
二

つ

の

国

——

「靖
国
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
——

中

川

皓

三

郎

は

じ

め

に

真
宗
・
大
谷
派
な
る
教
団
が
、
親
鸞
そ
の
人
が
、
身
を
も
っ
て
顕
か
に
し
た
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
、
こ
の
現
代
と
い
う
時
代
，
社 

会

に

「真
宗
同
朋
会
」
運
動
と
し
て
展
開
す
る
な
か
で
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
課
題
は
、①

教
団
問
題
、②

部
落
差
別
問
題
、③

靖
国

①

問
題
で
あ
っ
た
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
在
も
そ
れ
ら
の
問
題
か
ら
問
わ
れ
続
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
今
回
「靖 

国
」

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
と
く
に
私
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て
「
靖
国
」

の
問
題 

は
、
な
か
な
か
課
題
化
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
問
題
が
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る 

か
ら
で
あ
る
。

ー
、
「靖
国
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

②
 

明
治
維
新
の
戦
闘
で
傷
つ
き
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
官
軍
の
兵
士
た
ち
の
「
霊
を
、
国
が
手
あ
つ
く
祀
り
鎮
め
る
」
た
め
に
一
八
六
九 

(

明
治
二)

年
に
建
て
ら
れ
た
東
京
招
魂
社
が
、

一
ハ
七
九(

明
治
十
二)

年
に
靖
国
神
社
と
改
め
ら
れ
る
と
き
、
天
皇
の
言
葉
と
し
て
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と
な
え
ら
れ
た
「
靖
国
神
社
改
称
列
格
の
祭
文
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
出
て
い
る
。
 

明
治
元
年
と
云
年
よ
り
以
降
、
内
外
の
国
の
荒
振
寇
等
を
刑
罰
め
、

不
服
人
を
言
和
し
給
ふ
時
に
、

汝
命
等
の
赤
き
直
き
真
心 

を
以
て
、
家
を
忘
れ
身
を
擲 

て
、
各
も
死
亡
に
し
其
大
き
高
き
勲
功
に
依
て
し
、
大
皇
国
を
ば
安
国
と
知
食
す
事
ぞ
と
思
食
す
が 

故
に
、
靖

国

神

社

と

改

称

へ

、
別
格
官
幣
社
と
定
奉
り
て
、
御
幣
帛
奉
り
斎
奉
ら
せ
給
ひ
、
今
よ
り
後
、
弥
遠
永
に
、
怠
る
事 

无
く
祭
給
は
む
と
す
。
故
是
の
状
を
告
給
は
く
と
白
給
ふ
、
天
皇
の
大
命
を
聞
食
せ
と
、

恐
み
恐
み
も
白
す
。

べ
村
上
重
良
『靖
国
神
社 

岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
血
五
七
』

ー
ー
ー
頁) 

お
お
よ
そ
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は' 

靖
国
神
社
と
そ
の
名
を
改
め
て
、
天
皇
の
国
で
あ
る
こ
の
日
本
の
国
を
安
ら
か
な
国
と
し
て
成 

り
立
た
せ
る
た
め
に
、
「
家
を
忘
れ
身
を
擲
て
」
死
ん
で
い
っ
た
者
た
ち
を
、
永
遠
に
神
と
し
て
お
祭
り
し
て
い
き
ま
す
と
い
う
こ
と
だ 

が
、
こ

こ

に

「安
国
」
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
村
上
重
良
は
、
 

安
国
、
護

国
(

鎮
護
国
家)

を
避
け
て
あ
え
て
新
語
を
選
ん
だ
の
は
、
 

安
国
、
護
国
が
仏
教
の
こ
と
ば
と
し
て
久
し
く
定
着
し
て
い 

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

(

前
同
一
五
頁) 

と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
「靖
」
は

『大
字
典
』

に
よ
れ
ば
、
「会
意
。
立
て
る
姿
の
安
静
な
る
こ
と
。
故
に
立
扁
。
青
は
音
符
。
転
じ
て 

広
く
安
シ
・
和
グ
，
治
ム
・
静
力
等
の
義
と
す
。
」
と
あ
り
、
文
字
の
意
味
か
ら
言
っ
て
も
、
「靖
国
」
は

「安
国
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

す
る
と
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
も
『大
無
量
寿
経
』
で

「安
楽
国
」
と

か

「安
養
国
」
と
か
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
文
字
そ
の
も
の 

か

ら

見

て

「靖
国
」
と
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
両
者
は
、
そ
の
問
題
領
域
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
 

そ
の
同
じ
く
す
る
問
題
領
域
と
は
「
国
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「安
国
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

-
-
'

人
間
は
国
を
も
と

め
て
流
転
し
て
い
る 

安
田
理
深
は
、
『浄
土
の
教
学
』
と
い
う
講
演
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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だ
か
ら
こ
う
い
え
る
で
し
ょ
う
。
人
間
は
国
を
も
と
め
て
流
転
し
て
い
る
。
国
と
い
う
こ
と
が
魂
の
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。 

つ
ま
り
、
そ
の
フ
ァ
ー
タ
—
ラ

ン

ト(

く2
^
1
1

3
1
1
6

祖

国

，
故

国

，
本
国)

で
し
ょ
う
。
我
々
の
ホ
ー
ム
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
故
郷
じ 

や
な
い
か
ね
。
そ
れ
を
忘
れ
と
っ
た
ん
だ
。
だ
か
ら
国
を
も
と
め
る
。
し
か
し
国
を
も
と
め
て
実
現
し
て
み
る
と
あ
わ
ん
で
す
。
国 

が
実
現
さ
れ
て
き
た
。
み
ん
な
国
を
実
現
し
て
き
た
ん
だ
か
ら
、
独
裁
国
家
と
い
う
の
も
、
封
建
国
家
と
い
う
の
も
ね
。
資
本
主
義 

国
家
と
い
う
の
も
、

マ
ル
ク
ス
の
い
う
、
こ
れ
は
一
国
共
産
主
義
や
わ
ね
、
そ
う
い
う
の
も
、
み
ん
な
国
を
も
と
め
て
き
た
ん
で
し 

よ
う
。
願
っ
て
き
た
ん
で
す
。

け
れ
ど
実
現
し
て
み
た
ら
願
い
と
違
う
。
じ
ゃ
あ
あ
き
ら
め
る
か
、
あ
き
ら
め
ら
れ
な
い
。
で
て
き
た
も
の
は
、
願
っ
た
の
と
違 

