導
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

2
:  

四
明
善
人
安
慰
敎
令
念
仏(

四
に
、
善
人
安
慰
し
て
教
え
て
仏
を
念
ぜ
令(

し)

む
る
こ
と
を
明
か
す
。)

⑹
 

五
明
罪
人
死
苦
来
逼
無
由
得
念
仏
名(

五
に
、
罪
人
死
苦
来
り
逼
せ
め
て
仏
名
を
念
ず
る
こ
と
得
る
に
由
な
き
こ
と
を
明
か 

す
。)

心 

六
明
善
友
知
苦
失
念
転
敎
口
称
弥
陀
名
号(

六
に
、
善
友
、
苦
、
念
を
失
す
と
知
り
て
、
転
じ
て
教
え
て
口
に
弥
陀
名
号
を
称 

す
る
こ
と
を
明
か
す
。)

善
導
は
、
経
文⑺

を

「善
人
安
慰
し
て
教
え
て
仏
を
念
ぜ
し
む
る
」
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
が⑹

「苦
に
逼
め
ら
れ
て
念
仏
す
る
に
遑
あ
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ら
ず
」
と
い
う
状
況
を
と
お
し
て
、
経
文
(〇)
で

「告
げ
て
言
わ
く
、:.

無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
」(

『観
経
』)

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な 

る
。
経
の
上
で
の
「説
き
て
教
え
て
」
か

ら

「告
げ
て
言
う
」

へ
と
表
現
が
変
わ
る
こ
と
、
こ
こ
に
善
導
は
「転
教
」(

転
じ
て
教
え
て) 

と
い
う
意
義
を
見
い
だ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
展
開
は
、
「念
仏
」
と
い
う
実
践
の
教
え
も
ま
だ
難
し
い
か
ら
さ
ら
に
易
し 

い
実
践
を
教
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
浄
土
宗
鎮
西
の
良
忠(1

1
9
9
「1

2
8
7
)

は
、⑺

(0)
の
箇
所
を
、
 

「広
教
」
と

「略
教
」
と
い
う
対
応
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
広
く
教
え
て
も
念
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
略
し
て
教
え
た
と 

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
広
・
略
と
い
う
理
解
で
は
、
「転
」
が
質
的
で
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
 

量
的
な
移
行
と
い
う
解
釈
の
余
地
を
残
す
こ
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
も

し

「転
」
に
教
え
と
い
う
こ
と
の
根
源
的
な
転
換
を 

見
い
だ
す
と
す
れ
ば
、
「ま
さ
に
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
多
く
の
宗
教
的
実
践
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
称
名
を 

教
理
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
称
名
が
実
践
項
目
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
教
理
の 

-

っ
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

教
え
の
あ
り
方
を
転
換
さ
せ
る
一
大
転
機
は
、
「
こ
の
人
、
苦
に
せ
め
ら
れ
て
念
仏
す
る
に
遑
あ
ら
ず
」
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
で
あ 

る
。
先

人

は

「
死
苦
が
念
を
失
す
る
と
い
う
こ
と
を
善
知
識
が
知
つ
た
と
き
教
え
は
転
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
。
苦
に
逼
め 

ら
れ
て
念
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
に
か
た
ら
れ
る
善
知
識
の
教
え
は
、
教
義
を
説
く
こ
と
で
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「告
げ
て
言
う
」 

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
教
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て' 

こ
れ
ま
で
説
か
れ
て
き
た
よ
う
な
教
え
と
い
う
意
味
は
転 

ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
教
え
を
心
に
刻
み
思
い
起
こ
す(

つ
ま
り
念)

と
い
う
こ
と
さ
え
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
状
況
に
お
い
て 

は
、
教
え
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
転
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
「告
言
」
さ
れ
た
教
え
は
、
教
義
と
い
う
概
念
に
は
包
む
こ 

と
は
で
き
な
い
。

親
鸞
は
、
「転
教
口
称
弥
陀
名
号
」
を
高
田
専
修
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
『観
経
疏
』
加
点
本
で
、
 

転
じ
て
教
え
て
口
に
弥
陀
名
号
を
称(

す)

こ
と
を
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と
、
「転
教
」
を

「転
じ
て
教
え
て
」
と
訓
ん
で
い
る
。
こ
の
訓
み
方
は
論
者
に
と
っ
て
は
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ 

