
宗
教
的
人
格
の
探
求

①

——

曽
我
量
深
に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
論
——

加 

来 

雄 

之 

一
九
九
六
年
度
よ
り
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
と
、
曽

我

量

深

先

生(

以
下
、
曽
我
と
略
す)

の
論
文
を
翻
訳
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
さ
せ
て
い
た 

だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
浄
土
教
、
浄
土
真
宗
の
学
者
た
ち
は
、
 

浄
土
の
教
え
を
大
乗
の
論
理
、
た
と
え
ば
空
の
論
理
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
浄
土
教
の
独
自
性
を
か
え
っ
て
失
っ
て
し
ま
う
こ
と 

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
智
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慈
悲
の
側
面
が
見
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
愛
と
か
慈
悲
と 

い
う
こ
と
は
、
神
の
救
い
の
意
志
と
か
仏
の
本
願
が
、
ど
の
よ
う
に
人
間
に
届
く
の
か
と
い
う
課
題
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の 

場
合
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
が
、
真
宗
で
は
名
号
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
と
き
名
号
と
法
蔵
菩
薩
の
関
係
は 

ど
う
な
る
の
か
。
ま
た
曽
我
は
、
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
の
心
に
生
ま
れ
る
と
い
う
が
、
そ
の
意
味
は
何
か
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の
問
題
提
起 

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
浄
土
真
宗
、
と
く
に
曽
我
に
お
け
る
宗
教
的
人
格
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

序

こ
の
発
表
の
趣
旨
を
端
的
に
あ
ら
わ
せ
ば
、

「宗
教
の
本
体
は
宗
教
的
人
格
に
在
り
。
是
を
除
去
せ
る
宗
教
教
理
は
宗
教
の
形
骸
に
し
て
生
命
あ
る
宗
教
其
物
に
非
ず
。
是
故
に
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真
に
生
け
る
宗
教
を
把
持
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
斯
る
冷
性
な
る
教
理
の
方
面
を
去
て
直
に
宗
教
的
人
格
に
接
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

(

「宗
教
的
人
格
論
」) 

と
い
う
曽
我
の
言
葉
に
つ
く
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
発
表
は
、
曽

我

の

「宗
教
的
人
格
」
と
い
う
概
念
の
説
明
を
目
的
と
す
る
の
で 

は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し

ろ

「直
に
宗
教
的
人
格
に
接
」
し
よ
う
と
い
う
「探
求
」
そ
の
も
の
が
も
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
意
味
を
明
ら
か
に 

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
「宗
教
的
人
格
の
探
求
」
が
、
教
学
が
教
義
的(

思
弁
的
楽
天
主
義)

な
関
心
に
転
落
す
る 

こ
と
を
ふ
せ
ぎ
、
深
い
実
存
性
を
確
保
す
る
姿
勢
を
実
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
す
。
 

こ
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
た
の
は
、
宗
教
の
本
質
を
、
理
論
の
正
し
さ
と
か
、
思
想
と
し
て
の
完
成
度
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
倫
理 

問
題
な
ど
へ
の
社
会
的
貢
献
で
あ
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
だ
け
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
一
人
の
歴
史
的
な 

宗
教
的
人
格
へ
の
帰
依
と
い
う
こ
と
が
も
つ
意
義
が
、
た
と
え
ば
、
釈
尊
や
親
鸞
、
も
し
く
は
一
人
の
師
と
の
出
あ
い
が
も
つ
意
義
は
何 

か
、
と
い
う
問
題
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。
宗
教
的
人
格
と
出
あ
っ
た
事
実
を
本
当
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
取
る
と
は
ど
う
い 

う
こ
と
な
の
か
、
そ
の
こ
と
を
厳
密
に
明
ら
か
に
す
る
苦
労
を
曽
我
の
「宗
教
的
人
格
の
探
求
」
に
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
理
で
は
な
く
人
格
に
救
わ
れ
る 

仏
教
徒
に
と
っ
て
は
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
あ
っ
て
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
象
徴
さ
れ
る
、
人
生
に
と
っ
て 

決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
「宗
教
的
人
格
」(

人
物
も
し
く
は
教
え)

と
の
出
あ
い
と
い
う
偶
然
の
事
実
か
ら
宗
教
的
生
は
始
ま
る
の
で 

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
人
格
と
の
出
あ
い
と
い
う
事
実
を
離
れ
た
宗
教
は
、
畢
竟
、
教
義
で
し
か
な
い
と
も
い
え
ま
す
。
た
だ
、
そ 

の
出
あ
い
の
事
実
を
本
当
に
必
然
と
し
て
の
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
す
。
仏
教
と
キ
リ
ス 

卜
教
は
異
な
っ
た
歴
史
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
伝
統
の
な
か
で
、
そ
の
決
定
的
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③
 

な
宗
教
的
人
格
を
い
か
に
受
け
と
め
る
の
か
と
い
う
課
題
は
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 

人
は
教
義
で
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
い(

ま
た
は
現
実
の
人
生
を
生
き
抜
い
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い)

、
た
だ
人
格
に
よ
っ
て
の
み
救 

わ
れ
る
と
、
思
い
き
っ
て
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
宗
教
と
い
う
事
実
は
、
教
義
の
理
解
で
は
な
く
、
人

格
(

絶 

対
的)

と

人

格(

相
対
的)

と
の
関
わ
り
の
中
で
の
、
新
し
い
人
格
の
誕
生
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
宗
教
の
救
い
は
、
 

教
義
の
知
的
理
解
で
も
な
く
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
行
為
を
お
こ
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
宗
教
的
人
格
の
実
現
で
あ
る
か
ら
に 

違
い
な
い
か
ら
で
す
。

ま
た
宗
教
的
人
格
と
の
出
あ
い
と
は
、
人
生
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
る
よ
う
な
「
こ
と
ば
」
に
出
あ
っ
た
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
は 

④

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
か
な
ら
ず
し
も
教
理
の
知
的
理
解
を
意
味
し
な
い
以
上
、
そ

の

「
こ
と
ば
」
は
人
格 

と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
〈人
格
と
し
て
の
こ
と
ば
〉
〈人
格
の
表
現
と
し
て
の
こ
と
ば
〉
〈
こ 

と
ば
そ
の
も
の
が
人
格
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
ば
〉
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
釈
尊
の
こ
と
ば
の
本
質
は
、
教 