う
け
ど
、
で
て
き
た
も
の
で
あ
き
ら
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
う
い
っ
ぺ
ん
こ
こ
ろ
み
て
み
よ
う
と
。
そ
れ
で
ま
た
、
で
て
き 

た
も
の
は
だ
め
か
も
わ
か
ら
ん
。
知
ら
ん
け
ど
、
ま
た
こ
こ
ろ
み
て
み
よ
う
。
あ
き
ら
め
る
わ
け
に
は
い
か
ん
。
そ
う
い
う
も
の
を 

国
と
い
う
ん
で
す
。
あ
き
ら
め
ら
れ
ん
も
の
や
。 

(

真
宗
大
谷
派
刊
『教
化
研
究
」
ハ
七
号
・
六
五
頁) 

少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
と
「
国
」
と
い
う
こ
と
と
が
本
質
的
に 

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
人
間
と
い
う
も
の
が
一
人
で
生
き
て
い
な
い
と
い

⑤

う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ

と

は

「個
人
が
衆
生
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
、
「私
た
ち
は
自
己
存
在
で
あ
る
と
同
時

⑥

に
関
係
存
在
で
あ
る
」
と
も
語
ら
れ
、
ま

た

「
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
で
あ
る
が
、
単
な
る
個
人
と
し
て
一
人
で
生
き
る
こ
と
が
で
き

⑦
 

る
の
で
は
な
く
、

『人
と
人
と
の
間
』
と
い
う
も
の
を
も
っ
こ
と
で
、
初
め
て
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
」
等
 々

と
種
々
の
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
そ
の
こ
と
は
、
仏
陀
・
釈
尊
が
「
縁
起
の
法
」(

「
此
有
る
と
き
彼
有
り
、
此
生
ず
る
よ
り
彼
生
じ
、
此
無
き
と
き
彼
無
く
、
此
滅 

す
る
よ
り
彼
滅
す
る
」
と
定
型
的
に
説
か
れ
て
い
る
。)

と
し
て
顕
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
、
清

沢

満

之

が

「
万
物
一
体
」 

の
な
か
で
、
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宇
宙
間
に
存
在
す
る
千
万
無
量
の
物
体
が
、
決
し
て
各
個
別
々
に
独
立
自
存
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
互
に
相
依
り
相
待
ち
て
、
 

ー
 

組
織
体
を
成
す
も
の
な
る
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
な
り
。(

清
沢
満
之
全
集
六
・
五
頁) 

と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
以
外
の
一
切
の
も
の
を
内
容
と
し
て
「私
」
が
在
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

だ
か
ら
人
間
は
、

最
近
に
な
っ
て
い
よ
い
よ
思
う
こ
と
で
す
け
ど
も
、
人
間' 

——

衆
生
と
い
っ
て
も
い
い
ん
で
す
が
、

一
応
人
間
と
し
て
限
定
す
る 

な
ら
ば
、

一
切
の
人
間
は
も
と
も
と
一
体
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
も
と
も
と
生
命
に
お
い
て
は
一
体
な
も
の
が
、
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
違 

っ
た
か
た
ち
を
と
っ
て
分
裂
し
て
い
る
。
し
か
し
分
裂
し
た
ま
ま
で
実
は
統
一
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
分
裂
し
た
私
達
は
、
そ
の
本 

来
的
統
一
に
帰
ら
な
け
れ
ば
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
生
命
の
意
義
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

(

信
国
淳
「師
を
求
め
る
こ
こ
ろ
」
信
国
淳
選
集
四
・
二
ハ
五
頁) 

と
い
う
課
題
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

⑧
 

な

ぜ

な

ら

『阿
弥
陀
経
』
が
語
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
る
「
極
楽
世
界
」
に
住
む
と
い
う
「
共
命
之
鳥
」

の
物
語
が
よ
く
そ
の
こ
と 

を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
い
の
ち
を
生
き
る
も
の
は
、
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
ら
一
人
一
人
の

⑨
 

生
き
る
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
人
を
摂
す
る
の
所
、
之
を
目
づ
け
て
国
と
為
す
」
と
あ
る
よ 

う

に

「
共
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
が
「
国
」
な
の
で
あ
る
か
ら' 

人
間
は
国
を
求
め
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

国
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
こ
の
「
私
」

の
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
安
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

だ
か
ら
ま
た
、
 

浄
土
は
、
人
間
の
構
造
に
基
づ
い
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
は
必
ず
国
土
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
国
土
を
も
っ
た
と
き
に
人 

間
は
初
め
て
安
ん
ず
る
の
で
あ
る
。 

(

安
田
理
深
「
『願
生
偈
」
聴
記
」
安
田
理
深
選
集
一
ニ
・
九
一
頁) 

と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
、
 

何
に
依
っ
て
「共
に
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
か

個
人
的
な
体
験
を
語
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
自
身
が
大
谷
専
修
学
院
に
勤
め
て
い
た
と
き
、
韓
国
の
方
か
ら
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
学
び 

た
い
と
い
う
こ
と
で
毎
年
一
人
な
い
し
二
人
の
人
が
入
学
し
て
こ
ら
れ
る
時
期
が
あ
っ
た
。
韓
国
か
ら
や
っ
て
こ
ら
れ
た
学
生
を
迎
え
て 

の
最
初
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
持
っ
た
と
き
、
私
た
ち
が
今
ま
で
お
互
い
の
国
籍
を
確
か
め
合
う
こ
と
も
な
く
、
ま
た
当
然
の
よ
う
に
日
本 

語
と
い
う
も
の
を
前
提
に
し
て
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
な
っ
て
い
た
の
だ
な
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 

と
く
に
日
々
の
生
活
の
な
か
で
、
こ
う
し
な
さ
い
、
あ
あ
し
な
さ
い
と
日
本
語
で
指
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
韓
国
か
ら
や
っ
て
き
た
学 

生
に
と
っ
て
は
自
分
の
感
情
を
逆
な
で
さ
れ
る
よ
う
な
何
か
を
感
じ
て
イ
ラ
イ
ラ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
が 

な
か
な
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
先
の
太
平
洋
戦
争
の
と
き
、
私
た
ち
日
本
人
が
朝
鮮
，
韓
国
の
人
た
ち
に
大 