「転
教
口
称
弥
陀
名
号
」
を
、
「転
じ
て
口
に
弥
陀
名
号
を
称
せ
教(

し)

む
」
と
訓
む
方
が
、
教
の
質
的
な
転
換
を
強
調
す
る
こ
と
が 

で
き
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
の
訓
み
で
は
、
「教
え
て
仏
を
念
ぜ
し
む
」
と

「教
え
て
口
に
弥
陀
名
号
を
称
す
」
と
が
対
応 

し
、
単
に
教
え
の
内
容
が
「念
仏
」
か

ら

「称
名
」
に
変
わ
っ
た
と
い
う
意
味
と
な
っ
て
、
そ
れ
で
は
教
え
の
質
が
転
じ
る
と
い
う
こ
と 

が
見
え
に
く
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
再
往
、
親
鸞
の
訓
み
方
に
注
意
す
れ
ば
、
「転
じ
て
教
え
」
る
と
は
、
何
を
転
じ
る 

の
か
と
い
う
と
、
教
え
そ
の
も
の
を
転
じ
る
の
で
は
な
く
て
、
善
知
識
が
そ
れ
ま
で
の
教
え
を
説
く
立
場
を
転
じ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す 

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
の
状
況
に
お
い
て
教
え
は
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
し
か
し
転
じ
て
も
教
え
以
外
の
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
、
 

転
じ
て
も
や
は
り
教
え
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
教
え
を
支
え
て
き
た
教
え
が
あ
ら
わ
に
な
る
、
と
理
解
す
る
べ
き
な
の
か
も
し 

れ
な
い
。

た
だ
、
論
者
は
、
い
ま
だ
こ
の
教
え
の
意
味
が
根
源
的
に
転
換
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
あ
え

て

「教
を
転
じ
て
口
に
弥
陀
の 

㉔

名
号
を
称
せ
し
む
」
と
訓
ん
で
み
た
い
気
持
ち
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
訓
み
で
は
教
え
を
転
じ
た
こ
と
は
強
調
さ
れ
る
が
、
称
名
が
教
え 

で
は
な
い
よ
う
に
了
解
さ
れ
る
危
険
は
残
る
け
れ
ど
も
。

水

下
品
下
生
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
に
お
い
て
な
お
は
た
ら
く
善
知
識
の
「告
げ
て
言
う
」
教
え
は
も
う
理
解
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ 

は
生
死
の
巌
頭
に
立
た
さ
れ
た
人
間
の
限
界
状
況
に
お
い
て
選
び
を
決
定
さ
せ
る
呼
び
か
け
の
声
で
あ
る
。
そ
の
声
に
お
い
て
人
間
の
限 

界
状
況
を
見
つ
め
続
け
る
精
神
、
大
悲
に
ふ
れ
る
で
あ
る
。

自
明
と
し
て
き
た
教
え
に
絶
望
す
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
教
え
と
は
、
「教
え
る
人
の
人
格
が
ど
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い
る
か
」 

と

か

「説
か
れ
る
教
理
が
ど
れ
ほ
ど
高
邁
で
あ
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
虚
飾
の
服
を
は
ぎ
取
ら
れ
た
教
え
で
あ
る
。
そ
こ
に
残
る
の
は 

「
こ
の
道
を
往
け
」
と
生
き
る
方
向
を
決
定
せ
し
め
よ
う
と
す
る
切
実
な
叫
び
声
で
あ
る
。
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口
で
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
こ
と
が
、
絶
望
を
通
し
た
教
え
の
内
容
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
理
解
で
は
な
く
て
、
ど
こ 

ま
で
も
呼
び
か
け
る
本
願
の
叫
び(

招
喚
の
勅
命)

へ
の
応
答
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
善
友
の
「告
げ
て
言
う
」
教
え
に
応
え
て
「応
称 

無
量
寿
仏
」
す
る
十
念
の
称
名
は
、
そ
の
呼
び
声
に
対
す
る
〈応
答
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
実
現
さ
れ
る
救
い
は
、
安
慰
で
は
な
く 