理
や
イ
ズ
ム
に
で
は
な
く
、
釈
尊
の
宗
教
的
人
格
そ
の
も
の
の
表
現
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
神
の
こ
と
ば 

の
受
肉
と
い
わ
れ
る
の
も
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
曽
我
に
も
、
〈生
け
る
言
葉
の
仏
身
〉
と
い
う
よ
う
な 

思
索
が
あ
り
ま
す
し
、
安
田
に
は
〈根
源
語
〉
と
い
う
よ
う
な
思
索
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
人
格
と
こ
と
ば
と
い
う
問
題
は 

切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

教
義
に
対
す
る
信
仰
は
、
ど
う
し
て
も
ド
グ
マ
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
す
る
と
、
 

教
学
と
は
、
教
義
に
つ
い
て
の
理
解
や
説
明
で
は
な
く
、
こ

の

〈人
格
と
し
て
の
こ
と
ば
〉
を
言
い
当
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は 

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

54



宗
教
的
人
格
に
よ
る
救
い
が
も
つ
危
険
性

宗
教
的
救
い
を
あ
る
特
定
の
人
格
の
う
え
に
求
め
る
こ
と
の
危
険
性
は
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

最
近
起
っ
た
あ
る
事
件
に
よ
っ
て
、
他
な
る
人
格
を
自
ら
の
救
い
の
根
拠
と
す
る
と
き
、
主
体
性
を
喪
失
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う 

悲
し
さ
を
私
た
ち
は
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
人
は
自
ら
の
人
格
を
実
現
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
外
な
る
人 

格
に
自
ら
を
譲
り
渡
し
て
し
ま
い
ま
す
。
他
の
人
格
と
の
出
会
い
と
い
う
体
験
へ
の
固
執
が
生
ま
れ
る
と
、
 

そ
の
固
執
は
宗
教
的
関
心
を 

停
滞
さ
せ
、
宗
教
的
関
心
が
硬
直
す
る
と
き
、
他
者
と
の
関
係
が
閉
塞
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
人
の
も
し
く
は
複
数
の
圧
倒
的
な 

影
響
力
を
持
っ
た
人
格
が
人
間
の
独
尊
性
を
奪
い
、
人
格
の
実
現
を
疎
外
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
宗
教
的
人
格
に
救
わ
れ
る 

と
い
う
表
現
が
持
つ
危
険
性
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
他
の
人
格
と
自
己
を
同
一
視
す
る
と
き
観
念
論
に
沈
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

人
格
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
〈
こ
と
ば
〉
は
教
義
の
知
的
理
解
に
と
ど
ま
る
し
か
な
く
、
人
格
に
固
執
す
れ
ば
偶
像
の
奴
隸
に
な
っ
て
し 

ま
い
ま
す
。
教
義
に
よ
っ
て
は
人
間
は
人
格
的
な
救
い
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
人
格
に
依
存
す
る
救
い
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
危 

険
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
で
は' 

ど
の
よ
う
に
し
て
宗
教
的
人
格
に
よ
る
救
い
と
い
う
も
の
の
本
質
を
考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
 

ま
た
そ
の
救
い
を
ど
の
よ
う
に
し
て
具
体
的
に
実
現
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
に
お
け
る
人
格
の
課
題

仏
教
は
、
人
格
の
問
題
に
つ
い
て
は
実
に
明
確
に
応
え
て
い
ま
す
。

「法
に
依
り
て
人
に
依
ら
ざ
れ
」 

(

『涅
槃
経
』) 

仏
教
が
こ
の
遺
教
を
大
事
に
し
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
釈
尊
と
い
う
偉
大
な
人
格
に
依
存
す
る
危
険
性
が
あ
っ
た
こ
と
の
反
証
で
あ
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る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
遺
教
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
釈
尊
の
人
格
を
絶
対
的
カ
リ
ス
マ
と
す
る
と
い
う
形
態
を
免
れ
る
こ
と 

が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
釈
尊
の
人
格
が
私
た
ち
の
宗
教
的
生
に
も
つ
意
義
を
真
摯
に
問
う
こ
と
を
等
閑
に 

し
て
き
た
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、
釈
尊
と
い
う
人
格
に
出
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
を
い
か
に
受
け
と
め
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
課

⑤

題
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
私
は
、
釈
尊
と
い
う
宗
教
的
人
格
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
と
い
う
課
題
の
あ
り
方
が
、
仏
道 

の
歴
史
の
な
か
で
、
聖
道
と
浄
土
と
い
う
教
判
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
意
味
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
釈 

尊
と
自
己
と
の
関
り
に
つ
い
て
の
視
点
に
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
釈
尊
と
い
う
宗
教
的
人
格
を
自
ら
の
人
格
の
目
標
と
す
る
仏
教 

を
聖
道
と
い
い
、
釈
尊
と
い
う
宗
教
的
人
格
と
の
出
あ
い
が
自
ら
の
宗
教
的
生
に
も
つ
意
味
を
探
求
す
る
仏
教
を
浄
土
教
と
言
っ
て
も
よ 

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
ら
も
釈
尊
と
同
じ
さ
と
り(

人
格
の
実
現)

を
目
指
す(

成
仏)

の
宗
教
か
、
仏
の
世 

界
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
す
く
い(

往
生)

の
宗
教
か' 

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
人
は
真
理
に
よ
っ
て
悟
る
が
、
 

人
格
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
す
。

さ
て
浄
土
真
宗
の
特
徴
は
、
本
願
と
し
て
語
ら
れ
る
阿
弥
陀
仏
も
し
く
は
法
蔵
菩
薩
と
い
う
宗
教
的
人
格
を
信
仰
の
基
礎
に
も
つ(

他 

力)

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
他
の
仏
教
と
の
顕
著
な
区
別
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

が

「法
に
よ
り
て
人
に
依
ら 

ざ
れ
」
と
い
う
明
確
な
宣
言
を
も
つ
仏
教
の
な
か
で
は
、
異
質
な
教
え
と
い
う
印
象
を
与
え
て
き
た
一
つ
の
原
因
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

ま
ず
私
た
ち
は
浄
土
教
に
お
け
る
通
俗
的
な
理
解
を
一
度
、
放
棄
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
と
い
う
実
体
的
世
界
が
あ
る
と
か
、
 

阿
弥
陀
仏
と
い
う
実
体
的
な
救
済
主
が
お
ら
れ
る
と
か
、
そ
う
い
う
既
成
の
教
義
に
立
つ
の
で
は
な
く
。
な
ぜ
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
興 