変
な
苦
し
み
を
あ
じ
あ
わ
せ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
、
私
た
ち
が
何
気
な
し
に
語
っ
て
い
る
日
本
語
が
、
韓
国
か
ら
や
っ
て 

き
た
学
生
に
と
っ
て
は
特
別
な
響
き
を
持
っ
て
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
体
験
を
通
し
て
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
は
誰
も
み
な
例
外
な
し
に
あ
る
前
提
と
い
う
も
の
を
も
つ 

て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
私
な
ら
ば
日
本
語
を
「
母
の
こ
と
ば
」
と
す
る
日
本
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
 

「母
の
こ
と
ば
」

で
は
そ
こ
に
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

真
宗
・
大
谷
派
の
『中
央
同
朋
会
議
・
報
告
卩
親
鸞
の
教
え
と
現
代
』

の
な
か
で
、
高
史
明
が
、
 

ぼ
く
の
方
の
個
人
的
な
問
題
と
し
て
は
こ
う
な
ん
で
す
ね
。
朝
鮮
人
の
一
世
が
日
本
に
来
て
お
り
ま
し
て
、
朝
鮮
で
自
我
が
成
立
す 

る
ま
で
、
十
歳
ご
ろ
ま
で
生
活
し
て
い
た
。
そ
し
て
ま
あ
日
本
に
来
て
、

い
わ
ば
知
識
人
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
人
た
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ち
が
自
分
と
は
何
か
と
考
え
る
。
そ
う
し
て
、
自
分
の
中
を
掘
っ
て
い
く
と
、
最
初
に
出
会
っ
た
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
朝
鮮
の
環
境 

に
ぶ
つ
か
る
。
だ
か
ら
強
烈
な
故
郷
志
向
が
、
も
う
居
て
も
立
っ
て
も
お
ら
れ
な
い
ぐ
ら
い
の
故
郷
志
向
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
 

(

略)

と
に
か
く
表
現
が
強
烈
で
す
よ
、
そ
の
人
た
ち
は
。
と
に
か
く
全
部
捨
て
て
も
、
行
き
た
い
帰
り
た
い
、
そ
れ
が
自
分
と
い 

う
こ
と
で
す
よ
。
日
常
を
超
え
た
自
分
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
も
し
そ
れ
が
知
識
を
超
え
た
自
分
だ
と
す
り
や
、
ぼ
く 

は
そ
こ
に
、
同
じ
と
こ
に
立
て
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
こ
の
日
常
を
超
え
た
自
分
と
い
う
と
こ
ろ
で
善
し
悪
し
と
言
っ
て
い
る
の
が
、
 

人
知
に
よ
る
善
し
悪
し
だ
と
、
こ
の
頃
ぼ
く
は
気
づ
い
た
の
で
す
。

(

『中
央
同
朋
会
議
・
報
告
且 

親
鸞
の
教
え
と
現
代
』

一
〇
〇
頁)

⑩

と
語
り
、
ま

た

「
一
番
最
初
に
出
会
っ
た
言
葉
が
で
す
ね
、
死
ぬ
間
際
に
な
っ
て
出
て
く
る
。
」
「
こ
こ
を
基
準
に
し
て
い
る
の
が
人
知
の 

一
番
深
い
と
こ
ろ
で
す
。
人
知
の
こ
こ
を
基
準
に
し
て
、
善
し
悪
し
を
決
め
て
い
く
と
い
う
の
が
、
天
皇
制
の
根
だ
と
、
ぼ
く
は
そ
う
思

⑪

う
ん
で
す
よ
。
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

「
一
番
最
初
に
出
会
っ
た
言
葉
」
と
は
、
「
乳
を
吸
わ
せ
る
母
親
と
乳
を
吸
う
子
供
と
の
あ
い
だ
に
は
、
同
時
に
こ
と
ば
を
話
し
か
け 

る
母
親
と
聞
く
子
供
と
の
関
係
が
必
ず
あ
っ
た
。
こ
ど
も
が
全
身
の
力
を
つ
く
し
て
乳
を
吸
い
と
る
と
同
時
に
、
か
な
ら
ず
耳
に
し
全
身

⑫

 

ゝ

に
し
み
と
お
る
も
の
は
、
ま
た
こ
の
母
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
」
と

語
ら

れ

る

「
母
の
こ
と
ば
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま

た
「
生 

ま
れ
て
は
じ
め
て
出
会
い
、
そ
れ
な
し
に
は
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た
ひ
と
た
び
身
に
つ
け
て
し
ま
え
ば
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ

⑬

と
の
で
き
な
い
、
こ
の
よ
う
な
根
源
の
こ
と
ば
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
「
母
の
こ
と
ば
」

の
と
こ
ろ
に
は
、
「
母
か
ら
同
時
に
流
れ
出
す
乳
と
こ
と
ば
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
切
り
は
な 

⑭

し
が
た
い
最
初
の
世
界
と
の
出
会
い
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
母
の
こ
と
ば
」
が
象
徴
す
る
世
界
と
溶
け
合
っ
た
「
私
」
が
存
在 

す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

ま
た

「
母
の
こ
と
ば
」

で
意
識
さ
れ
た
「
私
」

の
と
こ
ろ
に
一
番
安
定
し
た
生
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

先
の
戦
争
が
終
わ
る
と
き
に
、

い
ろ
い
ろ
な
事
情
の
な
か
で
中
国
人
の
家
庭
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
中
国
残
留
孤
児
」
と
い 

わ
れ
る
人
た
ち
が
、
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
と
知
っ
た
と
き
無
性
に
日
本
に
帰
り
た
い
と
思
わ
れ
る
の
も
よ
く
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
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五
、
日
本
語
を
「母
の
こ
と
ば
」
と
す

る

「私
」

通
常
私
た
ち
は
、
日

本

語

を

「
母
の
こ
と
ば
」
と
し
て
意
識
さ
れ
た
、

こ

の

「
私
」

の
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の 

「私
」
と
い
う
も
の
を
前
提
に
し
て
「
共
に
」
と
い
、っ
こ
と
を
耆
X，
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ

の

「私
」

の
と
こ
ろ
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
人
の
文
学
者
の
語
る
と
こ
ろ
を
通
し
て
学
ん
で
み
た 

い
と
思
う
。

は
じ
め
に
詩
人
の
石
原
吉
郎
の
語
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
軍
隊
に
入
る
前
に
洗
礼
を
受
け
キ
リ
ス
ト
者
に
な
り
、
戦
争
が
終
わ
っ
た 