「大
悲
一5

：
——
存
在
」
と
い
う
存
在
の
確
信
な
の
で
あ
る
。

二
河
譬
喩
の
三
定
死
が
か
た
る
よ
う
な
、
絶
望
的
な
状
況
に
お
い
て
、
諸
仏
の
教
え
は
教
理
で
は
な
く
「発
遣
」
と
い
う
意
義
を
露
わ 

に
す
る
の
で
あ
る
。
発
遣
と
し
て
の
教
え
は
、
「教
・
説
」
と
い
う
教
え
で
は
な
く
て
「告
げ
て
言
う
」
教
え
で
あ
る
。
「告
げ
て
言
う
」 

声
こ
そ
が
す
べ
て
の
釈
尊
の
教
え
を
貫
徹
し
、
ま
た
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
教
え
支
え
て
き
た
根
源
が
明
瞭
で
な
い
か
ら
釈
尊
の 

教
え
の
本
質
が
見
失
わ
れ
、
教
え
が
教
義
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
る
の
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

浄
土
教
に
よ
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
「仏
滅
の
後
の
凡
夫
に
と
っ
て
教
え
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
、
教
え
の
観
念
は
大 

き
く
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
教
に
対
す
る
絶
望
を
通
さ
な
い
教
え
は
ど
こ
か
で
人
格
の
優
劣
、
教
義
の
理
解
を
要
請
す
る
知
の
残
滓 

が
あ
る
。
教
え
に
対
す
る
絶
望
に
立
つ
教
え
だ
け
が
遇
縁
存
在
で
あ
る
人
間
を
根
底
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
下
下
品
で
明
ら
か 

に
さ
れ
る
浄
土
教
に
お
け
る
教
え
の
本
質
は
、
す
べ
て
の
教
義(

教
・
説)

や
安
慰
の
言
葉(

安
慰
し
て
念
仏)

が
役
に
立
た
な
く
な
っ 

た
絶
望
的
な
状
況
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
呼
び
か
け
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
善
知
識
の
教
え
が
、
「説
・
教
」
か

ら

「告
言
」 

へ
と
転
換
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
教
の
質
が
転
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
愚
人
の
称
名
は
、
教
義
の
理
解
に
立
っ
た
実
践
行
為
で
は
な 

く
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
絶
望
的
な
あ
り
方
も
捨
て
ず
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
に
反
逆
す
る
も
の
と
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
大
悲
の
呼
び
か
け 

の
具
体
化(

示
応
化
身)

な
か
に
あ
る
こ
と
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
の
教
え
は
、
釈
尊
が
大
悲
よ
り
生
ま
れ
た
如
来
で
あ
る
こ
と
の
存
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在
意
義
を
か
け
て
語
り
か
け
る
声
そ
の
も
の(

発
遣)

で
あ
る
よ
う
な
教
え
で
あ
る
。

教
え
は
単
な
る
教
師
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
教
義
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「教
え
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
真
実
の
教
を 

あ
ら
わ
す
厳
密
な
表
現
で
は
な
い
。
む
し
ろ
親
鸞
に
よ
れ
ば
、
教
え
と
い
う
事
実
の
顕
現(

「
顕
真
実
教
」
，
「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か 

む
」
る
こ
と)

が
救
い
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
。
教
え
は
帰
し
目
覚
め
る
べ
き
事
実
で
あ
っ
て
解
釈
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え 

に
教
え
を
支
え
る
根
源
言
は
ど
れ
ほ
ど
教
説
と
し
て
展
開
し
て
も
、
知
的
な
理
解
で
は
な
く
主
体
的
な
応
答
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

①
 

親
鸞
は
、
『教
行
信
証
』
教

巻

で

「
正
説
」
「妙
典
」
「極
説
」
「金
言
」
「誠
言
」
「真
教
」
と
い
う
概
念
で
真
実
教
を
あ
ら
わ
す
。
「教
」
と
い
う 

文
字
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
と
熟
語
を
形
成
す
る
。
た
と
え
ば
宗
教
、
教
理
、
教
説
、
説
教
、
教
義
、
教
師
、
教
典
、
教
育
な
ど
な
ど
。
こ
の
よ
う
に 

教
え
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
入
り
組
ん
だ
複
合
的
概
念
で
あ
る
。
教
え
と
い
う
こ
と
の
概
念
の
検
討
は
別
の
機
会
に
行
う
予
定
で
あ
る
。