起
し
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
課
題
の
も
と
に
阿
弥
陀
仏
が
説
か
れ
た
の
か
を
問
う
べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
端
的
に
次 

の
よ
う
に
言
い
た
い
。
釈
尊
と
い
う
一
人
の
歴
史
に
お
け
る
宗
教
的
人
格
と
出
あ
っ
た
私
の
意
味
は
な
に
か
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
阿
弥 

陀
仏
の
浄
土
は
説
か
れ
た
の
で
あ
る
と
。
釈
尊
の
教
え
と
出
あ
っ
た
も
の
に
と
っ
て
そ
の
教
え
を
学
ぶ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
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か
。
そ
の
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
き
た
の
が
聖
道
と
名
づ
け
ら
れ
る
仏
教
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

こ
こ
で
は
簡
単
に
、
図
式
的
に
『大
無
量
寿
経
』
『観
無
量
寿
経
』
の
説
か
れ
る
次
第
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

『大
経
』
釈
尊
と
阿
難
の
出
あ
い
の
意
味
序
分
！
嘆
仏
偈
！
本
願
！
本
願
成
就 

『観
経
』
釈
尊
と
韋
提
希
の
出
あ
い
の
意
味 

序

分
(

光
台
現
国)
I

空
中
住
立(

華
座
、
法
蔵
願
力) 

『大
無
量
寿
経
』
は
阿
難
の
「何
が
故
ぞ
。
威
神
光
光
た
る
こ
と
乃
し
爾
る
」
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
、
『観
無
量
寿
経
』
も
韋
提
希 

の

「唯
、
願
わ
く
は
仏
日
、
我
に
清
浄
の
業
処
を
観
ぜ
し
む
る
こ
と
を
教
え
た
ま
え
」
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
れ
ら 

の
問
い
は
、
阿
難
や
韋
提
希
が
釈
尊
と
い
う
宗
教
的
人
格
と
の
出
あ
い
を
本
当
に
〈成
就
〉
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と 

い
う
問
い
を
一
切
衆
生
を
代
表
し
て
問
う
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

浄
土
経
典
は
、
釈
尊
に
出
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
せ
ず
に
、
釈
尊
と
い
う
宗
教
的
人
格
と
の
出
あ
い
の
意
義
を
本
願
の 

主
体
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
と
の
出
あ
い
と
し
て
語
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
浄
土
教
は
、
「法
に
依
り
て
人
に
依
ら
ざ
れ
」
と
い
う
課
題
を
、
 

二
尊
教
と
し
て
人
格
の
も
つ
深
い
意
義
を
失
う
こ
と
な
く
表
現
し
て
い
く
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
 

や
が
て
、
親
鸞
は
、
宗
教
的
人
格
を
、
二
尊
の
勅
命
と
し
て
あ
ら
わ
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん' 

親
鸞
に
と
っ
て
は
、
あ
る
人
格
的
実
在
が 

あ
っ
て
命
令
す
る
の
で
は
な
く
勅
命
以
外
に
人
格
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
欲
生(

如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
勅
命) 

と
し
て
語
る
こ
と
も
、
こ
の
宗
教
的
人
格
と
い
う
表
現
が
も
つ
深
い
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宗
教
的
人
格
と
い
う
概
念

次
に
、
簡
単
に
、
曽

我

が

「人
格
」
と
い
う
用
語
を
も
ち
い
る
背
景
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

曽

我

が

「人
格
」
と
い
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う
用
語
を
、
ど
こ
か
ら
も
っ
て
き
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
定
義
を
し
た
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
 

「宗
教
的
人
格
」
の
定
義
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
「宗
教
的
人
格
」
と
い
う
言
葉
で
探
求
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で 

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「宗
教
的
人
格
」
と
い
う
曽
我
の
用
語
は
、
宗
教
的
存
在
の
あ
り
方
を
論
じ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
他
に
も
そ
の
主
題
を
展
開
す 

る
用
語
と
し
て
、
〈心
霊
〉
〈主
体
〉
〈自
我
〉
〈自
己
〉
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「人
格
」
も
宗
教
的
存
在
を
思
索
す
る
と
き
の 

キ
ー
タ
—
ム
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
で
曽
我
の
思
索
を
「宗
教
的
人
格
」
と
い
う
用
語
に
代
表
さ
せ
る
こ 

と
は
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
宗
教
的
人
間
像
と
か
信
仰
的
実
存
と
表
現
す
る
の
が
い
い 

か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
伝
統
的
な
宗
学
な
ら
ば
行
信
論
と
い
う
方
が
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

⑥
 

「人
格
」
と
い
う
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
な
含
み
を
も
っ
て
お
り
定
義
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
概
念
で
す
。

一
般
に
、
英

語

の

〇

?1 

律
な
〇=

耳
ミ
ド
イ
ツ
語
の
勺
月
。
尸;

?
ま
0
1一

匕
&-1

コ
な
ど
の
訳
語
と
し
て
、
明
治
の
中
期
頃
か
ら
哲
学
の
用
語
と
し
て
定
着
し
普
及 

し
た
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
「人
格
」
と
い
う
訳
語
を
確
定
し
た
の
は
井
上
哲
次
郎
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
一
九
三
ハ
年
以
降
、
 

倫
理
学
を
中
心
に
人
格
性
と
人
格
と
に
訳
し
わ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

曽
我
の
師
で
あ
る
清
沢
満
之
も
こ
の
「人
格
」
と
い
う
言
葉
を
早
く
「
西
洋
哲
学
史
講
義
」
や

「宗
教
哲
学
講
義
」
で
使
用
し
て
い
ま 

す
。
曽

我
の
「
人
格
」
と
い
う
概
念
を
主
題
と
し
た
の
は
、
清
沢
の
影
響
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
清
沢
は

「
人
格
」
と
い
う
概 

念
を
、

「次
に
思
想
上
に
於
い
て
、
本
体
の
同
一
な
る
処
か
ら
し
て
人
格
の
概
念
を
生
ず
る
。
此
の
無
形
、
不
朽
、
人
格
の
三
つ
を
合
し
た 

⑨
 

処
で
霊
性
と
い
う
概
念
を
生
ず
る
。
…
」

「無
限
が
悲
智
を
具
し
た
る
体
な
り
と
い
ふ
に
就
い
て
は
、
…
要
す
る
に
、
絶
対
は
人
格
を
具
す
る
も
の
な
り
と
い
ふ
事
を
認
め
ざ

58



る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
事
に
関
し
て
、
ロ
ッ
ツ
ェ
氏
の
論
あ
り
。
今
暫
く
其
の
論
の
大
旨
を
述
べ
む
。
 

人
格
神
と
は
、
万
有
の
主
と
な
り
て
有
意
有
心
に
働
く
神
の
こ
と
也
。:.