と

き

「
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
」

に
抑
留
さ
れ
、
そ
こ
で
ー
一
十
五
年
の
重
労
働
刑
と
い
う
も
の
を
受
け
、

一
九
五
三
年
に
ス
タ
—
リ
ン
が
死
ん
だ 

こ
と
に
よ
っ
て
特
赦
で
日
本
に
帰
っ
て
き
た
方
で
あ
る
。
そ
の
シ
ベ
リ
ア
で
の
抑
留
生
活
を
通
し
て
体
験
し
た
こ
と
を
詩
人
・
鮎
川
信
夫 

と
の
対
談
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

日
本
に
つ
い
て
は
非
常
に
純
粋
化
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
判
決
を
受
け
て
、
日
本
と
の
距
離
が
絶
望
的
に
遠
く
な
っ
た
と
き
に
、
 

い
っ
ぺ
ん
に
日
本
が
な
つ
か
し
く
な
っ
て
、
と
に
か
く
美
し
い
も
の
の
か
た
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
い
う
純
粋 

培
養
の
よ
う
な
形
で
、
日
本
と
い
う
幻
想
を
つ
く
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
舞
鶴
に
上
陸
し
た
と
き' 

何
も
か
も
汚
れ 

て
ゴ
ミ
ゴ
ミ
し
て
い
る
感
じ
で
、
が
っ
か
り
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
、
私
が
え
が
い
て
い
た
日
本
は
純
粋
に
風
景
な
ん
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
人
間
が
い
な
い
ん
で
す
よ
。
富
士
山
と
か
松
林
と 

か
そ
ん
な
風
景
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
舞
鶴
に
上
陸
し
て
最
初
に
き
た
違
和
感
と
い
う
の
は
、
そ
の
中
に
人
間
が
い
る 

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
は' 

つ
ま
り
人
間
の
生
活
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

(

『断
念
の
海
か
ら
』
一
ニ
〇
頁) 

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
日
本
人
が
異
国
に
一
人
投
げ
出
さ
れ
た
と
き
、
生
き
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
非
常
に
不
安
定
な
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も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
石
原
の
場
合
は
軍
隊
と
い
う
組
織
が
解
体
さ
れ
一
人
に
な
っ
て
シ
ベ
リ
ア
の
強
制
収
容
所
の
苛 

酷
な
状
況
の
な
か
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
と
き
幻
想
さ
れ
た
日
本
の
国
は
「富
士
山
と
か
松
林
と 

か
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
人
間
の
生
活
の
な
い
美
し
い
風
景
と
し
て
の
国
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
美
し
い
風
景
と
し
て
の 

日
本
の
国
を
思
い
描
い
て
、
や
っ
と
シ
ベ
リ
ア
の
強
制
収
容
所
で
の
厳
し
い
生
活
を
耐
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
石
原
の
言
葉
を
通
し
て
あ
ら
た
め
て
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
川
端
康
成
の
こ
と
で
あ
る
。
川
端
が
日
本
人
と
し
て
は
じ
め
て 

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
も
ら
っ
た
と
き
、
そ
の
記
念
の
講
演
は
、

『美
し
い
日
本
の
私
そ
の
序
説
』(

講
談
社
現
代
新
書)

と
題
さ
れ
る
も
の
で 

あ
っ
た
。
大
江
健
三
郎
が
同
じ
よ
う
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
も
ら
っ
た
と
き
、
記

念
の

講
演
を

『あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
』
と
し
た
の
は
、
 

こ
の
川
端
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
川
端
は
こ
の
『美
し
い
日
本
の
私
そ
の
序
説
』
と
題
さ
れ
た
記
念
の
講
演
を
、

春
は
花
夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
月 

冬
雪
さ
え
て
冷
し
か
り
け
り 

道

元

禅

師(

一
二
〇
〇
年
—
五
三
年)

の

「
本
来
ノ
面
目
」
と
題
す
る
こ
の
歌
と
、
 

雲
を
出
で
て
我
に
と
も
な
ふ
冬
の
月 

風
や
身
に
し
む
雪
や
冷
め
た
き 

明

恵

上

人(

ー
ー
七
三
年
——

ー
二
三
二
年)

の
こ
の
歌
と
を
、
私
は
揮
毫
を
も
と
め
ら
れ
た
折
り
に
書
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

と
、
二
人
の
仏
教
者
の
歌
を
紹
介
し
て
始
め
て
い
る
。

こ
の
川
端
の
記
念
の
講
演
が
語
る
と
こ
ろ
を
的
確
に
要
約
す
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
芥
川
竜
之
介
や
太
宰
治
の 

自
殺
に
ふ
れ
て
、

い
か
に
現
世
を
厭
離
す
る
と
も
、
自
殺
は
さ
と
り
の
姿
で
は
な
い
。

い
か
に
徳
行
高
く
と
も
、
自
殺
者
は
大
聖
の
域
に
遠
い
。
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(

前
同) 

と
語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
川
端
は
老
い
を
自
ら
に
感
ず
る
七
十
二
歳
の
と
き
自
死
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

さ
て
最
後
は' 

中
国
文
学
の
研
究
者
で
も
あ
り
小
説
家
で
も
あ
る
高
橋
和
巳
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
六
十
年
代
後
半
か
ら
七
十
年
代
に 

か
け
て
、
日
本
の
全
国
の
大
学
で
起
こ
っ
た
全
共
闘
運
動
と
い
う
「
人
間
で
在
る
こ
と
を
問
う
」
学
生
の
運
動
の
な
か
で
、
大
学
に
身
を 

置
く
も
の
と
し
て
、
そ
の
問
い
に
誠
実
に
答
え
よ
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
彼
は
四
十
歳
に
な
る
少
し
前
に
ガ
ン
で
亡
く
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
遺
さ
れ
て
い
た
書
き
出
し
だ
け
の
小
説
は
『遙
か
な
る
美
の 

国
』
と
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
。

私
は
遠
い
西
方
の
果
て
か
ら
こ
の
〈地
上
の
国
〉

へ
、
は
る
ば
る
と
旅
し
て
き
た
。
も
う
二
十
余
年
も
以
前
に
な
る
。
私
が
こ
の 

国
に
到
着
す
る
ま
で
の
遍
歴
に
は' 