②
 

『歎
異
抄
』
第
十
二
条(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
四
巻
言
行
篇
、
三
〇
頁
—

③
 

清
沢
満
之
は
、
我
々
が
教
え
に
ふ
れ
る
と
き
に
限
界
状
況
を
通
す
意
味
を
「余

が

『阿
含
」
を
読
誦
し
て
特
に
感
の
深
か
り
し
は
、
咯
血
襲
来
の 

病
床
に
あ
り
し
が
為
か
、
然
ら
ば
教
法
の
妙
味
に
達
せ
ん
と
せ
ば
、
生
死
巌
頭
の
観
に
住
す
る
こ
と
尤
も
っ
と
も
必
要
た
る
を
知
る
べ
し
」(

「転
迷 

開
悟
録
」
『清
沢
満
之
全
集
』
第
七
巻
ハ
三
頁)

と
述
べ
て
い
る
。

④
 

親
鸞
も
引
用
す
る
『安
楽
集
』
は
、
「説
聴
の
方
軌
を
明
か
」
す
な
か
で

『大
集
経
」
に
よ
っ
て
「仏
法
紹
隆
」
の
要
素
を
「説
法
の
者
」
「所
説 

の
法
」
「聴
法
の
者
」
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
を
仏
・
法

・
僧
の
三
宝
に
配
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
「説
法
の
人
」
「所
説 

の
法
」(

こ
の
場
合
の
法
は
教
法)

と
い
う
仏
，
法
の
二
つ
が
教
え
の
基
本
要
素
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第 

一
巻
、

一㈣

五
頁)

⑤
 

「説
法
の
人
」
を
絶
対
化
し
た
と
き
は
人
格
崇
拝
に
な
り
、
「
所
説
の
法
」
を
絶
対
化
し
た
場
合
は
教
条
主
義
に
な
る
。
そ
の
極
端
な
も
の
が
原
理 

主
義
で
あ
る
。
ま
た
相
対
化
し
た
場
合
に
は
、
宗
教
と
は
教
祖
の
説
い
た
思
想
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
世
俗
化
に
お
ち
い
る
。
そ
の
場
合
、
 

教
は
教
養
と
な
る
。
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⑩⑨⑧ ⑦⑥⑪⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑲⑱

『選
択
本
願
念
仏
集
』(

『真
宗
聖
教
全
書
』

ー
、
九
二
九
頁
、
原
漢
文)

こ
の
言
葉
を
選
ん
だ
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
深
い
意
味
が
与
え
ら
れ
た
「
絶
望
」
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら 

で
あ
る
。
直
接
に
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
『生
き
る
勇
気
』
に
お
い
て
使
用
す
る
「
絶
望
と
無
意
味
」
と
い
う
用
法
に
よ
る
。

『教
行
信
証
」
信

巻
(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
」
第
一
巻
、

一
五
三
— 

一
五
四
頁
、
原
漢
文) 

『歎
異
抄
聴
記
』(

『曽
我
量
深
選
集
』
第
六
巻
、
弥
生
書
房
、

一
五
五
— 

一
五
六
頁) 

最
後
的
状
況
を
取
り
扱
う
こ
と
の
意
義
は
次
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
葉
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
「最
後
的
状
況
の
分
析
の
目
的
は
、
通
常
の
人
間 

の
経
験
を
記
録
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
通
常
の
状
況
が
そ
の
光
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
極
限
的
可
能
性
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
」 

(

『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
第
九
巻
白
水
社
、

一
九
七
八)

た
と
え
ば
浄
影
寺
の
慧
遠(

五
二
三
—
五
九
二)

は
、
「法
滅
尽
の
後
、
百
年
に
聞
く
も
の
な
お
利
益
を
得
て
浄
土
に
往
生
す
。
い
わ
ん
や
今
聞 

く
者
、
な
ん
ぞ
生
ぜ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
た
だ
仏
の
留
め
た
も
う
意
は
、
今
、
経
を
聞
き
て
去
く
こ
と
を
求
む
る
者
あ
ら
ば
定
ん
で
往
生
を
得
る 