今
日
の
吾
人
が
人
格
を
認
む
る
は
、
不
完
全
に
し
て
、
 

神
が
自
己
を
認
む
る
は
、
絶
対
完
全
の
人
格
、
即
ち
真
の
人
格
也
」 

な
ど
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
曽
我
が
、
清
沢
の
こ
の
よ
う
な
概
念
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
 

ま
た
西
田
幾
多
郎
の
「人
格
」
の
用
法
に
も
注
目
す
る
こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
西
田
は
早
く 
(

一
 

ハ
九
四
年)

か 

ら

「人
格
」
と
い
う
訳
語
を
も
ち
い
て
い
ま
す
し
、
曽
我
も
参
加
し
て
い
た
真
宗
大
学
の
雑
誌
で
あ
る
『無
盡
燈
』
に
寄
稿
し
て
お
り
、
 

曽
我
も
西
田
の
論
文
は
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た' 

少
し
後
に
な
り
ま
す
が
、
『善
の
研
究
』(

一
九
ー
ー)

の
一
部
で
あ
る 

「知
と
愛
」
を

『精
神
界
』(

一
九
〇
七)

に
寄
稿
し
て
い
ま
す
。
そ

の

『善
の
研
究
』
の
中
で
、
人
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し 

て
い
ま
す
。

「意
識
の
根
本
的
統
一
カ
即
ち
人
格
…
人
格
は
凡
て
の
価
値
の
根
本
で
あ
っ
て
、
宇
宙
間
に
於
い
て
唯
人
格
の
み
絶
対
的
価
値
を
も 

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
我
々
に
は
固
よ
り
種
々
の
要
求
が
あ
る
、
肉
体
的
欲
求
も
あ
れ
ば
精
神
的
欲
求
も
あ
る
。
従
っ
て
富
、
カ
、
 

知
識
、
芸
術
等
種
々
貴
ぶ
べ
き
者
が
あ
る
に
相
違
な
い
。
併
し
い
か
に
強
大
な
る
要
求
で
も
高
尚
な
る
要
求
で
も
、
人
格
の
要
求
を 

離
れ
て
は
何
等
の
価
値
を
有
し
な
い
、
唯
人
格
的
要
求
の
一
部
又
は
手
段
と
し
て
の
み
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
」 

ま
た
、
「絶
対
的
善
行
と
は
人
格
の
実
現
其
物
を
目
的
と
し
た
即
ち
意
識
統
一
其
物
の
為
に
働
い
た
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
「善
と 

は
自
己
の
内
面
的
要
求
を
満
足
す
る
者
を
い
ふ
の
で
、
自
己
の
最
大
な
る
要
求
と
は
意
識
の
根
本
的
統
一
カ
即
ち
人
格
の
要
求
で
あ
る
か 

ら' 

之
を
満
足
す
る
事
即
ち
人
格
の
実
現
と
い
ふ
の
が
我
々
に
取
り
て
絶
対
的
善
で
あ
る
」
な
ど
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
明
ら 

か
に
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
と
に
か
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
人
格
を
通
し
て
人
間
存
在
の
本
質
を
考
察
す
る
当
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時
の
雰
囲
気
が
伺
え
る
と
思
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
論
の
影
響

曽
我
の
初
期
論
文
に
お
け
る
「人
格
」

へ
の
関
心
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
論
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 

そ
の
背
景
と
し
て
は
、

一
ハ
九
九(

明
治
三
十
二)

年
か
ら
一
九
〇
二(

明
治
三
十
五)

年
頃
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
的
な
神 

に
つ
い
て
の
「人
格
神
論
争
」
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
井
上
哲
次
郎
は
、

一
ハ
九
九
年
十
二
月
の
『哲
学
雑
誌
』
に

「宗
教
の
将
来
に
関
す 

る
意
見
」
を
掲
載
し
、
宗
教
の
将
来
は
絶
望
的
で
あ
り
、
す
べ
て
の
宗
教
は
い
ず
れ
も
「実
在
の
観
念
を
根
底
有
」
し
て
い
る
と
決
め
っ 

け
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ

の

「実
在
の
観
念
」
を
人
格
的
、
万
有
的
、
倫
理
的
の
三
種
に
分
け
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
の
「人
格
神
」
を

⑫

「高
尚
な
る
哲
理
を
了
解
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
幼
稚
な
る
も
の
の
事
」
で
あ
る
と
し
、
「迷
信
」
と
ま
で
言
い
切
る
の
で
す
。
そ
れ
に
対 

し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
は
綱
島
梁
川
が
、

一
九
〇
ー(

明
治
三
十
四)

年
五
月
に
「神
の
人
格
性
に
つ
き
て
——
井
上
博
士
の
非
人
格 

論
」
と
い
う
反
論
を
書
い
て
応
答
す
る
と
い
う
形
で
論
争
が
始
ま
り
ま
す
。

そ
の
綱
島
の
発
表
に
先
立
つ
こ
と
三
カ
月
、
曽
我
は
、
「弥
陀
の
名
号
お
よ
び
観
念
」(

一
九
〇
〇(

明
治
三
十
三)

年
一
月)

を

『無 

盡
燈
』
に
発
表
し
、
そ
の
中
で
す
で
に
キ
リ
ス
ト
の
人
格
の
概
念
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
そ
の
論
文
は
、
な
ぜ
弥
陀
と
い
う
人
格
を
中
心 

と
す
る
信
仰
が
仏
教
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
曽
我
に
と
っ
て' 

井
上
の
人
格
神
批
判
の
論
旨
は
、
 

自
ら
の
浄
土
教
理
解
に
と
っ
て
対
岸
の
火
事
と
し
て
傍
観
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
そ
の
論
文
の
第
一
回
で
は
、
「是
故
に
吾
人
は
断
じ
て
他
力
教
、
即
ち
普
通
に
所
謂
人
格
的
他
力
教
に
よ
ら
ざ
れ
ば' 