幾
度
か
死
を
覚
悟
す
る
拙
い
命
運
の
歎
き
を
も
っ
た
も
の
だ
が' 

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ' 

私
が
ふ 

と
し
た
偶
然
か
ら
幼
少
の
こ
ろ
に
聞
い
た
こ
の
国
の
風
光
の
明
媚
、
人
情
の
温
順
敦
厚
、
そ
し
て
清
潔
に
し
て
礼
儀
正
し
い
民
族
性 

な
ど
は
、
私
の
内
部
で
ほ
と
ん
ど
絶
対
化
さ
れ
て
い
た
。
事
実
は
ど
う
あ
れ
、
た
ど
り
つ
く
ま
で
に
費
や
し
た
労
苦
の
か
ず
か
ず
を 

ま
っ
た
く
無
意
味
に
し
な
い
た
め
に
も
、
こ
の
国
は
無
限
に
美
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。(

高
橋
和
巳
全
集
一
〇1

一
四
五
頁) 

こ
れ
は
イ
ン
ド
か
ら
日
本
の
国
に
や
っ
て
く
る
人
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
て
、
物
語
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
は
分
か
ら
な
い 

こ
と
で
あ
る
が
、
高
橋
和
巳
も
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
が
「美
の
国
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

六'

「
美

し

い

日

本

の

国

」 

こ
の
よ
う
に
石
原
吉
郎
、
川
端
康
成
、
高
橋
和
巳
と
い
う
三
人
の
語
る
こ
と
を
通
し
て
あ
ら
た
め
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
語
を 

「
母
の
こ
と
ば
」
と

し

て

「
私
」
と
い
う
も
の
を
意
識
し
た
「
私
」

の
と
こ
ろ
に
在
る
、

い
わ

ゆ

る

「
日
本
の
国
」
は
、
「
美
」
と
い
う
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言
葉
が
象
徴
す
る
国
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
国
は
先
ほ
ど
も
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
「
母
の
こ
と
ば
」
が
象
徴
す 

る
世
界
と
一
つ
に
溶
け
合
っ
た
「
私
」

の
存
在
す
る
国
で
も
あ
る
た
め
、
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
共
に
生
き
る
こ
と
が
難
し
く
不
安
定
に 

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
実
の
人
生
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
つ
ね
に
願
わ
れ
て
い
る
国
で
も
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
の
国
は
石
原
が
語
る
よ
う
に
、
人
間
の
い
な
い
国
で
あ
り
、
人
間
の
生
活
の
な
い
風
景
と
し
て
の
国
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま 

た
川
端
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
よ
う
に
老
い
を
包
む
こ
と
の
で
き
な
い
国
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
、
高
橋
が
語
る
よ
う
に
ど
こ
ま 

で

も

「
遙
か
な
る
美
の
国
」
な
の
で
あ
る
。

そ

し

て

「靖
国
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
国
は
、
日

本

語

を

「
母
の
こ
と
ば
」
と
し
て
自
ら
を
意
識
し
た
も
の
の
国
の
こ
と
で
あ
る 

の
だ
か
ら
、
ど

れ

ほ

ど

「美
し
い
日
本
の
国
」
と
言
っ
て
も
、
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
持
っ
た
排
他
的
な
国
な
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
原
理
的
に
は
異
質
な
も
の
を
限
り
も
な
く
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
国
で
あ
る
か
ら
、

い
つ
も
脅
か
さ
れ
る
も
の
を
持 

っ
こ
と
に
な
り
、
実

は

「安
国
」
と
は
と
う
て
い
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
国
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
脅
か
す
も
の
を
排
除
す
る
た
め 

に
犠
牲
が
要
求
さ
れ
る
国
で
あ
り
、
「美
し
い
日
本
の
国
」
に
自
分
を
溶
け
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
存
在
を
感
ず 

る
こ
と
の
で
き
る
国
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
日
本
語
と
い
う
も
の
を
「
母
の
こ
と
ば
」
と

し

て

「
私
」
と
い
う
も
の
を
意
識
し
た
も
の
の
と
こ
ろ
に
は
、
事
実
と
し
て 

「
共
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
つ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

七
、
「私
」
と
い
う
も
の

と
こ
ろ
で
日
本
語
を
「
母
の
こ
と
ば
」
と
し
て
意
識
さ
れ
た
「
私
」
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
「
私
」

の 

こ
と
で
あ
り
、
私
た
ち
が
何
の
疑
い
も
な
く
そ
れ
を
前
提
に
し
て
生
き
て
い
る
「
私
」

の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
現
代
と
い
う
時
代
・
社 

会
を
生
き
る
私
た
ち
が
そ
れ
を
信
頼
し
て
生
き
て
い
る
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
著
『方
法
序
説
』

に

お

い
て

「真
実
と
虚
偽
と
を
見
分
け
て
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⑮

正
し
く
判
断
す
る
力
」
と

語

る

「
理
性
」
を

持

つ

「私
」
と
い
う
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

こ

の

「
私
」

の
こ
と
を
仏
教
は
「
我
執
」
の

「
私
」
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

こ

の

「我
執
」

の

「
私
」

の
と
こ 

ろ
に
あ
る
課
題
を
『観
無
量
寿
経
』
は

「
王
舎
城
の
悲
劇
」
と
語
ら
れ
る
事
件
を
通
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
件 

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
私
た
ち
の
生
の
始
め
に
あ
る
関
係
は
親
子
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
の
親
子
が
殺
し
合
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ 

る
。こ

の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
と
き' 

親
が
自
分
の
誕
生
を
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
阿
闍
世
は' 

父
を
殺
し
母
を
殺
そ
う
と
す
る
の 

⑯

で
あ
る
が
、
「我
が
母
は
こ
れ
賊
な
り
、
賊
と
伴
な
れ
ば
な
り
」
と
罵
り
な
が
ら
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
剣
を
振
り
か
ざ
し
向
か
っ
て
く 

る
、
我

が

子

，
阿
闍
世
の
悪
逆
に
出
会
っ
て
、
は
じ
め
て
母
，
韋
提
希
は
自
ら
の
生
き
る
世
界
が
「
此
の
濁
悪
処
は
、
地

獄

・
餓
鬼
・
畜 

生
盈
満
し
て
、
不
善
の
聚
多
し
」

の
世
界
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
願
わ
く
は
我
未
来
に
悪
声
を
聞
か
じ
、
悪
人 