こ
と
を
明
す
。
み
ず
か
ら
疑
い
慮
る
こ
と
莫
れ
。
」(

『無
量
寿
経
義
疏
』
下
、
『浄
土
宗
全
書
』
、
五
四
—
五
五
頁
要
旨)

と
勧
信
誡
疑
の
教
説
と
し 

て
理
解
す
る
。

『荘
厳
経
』
を
の
ぞ
く
漢
訳
異
本
の
す
べ
て
に
こ
の
主
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
は
該
当
箇
所
が
な
い
。
 

こ
の
出
世
本
懐
を
あ
ら
わ
す
句
に
対
応
す
る
部
分
は
他
の
漢
訳
に
お
い
て
は
欠
け
て
い
る
か
、
も
し
く
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

『教
行
信
証
』
教
巻
、
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
法
蔵
館
、

一
ー
頁(

原
漢
文)

「
三
界
を
矜
哀
し
て
」
と
い
う
箇
所
は
、
曽
我
の
い
う
還
相
回
向
の
願
の
成
就
と
し
て
教
え
を
と
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

『大
無
量
寿
経
』
下

巻(

『真
宗
聖
教
全
書
』
三
経
七
祖
部
、
四
六
頁
、
原
漢
文
。
た
だ
し
書
き
下
し
は
東
本
願
寺
『真
宗
聖
典
』
に
よ
っ
た
。) 

金
子
大
栄
は
「釈
尊
に
し
て
み
れ
ば
、
自
身
の
言
行
は
忘
れ
ら
れ
て
も
よ
い
。
た
だ
弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
か
し
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な 

い
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
生
涯
の
言
行
が
隠
没
し
て
、
そ
の
精
神
だ
け
が
残
る
。
わ
れ
ら
は
そ
こ
に
釈
尊
の
偉
大
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
ぬ
の
で
あ
る
。
」 

と
い
う
。(

「
顕
浄
土
真
実
教
文
類
講
録
」
、
『安
居
講
録
九
」

『金
子
大
栄
著
作
集
」
別
巻
二
、
春
秋
社
、

一
七
ハ
頁) 

『西
方
指
南
鈔
』
上

末
(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
輯
録
篇
一
、
九
五
頁)

『浄
土
高
僧
和
讃
』
善

導

意(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻'

一
ー
ニ
頁)
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⑳
 

親

鸞

は

「経
道
滅
尽
」
の
左
訓
に
「仏
法
滅
尽
の
時
到
り
、
末
法
万
年
の
間
は
た
だ
権
教
あ
り
て
、
実
教
な
し
。
万
年
の
後
、
百
年
弥
陀
の
教
ま 

し
ま
す
べ
し
」
と
い
い
、
ま

た

「真
宗
」
の
左
訓
に
「ま
こ
と
を
む
ね
と
す
。
仮
に
対
し
て
真
と
い
ふ
。
ハ
万
四
千
の
法
門
は
仮
門
と
す
。
浄
土 

ー
 

宗
を
真
門
と
す(

読
み
は
岩
波
文
庫
『親
鸞
和
讃
集
』
に
よ
る
。)

」
と
い
う
。

㉑
 

凡
夫
と
い
う
こ
と
は
聖
者
に
相
対
し
た
あ
り
方
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
業
縁
の
な
か
に
生
死
し
て
い
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
う
。
と 

く

に

『観
無
量
寿
経
」

の
意
図
に
よ
れ
ば
釈
尊
と
い
う
仏
な
き
時
を
生
き
る
衆
生
の
意
味
で
あ
る
。

㉒
 

『真
宗
聖
教
全
書
』
三
経
七
祖
部
、
五
一
頁
、
原
漢
文
。

㉓
 

『観
経
玄
義
分
』(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
」
第
九
巻
、
二
四
—
二
五
頁
、
原
漢
文
。)

㉔
 

『真
宗
聖
教
全
書
』
三
経
七
祖
部
、
六
五
頁
、
原
漢
文
。

㉕
 

ゆ
え
に
善
導
は
、
下
品
を
締
め
く
く
る
「讃
」(

『観
経
散
善
義
」

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
」
第
九
巻
、
ニ
ー
ニ
頁)