満
足
す 

る
能
は
ざ
る
も
の
也
」
と
の
べ
、
最
後
は
、

「之
を
要
す
る
に
、
弥
陀
は
一
箇
の
偉
人
な
り
。
彼
は
常
に
有
限
界
に
在
り
て
一
箇
人
格
的
実
在
と
し
て
常
に
活
動
し
つ
つ
あ
る
な
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り
。
然
れ
ど
も
歴
史
上
真
に
か
か
る
偉
人
あ
り
や
。
単
に
想
像
的
詩
的
人
物
な
る
か
。
或
は
無
限
を
詩
的
に
考
察
し
た
る
者
に
過
ぎ 

⑬

ざ
る
か
。
果
た
し
て
然
ら
ば
云
何
に
し
て
信
仰
殊
に
真
面
目
な
る
信
仰
の
対
象
た
り
得
べ
き
。
」

と
い
う
言
葉
で
閉
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
第
二
回(

『無
盡
燈
』
同
年
二
月)

は
、
そ

の

「
人
格
的
実
在
」
と
し
て
の
弥
陀
と
い
う 

⑭

課
題
を
う
け
て
、
「
仏
教
徒
と
し
て
の
彼
は
如
何
に
弥
陀
を
写
象
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
を
論
定
せ
ん
」
と
始
め
ら
れ' 

そ
の
中
で
キ
リ 

ス
ト
教
の
人
格
論
に
次
の
よ
う
に
論
及
し
て
い
ま
す
。

「耶
蘇
基
督
を
離
れ
て
人
格
的
実
在
と
し
て
の
「
ゴ
ッ
ド
」
を
考
ふ
る
こ
と
の
空
想
に
し
て
無
意
義
な
る
こ
と
は' 

基
督
教
に
於
け 

る
三
位
一
体
説
の
起
こ
れ
る
理
由
」

「基
督
教
が
一
箇
の
人
間
基
督
の
生
活
の
上
に
宇
宙
の
神
秘
神
の
活
動
を
認
め
た
る
深
遠
な
る
意
義
」

「基
督
の
人
格
に
対
し
て
無
限
の
感
謝
を
な
す
所
の
者
は
其
心
裡
已
に
一
箇
神
的
精
霊
を
有
す
る
人
な
る
を
知
る
。
」

「基
督
教
が
偉
大
な
る
勢
力
を
有
す
る
に
至
り
し
所
以
の
も
の
は
、
神
を
我
及
基
督
の
中
に
求
め
し
こ
と
、
則
ち
空
想
の
神
を
捨
て 

て
実
在
の
神
を
取
り
し
所
に
存
せ
り
と
云
ふ
べ
し
。
」

と
述
べ
、
曽
我
は
キ
リ
ス
ト
教
が
人
格
を
中
心
に
す
る
教
え
で
あ
る
意
味
に
深
い
共
感
を
表
明
し
て
、
宗
教
に
と
っ
て
人
格
と
い
う
こ
と 

が
不
可
離
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
、
こ
の
論
文
で
は
、
 

「弥
陀
中
心
の
信
仰
は
釈
尊
を
離
れ
て
は
到
底
空
想
な
り
。:.

釈
迦
弥
陀
二
尊
の
一
致
即
ち
此
を
融
合
し
た
る
釈
尊
又
弥
陀
を
も
つ

⑯
 

て
信
仰
の
中
心
と
し
、
此
を
我
ら
の
救
主
と
信
ず
る
に
非
ざ
れ
ば
信
仰
は
非
合
理
的
な
り
。
迷
信
な
り
。」 

と
述
べ
る
よ
う
に
、

釈
尊
論
と
し
て
の
み
、
人
格
的
実
在
と
し
て
の
弥
陀
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
後
年
、
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法
蔵
菩
薩
と
い
う
宗
教
的
人
格
の
因
位
を
「探
求
」
す
る
と
い
う
関
心
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

曽
我
に
は
、
こ
の
他
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
格
に
つ
い
て
言
及
す
る
論
文
が
い
く
つ
か
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
、
 

や
が
て
宗
教
的
人
格
の
探
求
の
一
つ
の
金
字
塔
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
思
わ
れ
る
「地
上
の
救
主
」(

一
九
一
三
年)

に
お
い
て
、
法
蔵 

菩
薩
の
出
現
の
意
義
が
、
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
の
意
味
と
比
較
さ
れ
る
の
で
す
。

転
機:

宗
教
的
人
格

曽

我

の

「宗
教
的
人
格
」

へ
の
関
心
に
お
い
て
、
清
沢
と
の
出
あ
い
は
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
教 

義
の
上
で
〈人
格
〉
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
主
な
関
心
で
し
た
が
、
清
沢
に
出
あ
っ
て
か
ら
は
、
〈人
格
〉
が
課
題
的
に
取
り
扱 

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仏

法

は

「人
格
」
に
よ
っ
て
の
み
伝
わ
る
と
い
う
視
点
が
明
瞭
に
な
っ
て
き
ま
し
た
し
、
そ
の
こ
と
は
同
時 

に
、
人
格
に
よ
っ
て
固
執
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
性
に
も
注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

曽
我
が
述
懐
す
る
よ
う
に
、
清
沢
を
中
心
と
す
る
信
仰
運
動
へ
の
批
判
に
は
じ
ま
る
関
係
は
、

一
九
〇
二(

明
治
三
十
五)

年
二
月
二 

十
四
日
、
「京
浜
仏
教
徒
大
懇
話
会
春
季
大
会
」
に
お
い
て
の
清
沢
の
態
度
を
見
て
大
き
く
転
換
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
批
判
し
て
い
た
清 

沢
の
精
神
主
義
に
賛
同
し
、
清
沢
が
去
っ
た
あ
と
の
浩
々
洞(

清
沢
を
中
心
と
し
た
共
同
生
活
体)

へ
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
清 

沢
は
そ
の
三
ヶ
月
後
の
六
月
に
短
い
人
生
を
お
え
ま
す
が
、
そ
の
同
じ
六
月
の
『精
神
界
』
に

「宗
教
的
人
格
論
」
と
い
う
論
文
を
発
表 

す
る
の
で
す
。

さ
て
曽
我
は
、
そ
の
転
換
す
る
契
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
清
沢
の
精
神
主
義
は
大
き
な
批
判
の
嵐
の
中 

に
あ
り
ま
し
た
が
、
曽
我
も
参
加
し
て
い
た
あ
る
会
で
、
そ
の
批
判
に
対
し
て
清
沢
は
一
言
も
弁
護
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
曽
我 

は
問
い
ま
す
。
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「然
ら
ば
親
鸞
聖
人
や
わ
が
先
生(

清
沢
満
之:.