⑱
 

⑲

を
見
じ
」
と

仏

陀

，
釈

尊

に

「無

憂

悩

処(

憂
悩
無
き
処)

」
を
教
え
て
欲
し
い
と
た
の
み
、
そ
こ
に
生
ま
れ
て
い
き
た
い
と
願
う
の
で 

あ
る
。

し
か
し
、
自
分
の
世
界
を
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
充
ち
満
ち
る
世
界
に
し
て
い
る
の
は' 

こ

の

「我
執
」

の

「
私
」
と
い
う
も
の
で
あ 

る
の
だ
か
ら
、
善
導
は
韋
提
希
の
お
ち
い
た
っ
た
状
況
を
、

此
れ
夫
人' 

自
身
の
苦
に
遇
ひ
て
、
世
の
非
常
を
覚
る
に
、
六
道
同
じ
く
然
な
り
、
安
心
の
地
有
る
こ
と
無
し
、
此
に
仏
、
浄
土
の 

無
生
な
る
を
説
き
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
穢
身
を
捨
て
て
彼
の
無
為
の
楽
を
証
せ
ん
と
願
ず
る
こ
と
を
明
か
す
。

(

『観
経
疏
』
序
分
義
・
真
宗
聖
教
全
書
ー
・
四
ハ
五
頁) 

と
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の

「無
有
安
心
之
地
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
「
我
執
」

の

「
私
」
そ
の
も
の
の
生
き
る
状 

況
を
語
る
言
葉
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
は
こ
の
文
を
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此
れ
夫
人
、
自
身
の
苦
に
遇
ふ
て
、
世
の
非
常
を
覚
る
に
、
六
道
同
じ
く
然
な
り
、
心
を
安
ず
る
に
之
よ
り
地
有
る
こ
と
無
き
こ 

と
を
明
か
す
。
此
れ
は
仏
説
の
浄
土
の
無
生
を
聞
き
て
、
穢
身
を
捨
て
て
彼
の
無
為
の
楽
を
証
せ
む
と
願
ふ
。

(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
九
・
ハ
三
頁) 

と
読
み
、
「無
有
安
心
之
地
」

の

一

句

を

「心
を
安
ず
る
に
之
よ
り
地
有
る
こ
と
無
し
」
と
訓
み
か
え
て
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う 

し
て
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
、
現
実
の
生
を
離
れ
ず
に

私
た
ち
は
誰
も
み
な
例
外
な
し
に
何
か
の
言
葉
を
「
母
の
こ
と
ば
」
と

し

て

「
私
」
と
い
う
も
の
を
意
識
し
、
そ

の

「
私
」
を
前
提
に 

し
て
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の

「
私
」

の
と
こ
ろ
に
は
、
同
じ
言
葉
を
共
有
す
る
世
界
と
歴
史
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、

こ
の 

「
私
」
が

「我
執
」

の

「
私
」
で
あ
る
た
め
、
事
実
と
し
て
共
に
生
き
て
い
な
が
ら
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
を
失
い
、
現
実
は 

「無
有
安
心
之
地
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
に
と
、
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
安
心
の
世
界
を 

夢
見
て
現
実
を
浮
き
足
立
っ
て
生
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
生
き
る
こ
と
が
確
か
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ 

る
。だ

か
ら
こ
そ
親
鸞
は
、
私

た

ち

の

「
私
」
と
い
う
も
の
が
「我
執
」

の

「
私
」
で
あ
る
た
め
地
獄
，
餓

鬼

，
畜
生
の
充
ち
満
ち
る
世
界 

に
な
り
、
そ

の

た

め

「無
有
安
心
之
地
」

の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
こ
の
現
実
の
生
を
離
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の 

だ
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
私

た

ち

の

「
私
」
と
い
う
も
の
が
「
我
執
」

の

「
私
」

で
あ
る
た
め
地
獄
，
餓

鬼

，
畜
生
の
充
ち
満
ち
る
世
界
に
な
り
、
そ
の 

た

め

「無
有
安
心
之
地
」

の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
実
の
生
の
直
中
に
あ
っ
て
、
な
お
地
獄,

餓
鬼
・
畜
生
を
生
み
出
す
こ
と 

の

な

い

「
私
」
と
い
う
も
の
は' 

私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
こ

と
を

『歎
異
抄
』
第
三
章
は
、

煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、

い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
ゝ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
、
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
願
を
お
こ
し
た 

ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。

(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
四
・
七
頁) 

と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
課
題
を
荷
っ
て
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
法
蔵
菩
薩
の
仏
国
土
建
立
の 

本
願
な
の
で
あ
る
。

そ
の
仏
国
土
建
立
の
本
願
は
「無
三
悪
趣
の
願
」
、
 

設
我
得
仏
、
国
有
地
獄
・
餓

鬼

・
畜
生
者
、
不
取
正
覚
。

(

設
ひ
我
仏
を
得
ん
に
、
国
に
地
獄
，
餓

鬼

・
畜
生
有
ら
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。) 

(

真
宗
聖
教
全
書
一
・
ハ
頁) 

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
古

来

『大
無
量
寿
経
』
は
中
国
の
言
葉
に
十
二
回
翻
訳
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
五
本
が
残
っ
て 

い
る
。
そ

の

五

本

の

『大
無
量
寿
経
』

の
本
願
の
数
並
び
に
順
序
等
は
違
っ
て
い
る
が
、
第
一
願
は
こ

の
「無
三
悪
趣
の
願
」
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
何
を
語
る
の
か
と
言
え
ば
、
地

獄

・
餓

鬼

・
畜
生
の
無
い
国
を
実
現
し
た
い
と
い
う
す
べ
て
の
人
間
の
願
い
に
答
え
よ
う 

と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
が
仏
国
土
建
立
の
願
を
発
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
人
類
の
歩
み
は
地
獄
・
餓

鬼

・
畜
生
の
無 

い
国
を
求
め
て
の
歩
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
地
獄
・
餓

鬼

・
畜
生
の
無
い
国
を
求
め
て
の
歩
み
が
生
み
出
し
た
も
の
は
、
ま
た
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
有
る
国
で
あ 

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
法
蔵
菩
薩
は
、
第
二
願
に
、

設
我
得
仏
、
国
中
人
天
寿
終
之
後
復
更
三
悪
道
者' 