に
お
い
て
絶
望
的
な
状
況
と 

し
て
十
悪
、
五
逆
な
ど
に
加
え
て
、
本
来
、
経
文
に
は
な
い
「
謗
正
法
」
も
含
め
る
。

㉖
 

西
谷
啓
治
は
「宗
教
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い
は
れ
る
そ
の
同
じ
生
の
段
階
で
は
、
決
し
て
必
要
で
は
な
い
。
 

た
だ
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
必
要
性
を
失
う
と
こ
ろ
、
そ
の
功
用
性
を
発
揮
し
得
な
く
な
る
と
こ
ろ
、
其
等
が
す
べ
て
役
に
立
た
な
く
な
る
生
の
段 

階
に
於
て
、
初
め
て
宗
教
が
必
要
と
な
り
、
生
に
於
け
る
宗
教
の
必
然
性
が
自
覚
さ
れ
て
来
る
。
」(

『宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
、
五
頁
。)

と
い
う
。
 

㉗
 

『真
宗
聖
教
全
書
』
三
経
七
祖
部 

六
五
頁
、
原
漢
文
。

㉘
 

『存
在
と
勇
気
」(

『
テ
ィ
リ
ツ
ヒ
著
作
集
』
第
九
巻
、
二
〇
三
—
二
〇
四
頁
、
白
水
社
、

一
九
七
八)

「
絶
望
と
意
味
喪
失
の
暗
黒
の
な
か
に
」
は 

英
語
版
で
は-
5-
护

&-!

了 
を

2..¢
1
0
1
1
?
3

&.1
1
1
3
1
1

5-0
〇̂

3
3
1
1

廖%

と
な
っ
て
い
る
。
英
語
版
は' 

!
4
1 1

〇'̂

肯̂

0
0
^
5
^
0
 8
 8
5
 

N
0

ミ

ー
ー
6
17
-
6
1
1  &

;

厂
〇11

1
1
0

？

ヘ21
1

〇̂

コ
ミま

5
1
1
7
7  

中1$
? '

を
用

た

㉙

"

存
在
と
勇
気
」

の
結
び
。(

同
上
、
二
〇
五
頁
。)

「神
が
懐
疑
の
不
安
の
な
か
で
」
は

英

語

版

で

は

ビ

片

胃

彩4

。
に

。一ー

耳
と
な
っ
て
い 

る
。

㉚

『観
無
量
寿
経
』(

『真
宗
聖
教
全
書
』
三
経
七
祖
部
、
六
五
頁
、
原
漢
文)

㉛

こ
の
文
を
「
「如
此
愚
人
」
よ

り

下

「生
死
之
罪
」
に
至
る
已
来
、
正
し
く
法
を
聞
き
、
仏
を
念
じ
て
現
益
を
啓
蒙
る
こ
と
を
得
る
こ
と
を
明
か 

す
。
即
ち
其
の
十
有
り
。」
と
押
さ
え
る
。
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@

良

忠

は

「為
説
妙
法
教
令
念
仏
」
は
下
品
中
生
に
説
か
れ
た
内
容
に
準
ず
る
と
し
、
「苦
痛
逼
る
が
故
に
広
教
を
聞
く
時
は
正
念
を
失
す
と
雖
も
、
 

略
教
を
聞
く
時
は
即
ち
正
念
を
得
て
以
て
仏
名
を
称
す
。
是
れ
失
意
を
名
づ
け
て
失
念
と
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
也
。
」(

良

忠

『観
経
散
善
義
伝
通 

記
』
、
『浄
土
宗
全
書
」
第
二
巻
、
三
五
七
頁
、
原
漢
文)

と
述
べ
て
い
る
。

㉓
 

廣

瀬

杲

『観
経
疏
講
義
』
散
善
義
皿
、
法
蔵
館
、

一
四
六
六
— 

一㈣

六
七
頁
参
照
。

@
 

『真
宗
聖
教
全
書
』
三
経
七
祖
部
、
五
五
五
頁
、
原
漢
文
の
返
り
点
に
よ
る
訓
。

@
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「世
間
—
内
——
存
在
」
に
な
ら
っ
て
造
ら
れ
た
安
田
理
深
に
よ
る
用
語
。
源

信

の

「大
悲
無
倦
常
照
我
身
」(

『往
生
要
集
」)

に 

よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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