筆
者
註)

が
自
己
を
毫
も
弁
護
な
さ
ら
ぬ
は
何
故
で
あ
る
か
。(

中
略)

蓋
し
そ
の 

深
き
罪
悪
の
自
覚
に
依
り
て
、
全
く
弁
護
の
権
能
な
し
と
信
じ
、
又
深
き
如
来
本
願
力
の
信
念
に
依
り
、
随
っ
て
四
海
同
胞
の
確
信 

に
依
り
て
、
全
く
弁
護
の
必
要
な
し
と
思
惟
し
給
ひ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
乎
。
」(

「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」

一
九
ー
一
年) 

自
己
を
弁
護
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
な
大
き
な
確
信
を
も
っ
た
清
沢
と
は
ど
の
よ
う
な
人
格
を
も
つ
人
で
あ
る
の
か
。
曽
我
に
と
っ
て 

こ

の

「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
清
沢
の
存
在
が
大
き
な
問
い
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
曽
我
が
清 

沢
の
教
理
に
降
参
し
た
の
で
は
な
く
、
清
沢
の
人
格
に
降
服
し
た
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
曽
我
は
、
そ
れ
ま
で 

も
真
宗
大
学
の
学
生
と
し
て
清
沢
に
会
っ
て
指
導
を
う
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の
事
件
を
通
し
て
、
清
沢
の
宗
教
的
人
格
が
は
じ
め
て
自
ら 

に
と
っ
て
の
大
き
な
問
い
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
後
年
、
曽
我
は
清
沢
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。
 

「清
沢
師
が
教
え
ら
れ
た
大
方
針
は
云
何 

師
は
何
等
の
結
論
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た 

唯
第
一
歩
の
方
針
を
与
え
ら
れ
た(

中

㉑
 

略)

先
生
は
何
等
学
説
を
教
え
ら
れ
な
か
っ
た 

先
生
は
未
成
品
で
あ
っ
た
。」

㉒

「臨
終
の
際
ま
で
霊
的
奮
闘
を
不
断
に
続
け
ら
れ
た
先
師
」

曽
我
に
と
っ
て
清
沢
は
、

一
つ
の
模
範
解
答
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
曽
我
に
と
っ
て
清
沢
は
大
き
な
問
い
と
な
る
人
格
で 

し
た
。
曽
我
が
清
沢
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
人
間
の
自
我(

我
執)

を
根
源
的
に
問
い
、
無
限
に
歩
ま
せ
る
宗
教
的
生
の
あ
り
方
で
あ
っ
た 

の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
生
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
宗
教
的
人
格
と
は
な
に
か
。
以
後
、
こ
の
主
題
が
繰
り
返
し
巻
き
返
し
問
わ
れ
る
の
で 

す
。こ

の
清
沢
と
の
人
格
的
な
出
あ
い
を
通
し
て
人
格
へ
の
視
点
の
転
機
に
な
っ
た
論
文
が
前
述
し
た
「宗
教
的
人
格
論
」
な
の
で
す
。
重 

複
し
ま
す
が
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
、
曽
我
は
宗
教
的
人
格
を
問
う
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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「宗
教
の
本
体
は
宗
教
的
人
格
に
在
り
。
是
を
除
去
せ
る
宗
教
々
理
は
宗
教
の
形
骸
に
し
て
生
命
あ
る
宗
教
其
物
に
非
ず
。
是
故
に 

真
に
宗
教
を
把
持
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
か
か
る
冷
性
な
る
教
理
の
方
面
を
去
て
直
に
宗
教
的
人
格
に
接
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
宗
教 

的
人
格
は
則
ち
全
宇
宙
の
善
悪
美
醜
染
浄
高
卑
の
一
切
の
現
象
を
総
合
し
、
是
を
霊
化
せ
る
人
格
な
り
。
」 

曽
我
は
、
宗
教
的
人
格
が
宗
教
に
も
つ
意
味
を
「宗
教
の
本
体
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ

の

「宗
教
に
お
け
る
人
格
」
と
い
う
主
題
は
、
 

曽
我
の
初
期
の
論
文
に
一
貫
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
主
題
が
、
あ
る
と
き
は
仏
教
の
伝
統
に
お
い
て
釈
尊
・
善
導
，
親

鸞

，
日
蓮
・
清
沢 

と
い
う
歴
史
的
人
格
が
も
つ
意
味
と
し
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
阿
弥
陀
さ
ら
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
神
話
的
人
格
が
浄
土
教
の
信
念
に
お
い 

て
も
つ
意
味
と
し
て
、
と
い
う
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
奏
曲
と
し
て
展
開
さ
れ
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
清
沢
満
之
の
宗
教
的
人
格
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
が
問
題
と
な
る
の
は
、
出
会
い
の
意
味
を
確
め
る
と
い
う
自
ら
の
課
題 

と
共
に
そ
の
こ
と
が
清
沢
の
後
継
者
た
ち
の
な
か
で
さ
え
も
明
瞭
で
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
後 

継
者
た
ち
は
、
清
沢
の
宗
教
的
人
格
を
阿
弥
陀
の
救
済
を
恩
寵
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
誤
解
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 

ま
す
が
、
そ
の
こ
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
曽
我
は
、
親
鸞
が
師
で
あ
る
法
然
の
信
念
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
、
本 

当
に
出
あ
う
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
繰
り
返
し
問
う
て
い
る
の
で
す
。
曽
我
の
法
蔵
菩
薩
の
探
求
は
清
沢
の
如
来
と 

信
念
の
関
係
を
探
求
す
る
教
学
的
課
題
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
人
格
の
探
求
を
曽
我
に
促
し
た 

の
は
、
清
沢
を
清
沢
た
ら
し
め
た
宗
教
的
人
格
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

機
熟:

法
蔵
菩
薩
と
い
う
宗
教
的
人
格

曽
我
の
法
蔵
菩
薩
論
は
、
宗
教
的
人
格
の
探
求
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
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曽
我
自
ら
が
語
る
よ
う
に
、
近
代
の
真
宗
学
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
が
教
学
の
主
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り 

㉖

ま
せ
ん
で
し
た
。
曽
我
は
、
法
蔵
菩
薩
を
人
格
的
実
体
と
し
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
正
直
に
告
白
し
て
い
ま
す
。
曽
我
は
、
 