不
取
正
覚
。

(

設
ひ
我
仏
を
得
ん
に
、
国
の
中
の
人
天
、
寿
終
へ
て
の
後
、
復
た
三
悪
道
に
更
ら
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。) 

(

前
同) 

と
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
願
う
も
の
と
ま
っ
た
く
反
対
な
も
の
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
私
た
ち
人
間
の
在
り
様
が
、
ど
う
し
て
も
解
決
す
る
こ
と
の 

で
き
な
い
課
題
と
し
て
現
在
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
の
歩
み
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、
 

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
を
生
み
出
す
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
地
獄
・
餓

鬼

・
畜
生
の
無
い
国
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
語
る
も
の
が
第
十
願
，
「漏
尽
智
通
の
願
」
、
す
な
わ
ち
、

設
我
得
仏
、
国
中
人
天
、
若
起
想
念
、
貪
計
身
者
、
不
取
正
覚
。

(

設
ひ
我
仏
を
得
ん
に
、
国
の
中
の
人
天
、
若
し
想
念
を
起
し
て
、
身
を
貪
計
せ
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。) 

(

前
同
九
頁) 

と
い
う
も
の 
で
あ
る
〇

こ
の
第
十
願
の
「若
起
想
念
、
貪
計
身
者
」

の
と
こ
ろ
を
、
『大
無
量
寿
経
』

の
他
の
異
訳
で
見
て
み
る
と
、
「有
愛
欲
者
」(

『平
等
覚

で
あ
り
、
「皆
無
有
淫
決
之
心
、
終
無
念
婦
女
意
、
終
無
有
瞋
怒
・
愚
痴
者
」(

『大
阿
弥
陀
経
』)

で
あ
り
、
「起
於
少
分
我
我
所
想

者
」(

『無
量
寿
如
来
会
』)

で
あ
り
、
「離
顛
倒
想
堅
固
修
習
」(

『無
量
寿
荘
厳
経
』)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
見
て
も
「
我
執
」

の

「私
」
と
い
う
も
の
が
地
獄
・
餓

鬼

・
畜
生
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

九
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
依
り
処
に
し
て
生
き
る

で
は
ど
う
す
れ
ば
私
た
ち
に
地
獄
・
餓

鬼

・
畜
生
を
生
み
出
す
こ
と
の
無
い
「
私
」
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
は
、

真
理
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
第
二
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ

の
(

真
理)

を
知
っ
た
人
は
、
争
う
こ
と
が
な
い
。

(

中
村
元
『岩
波
文
庫 

ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』

一
九
四
頁) 

と

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
真
理 

(
¢
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3

・&

3
X
1
1
1
2

・
法)

に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
確
か
に 

㉔
 

㉕
 

真
理
に
目
覚
め
て
仏
陀
に
成
っ
た
釈
尊
は
「
満
足
大
悲
人
」

で
あ
り
、
「於
諸
衆
生
、
視
若
自
己
」

の
人
で
あ
っ
た
。
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㉖
 

と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
「常
に
無
量
の
煩
悩
の
為
に
覆
は
れ
て
慧
眼
無
き
」
も
の
で
あ
る
た
め
、
結
局
は
真
理
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で 

き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
私

た

ち

は

「煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、

い
づ
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
は
な
る
、
こ
と
あ
る
べ
か
ら 

ざ
る
」
も
の
で
あ
る
た
め
、
如
何
な
る
手
だ
て
に
よ
っ
て
も
「我
執
」

の

「私
」
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
親
鸞
の
百
力
日
の
六
角
堂
参
籠
が
象
徴
す
る
苦
闘
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
突
破
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
鉄
壁
に
向
か
っ
て 

の
参
籠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後

に

親

鸞

が

「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
」
と
呼
び
か
け
る
救
世
観
音
の
化
身
と
伝
説
さ
れ
る
聖
徳
太
子
の
こ 

と
を
思
い
続
け
る
な
か
で
、
九
十
五
日
目
の
暁
に
次
の
よ
う
な
語
り
か
け
を
聞
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

行
者
宿
報
設
女
犯 

我
成
玉
女
身
被
犯 

一
生
之
間
能
荘
厳

臨
終
引
導
生
極
楽 

(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
六1

ー
ニ
七
頁) 

と

い

う

「女
犯
偈
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「女
犯
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
す
在
り
様
以
外
に
な
い
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
悪
人
の
自
分
自
身
に
対
面
す
る
親
鸞
に
、
逆
に 

私
が
美
し
い
女
性
に
な
っ
て
犯
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
、
そ
し
て
、
あ
な
た
と
生
活
を
共
に
し
て
い
よ
い
よ
こ
の
世
の
生
を
終
わ
っ
て
い
く
と 

き
に
あ
な
た
を
導
い
て
阿
弥
陀
の
極
楽
世
界
へ
お
連
れ
い
た
し
ま
す' 

と
呼
び
か
け
る
観
音
の
大
悲
の
声
が
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 

は
私
た
ち
が
す
で
に
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う
い
の
ち
の
事
実
そ
の
も
の
か
ら
発
せ
ら
れ
た
声
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
共
に
生
き
て
い
き 

ま
し
ょ
う
と
呼
び
か
け
、
私
た
ち
す
べ
て
の
も
の
の
「本
心
」
を
教
え
る
声
で
も
あ
っ
た
。
 

こ
の
呼
び
か
け
は
、
阿
闍
世
が
、

惟
願
は
く
は
大
王
、
速
や
か
に
仏
の
所
に
往
づ
べ
し
。
仏
世
尊
を
除
き
て
余
は
能
く
救
ふ
こ
と
無
け
む
。
我
今
汝
を
愍
む
が
故
に
相 

勧
め
て
導
び
く
な
り
。 

(

『教
行
信
証
』
信
巻
・
定
本
教
行
信
証
一
六
三
頁)
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と
勧
め
る
、
自
分
に
殺
さ
れ
た
父
・
頻
婆
娑
羅
の
声
を
聞
く
の
に
も
通
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
親
鸞
は
こ
の
声
に
は
げ
ま
さ
れ
て
、
市
井
に
在
っ
て

「
た
だ
念
仏
」

の
旗
印
を
高
く
掲
げ
て
本
願
の
教
え
を
説
く
吉
水
の
法 

然
の
も
と
を
訪
ね
、
ま
た
百
力
日
教
え
を
聞
き
続
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
親
鸞
に
法
然
は
、
 