素
朴
な
信
者
が
法
蔵
菩
薩
の
物
語
に
ふ
れ
る
と
き
の
純
粋
素
朴
な
感
情
を
教
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
民
衆 

の
も
つ
深
い
法
蔵
菩
薩
と
い
う
人
格
へ
の
共
感
は
、
必
ず
し
も
教
理
へ
の
賛
同
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
の
も
つ
法
蔵
菩
薩
と
い
う
人
格 

へ
の
素
朴
な
共
感
の
普
遍
的
な
意
義
を
言
い
当
て
る
こ
と
に
教
学
の
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
視
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

そ
の
底
に
流
れ
て
い
る
の
は' 

法
蔵
菩
薩
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
も
つ
意
義
を
自
ら
の
信
仰
の
意
識
の
事
実
の
う
え
に
求
め
る
と
い
う
課
題
で 

あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
真
宗
学
独
自
の
非
神
話
化
の
道
が
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
曽
我
は
、
 

自
ら
の
意
識
の
事
実
と
し
て
法
蔵
菩
薩
と
い
う
宗
教
的
人
格
の
意
味
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
い
う
人 

格
的
実
在
の
深
い
宗
教
的
意
味
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
実
体
的
神
話
で
あ
る
こ
と
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
 

曽
我
が
、
自
覚
的
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
の
は
、

一
九
ニ
ー
年
か
ら
一
九
二
ニ
年
に
か
け
て
で
す
。
曽
我
に
よ
れ
ば
、
 

法
蔵
菩
薩
が
課
題
と
な
る
直
接
の
契
機
は
、

一
九
一
ニ
年
七
月
上
旬
に
感
得
し
た
「如
来
は
我
な
り
」
の
一
句
の
感
得
と
、
ハ
月
下
旬
に 

「如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
ひ
給
ふ
」
の
一
句
の
回
向
で
あ
り
、
そ
の
如
来
と
我
と
の
関
係
を
問
う
主
題
が
、
論
文
と
し
て
、

一
九
一
三 

年
一
月
に
「久
遠
の
仏
心
の
開
顕
者
と
し
て
の
現
在
の
法
蔵
比
丘
」
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
半
年
後
に
「地
上
の
救
主
—
法
蔵
菩
薩
出 

現
の
意
義
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
す
。

曽
我
は
当
時
の
自
ら
の
教
学
の
展
開
を
、

一
九
二
四(

大
正
十
三)

年
に
刊
行
さ
れ
た
論
集
『地
上
の
救
主
』

の
序
文
に
お
い
て
「神 

話
宗
教
と
し
て
法
蔵
菩
薩
を
冷
笑
無
視
せ
し
間
に
あ
っ
て
、
独
り
そ
れ
の
上
に
地
上
の
救
主
の
意
義
を
見
出
し
た
」

と
ま
と
め' 

さ
ら 

に

「清
沢
の
創
立
し
た
母
校
で
あ
る
真
宗
大
学
は
実
質
上
の
廃
校
と
な
り
、
清
沢
の
精
神
主
義
を
受
け
継
い
で
き
た
浩
々
洞(

清
沢
の
精 

神
主
義
を
継
承
し
た
共
同
体)

の
瓦
解
し
て
い
っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
ま
す
。
こ
の
述
懐
や
、
当
時
の
発
表
さ
れ
た
一
連
の
随
筆
か
ら
、
 

法
蔵
菩
薩
論
の
展
開
と
清
沢
満
之
の
人
格
に
つ
い
て
深
い
連
関
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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法
蔵
菩
薩
論
が
形
成
さ
れ
る
動
機
を
、
と
く
に
宗
教
的
人
格
の
探
求
と
い
う
側
面
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
曽
我
は
、
前
述 

の

「久
遠
の
仏
心
の
開
顕
者
と
し
て
の
現
在
の
法
蔵
比
丘
」
に
お
い
て
、

「浄
土
教
の
御
本
尊
が
法
蔵
比
丘
因
位
の
誓
願
に
酬
報
せ
る
、
十
劫
正
覚
の
弥
陀
如
来
に
在
ま
す
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
而
も
為
め 

に
此
十
劫
正
覚
て
ふ
一
点
に
固
執
し
て
、
法
蔵
比
丘
を
遙
遠
の
昔
な
る
単
な
る
一
人
間
と
看
な
し
、
深
く
此
人
格
に
付
て
究
む
る
こ 

と
を
せ
ず
、
随
て
徒
に
そ
の
宣
言
す
る
超
世
の
誓
願
を
以
て
、
単
に
十
劫
正
覚
の
方
便
と
す
る
も
の
は
、
是
れ
猶
他
力
宗
教
に
於
て 

徹
底
せ
る
も
の
と
な
す
こ
と
が
出
来
ぬ
」

と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
の
「人
格
」
を
深
く
究
め
な
け
れ
ば
、
他
力
の
宗
教
と
し
て
徹
底
し
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の 

法
蔵
菩
薩
の
人
格
を
探
求
す
る
こ
と
が
、
決
し
て
自
分
の
か
っ
て
な
独
創
で
は
な
く
親
鸞
の
学
び
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
親
鸞 

は
、
「如
来
本
願
の
生
起
本
末
に
溯
ら
せ
ら
れ
、
此
本
願
の
上
に
金
剛
不
壊
の
信
念
を
建
立
」
さ
れ
た
と
述
べ
、
「
『云
何
に
し
て
』
本
願 

中
心
の
信
念
が
確
立
し
得
る
や
、
の
実
践
問
題
」
と

し
て

「法
蔵
比
丘
は
云
何
な
る
人
格
で
あ
る
か
、
彼
の
誕
生
は
云
何
な
る
使
命
を
有 

す
る
や
」
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。

法
蔵
菩
薩
の
人
格
に
つ
い
て
は
、
半
年
後
に
書
か
れ
た
「地
上
の
救
主,

法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
」
で
一
層
深
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
 

論
題
が
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾
と
問
題
を
も
っ
た
現
実
、
つ
ま
り
地
上
の
救
い
主
は
、
ど
の 

よ
う
な
人
格
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
矛
盾
と
問
題
に
満
ち
た
現
実
の
救
主
は
、
人
間
の
現
実
を
超
絶
し
た
理
想
的
人
格
、

つ
ま
り 

久
遠
の
如
来
や
天
上
の
神(

光)