た.
、
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
。 

(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
四
・
五
頁) 

と
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て'

よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。 

(

前
同) 

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
よ
き

人

，
法
然
に
教
え
ら
れ
る
ま
ま
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
し
て
生
き
ん
と
す
る
親
鸞
が
新
し
く
誕
生 

す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ

と

を

『教
行
信
証
』

に
、

然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。(

『教
行
信
証
』
化
身
土
巻
，
定
本
教
行
信
証
三
八
一
頁) 

と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
し
て
生
き
る
法
然
の
「
た,
、
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」

の 

教
え
の
言
葉
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
「
た.
、
念
仏
し
て
我
に
た
す
け
ら
れ
よ
」

の
大
悲
す
る
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
こ
と
を
、
親

鸞

は

「南
無
之
言
帰
命
。(

略)

是
以
帰
命
者
本
願
招
喚
之
勅
命
也
」
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
が
、

一
切
を
包 

む
真
理
そ
の
も
の
が
、
背
い
て
生
き
る
「
我
執
」

の

「
私
」
を
大
悲
す
る
が
ゆ
え
に
、
な
ん
と
し
て
で
も
真
理
そ
の
も
の
に
呼
び
覚
ま
そ 

う
と
し
て
自
ら
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
名
告
っ
て
呼
び
か
け
る
大
悲
本
願
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
ま
た
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
も
っ
て
す
る
真
理
そ
の
も
の
の
呼
び
か
け
は
、
第

十
八

願

，
「
至
心
信
楽
の
願
」

に

「
唯
除
五
逆
誹 

謗
正
法
」

の
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
を
親
鸞
が
、

唯
除
は
た.
、
の
ぞ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
、
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
謗
法
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
む
と
な
り
。
こ
の
ふ
た 

つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て' 

十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
む
と
な
り
。

(

『尊
号
真
像
銘
文
』
・
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
三
・
四
三
頁)
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と
注
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
何
よ
り
も
確
か
な
も
の
と
し
て
そ
れ
を
信
頼
し
て
生
き
て
い
る
「
私
」
と
い
う
も
の
が
、
五
逆 

と
誹
謗
正
法
の
「我
執
」
の

「
私
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
真
理
に
背
く
罪
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
理 

に
背
く
罪
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
懺
悔
す
る
も
の
の
と
こ
ろ
に
「
十
方
一
切
の
衆
生
」

の
国
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の 

国
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
て
生
き
る
も
の
に
な
る
と
き
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
依
り
処
に
し
て
、
 

源
空
光
明
は
な
た
し
め

門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き

賢
哲
愚
夫
も
え
ら
ば
れ
ず

豪
貴
鄙
賤
も
へ
だ
て
な
し 

(

『高
僧
和
讃
』
，
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
ー:

一
三
三
頁) 

と
和
讃
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
生
を
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
〇

①
 

児
玉
暁
洋
「浄

土

・
僧

伽

・
教
団
」(

真
宗
大
谷
派
刊
『教
化
研
究
」

ー
 

ー
ー/

一
ー
二
号
・
四
七
頁)

②
 

村
上
重
良
『靖
国
神
社 

岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
トN
〇.
五
七
』


ニ
頁

③ 

真
宗
聖
教
全
書
一
・
一
五
—
三
三
頁

④ 

前
回
一
六
—
三
一
頁

⑤ 

安
田
理
深
「
『願
生
偈
』
聴
記
」(

安
田
理
深
選
集
一
ニ
・
九
〇
頁)

⑥ 

真
継
伸
彦
孑
親
鸞
』(

朝
日
新
聞
社)

二
ニ
五
頁

⑦
 

信

国

浮

「自
と
他
」(

信
国
淳
選
集
六
・
一
〇
ニ
頁)

⑧ 

雲
井
昭
善
『仏
教
の
伝
説
』

一
五
四
頁

「

雪
山
に
身
体
は
一
つ
で
は
あ
る
が
、
頭
が
二
つ
あ
る
珍
し
い
鳥
が
棲
ん
で
い
た
。
こ
の
鳥
は
、

一
身
で
ー
一
頭
を
支
え
て
い
た
の
で
、
共
命
鳥 

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
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こ
の
共
命
鳥
の
一
頭
は
、
い
つ
も
美
味
し
い
果
実
を
求
め
て
は
健
康
に
留
意
し
て
い
た
。
し
か
し
、
他
の
一
頭
は
、
い
く
ら
美
味
の
果
実
を 

求
め
て
も
、
ち
っ
と
も
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

つ
い
嫉
妬
心
を
起
し
、
自
暴
自
棄
の
あ
ま
り
、
毒
の
木
の
実
を
食
べ
た
。
そ 

の
結
果
、
二
頭
共
に
死
ん
だ
、
と
い
う
。
」

⑨
 

『大
乗
義
章
』
巻
第
十
九(

国
訳
一
切
経
諸
宗
部
一
三)

@
@
 
"

中
央
同
朋
会
議
・
報
告
九 

親
鸞
の
教
え
と
現
代
」

一
〇
一
頁

@
@
0
 

田
中
克
彦
『言
葉
と
国
家
』(

岩
波
書
店)

二
ハ
頁

⑮

岩
波
文
庫
一
ニ
頁

⑯
 

『観
無
量
寿
経
』
真
宗
聖
教
全
書
ー
・
四
九
頁

@

@

@

前
同
五
〇
頁

⑳
 

真
宗
聖
教
全
書
ー
・
七
ハ
頁

前
同
ニ
ニ
ハ
頁

㉒

前
同
一
九
〇
頁

㉓

前
同
ニ
ー
九
頁

㉔
 

『観
経
疏
』
散

善

義(

真
宗
聖
教
全
書
ー
・
五
三
四
頁)

㉕
 

『仏
説
無
量
寿
経
』(

真
宗
聖
教
全
書
一
・
四
頁)

㉖
 

『
『教
行
信
証
』
真
仏
土
巻(

定
本
教
行
信
証
二
三
六
頁)

㉗
 

『正
像
末
和
讃
』(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
二
・
一
ー
〇
五
頁)

㉘
 

『教
行
信
証
』
信

巻
(

定
本
教
行
信
証
一
七
一
頁)

㉙
 

『教
行
信
証
」
行

巻
(

定
本
教
行
信
証
四
ハ
頁)
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