で
は
な
く
、
現
実
の
苦
悩
を
担
う
人
格
、
つ
ま
り
地
上
に
生
ま
れ
た
人
格
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と 

を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
現
実
を
こ
え
た
絶
対
者
と
い
う
人
格
に
救
わ
れ
る
と
い
う
通
俗
的
な
他
力
信
仰(

神
秘
的
，
恩
寵
的
信
仰)

は' 

恩
寵
と
い
う
観
念
に
酔
っ
て
苦
し
み
や
矛
盾
と
い
う
「
現
実
の
黒
闇
」
を
凝
視
す
る
悲
し
み
の
眼
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
だ
か
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ら
こ
そ
曽
我
は
、
現
実
を
生
き
る
私
の
救
済
は
、
人
間
の
現
実
に
基
礎
を
も
つ
宗
教
的
人
格
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
 

そ
の
地
上
の
救
い
主
で
あ
る
宗
教
的
人
格
の
代
表
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
と
法
蔵
菩
薩
が
対
比
さ
れ
ま
す
。
曽
我
は
、
キ
リ
ス
ト
は
、
神 

と
人
間
と
の
仲
保
者
と
し
て
歴
史
上
の
一
人
格
で
あ
る
と
定
義
し
、
そ
の
う
え
で
キ
リ
ス
ト
が
歴
史
上
の
一
人
格
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
 

結
局
は
現
実
の
我
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
も
一
個
人
で
あ
る
以
上
、
同
じ
よ
う
に
個
性
を
も
つ
我
の
救
い
主
で 

あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「法
蔵
菩
薩
と
い
う
宗
教
的
人
格
は
、

一
の
歴
史
上
の
人
と 

し
て
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、
各
人
の
苦
悩
の
闇
黒
の
心
の
中
に
誕
生
す
る
か
ら
こ
そ
現
実
の
救
主
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
結
論
づ

&

け
て
い
ま
す
。

ま
た
曽
我
は
、
「法
蔵
菩
薩
は
昔
の
神
話
で
は
な
い
、
現
在
の
信
の
事
実
で
あ
る
。
若
し
一
念
の
信
を
離
る
れ
ば
一
箇
の
神
話
と
何
の 

別
も
な
い
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
曽
我
は
や
が
て
機
の
深
信
に
記
述
さ
れ
る
内
容
を
、
法
蔵
菩
薩
の
自
覚(

無
縁
の
大
悲)

を 

㉓

あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
し
ま
す
。
つ
ま
り
信
心
は
、
主
観
的
な
心
理
の
一
つ
の
表
象
で
は
な
く
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
人
格
的
な
内
実
を 

も
っ
た
自
覚
で
あ
る
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
信
を
、
宗
教
的
人
格
へ
の
信
仰
で
は
な
く
、
宗
教
的
人
格
そ
の
も
の
の
自
覚
と
し
て
語
ろ 

う
と
し
た
意
義
が
た
い
へ
ん
深
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

宗
教
的
人
格
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
背
景
の
探
求
は
、
宗
教
的
人
格
に
出
あ
っ
た
自
ら
の
意
味
を
究
め
る
こ
と
で
す
。
因
位
ま
で
さ
か 

の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
、
宗
教
的
人
格
と
の
出
あ
い
は
成
就
し
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
曽
我
は
、
出
あ
い
を
成
り
立
た
し
め
た
因
縁
を
ど
こ
ま 

で
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で 
す
。

曽
我
は
、
宗
教
的
人
格
の
探
求
に
お
い
て
、
宗
教
的
人
格(

法
蔵
菩
薩)

が
わ
が
心
想
に
誕
生
し
た
の
が
救
い
で
あ
る
と
し
、
法
蔵
菩 

薩
を
仏
凡
一
体
の
人
格
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
機
法
一
体(

名
号)

、
仏
凡
一
体(

信
心)

と
い
う
、
人
間
の
苦
悩
を
離
れ
て 

抽
象
的
な
理
論
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
な
主
題
を
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
人
格
を
通
し
て
解
明
し
た
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
い 

ま
す
。

67



宗
教
的
人
格
の
実
践
的
意
義

さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
に
満
ち
た
現
実
の
な
か
で
宗
教
的
人
格
が
心
想
の
中
に
誕
生
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
 

さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
と
苦
悩
の
な
か
に
沈
ん
で
い
る
有
限
な
私
た
ち
に
と
っ
て
宗
教
的
人
格
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
を 

も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。

曽
我
は
生
涯
、
時

代

，
社
会
の
現
実
に
対
す
る
深
い
関
心
を
も
ち
、
苦
悩
す
る
も
の
、
抑
圧
さ
れ
る
も
の
の
立
場(

民
衆' 

悪
人
も
し 

く
は
女
人)

に
眼
差
し
を
向
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
曽
我
も
宗
教
者
と
し
て
悲
痛
な
差
別
事
件
を
起
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ 

の
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
弁
護
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
曽
我
の
人
格
の
い
た
ら 

な
さ
と
み
な
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
で
す
。
し
か
し
曽
我
の
探
求
し
た
宗
教
的
人
格
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
事
件
の
核
心 

は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
的
人
格
を
生
き
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
曽
我
の
晩
年
の
出
来
事
に
み
て
み
た
い
と
思
い
ま 

す
。曽

我
(

当
時
九
十
五
歳)

、
没
年
の
約
ハ
カ
月
ほ
ど
ま
え
、

一
九
七
〇(

昭
和
四
十
五)

年
、
『中
道
』
に
掲
載
さ
れ
た
講
演
の
筆
録
に 

差
別
言
辞
が
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
ま
す
。
後
日
、
解
放
運
動
に
携
わ
る
人
た
ち
が
曽
我
を
た
ず
ね
、
責
任
あ
る
言
葉
を
求
め
た
の 

で
す
が
、
曽
我
に
は
語
る
言
葉
が
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
折
り
、
同
席
の
一
人
が
「
あ
の
話
の
前
後
か
ら
分
か
る
よ
う 

に
、
あ
れ
は
差
別
語
と
し
て
語
っ
た
の
で
は
な
い
」
な
ど
と
弁
護
的
な
発
言
を
し
た
と
き
、
曽
我
は
そ
の
言
葉
を
遮
り
、
「
い
や
、
差
別 

し
て
い
る
の
で
す
、
無
意
識
に
差
別
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
差
別
言
辞
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
差
別
者
と
し
て
機
の 

深
信
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
暴
露
し
た
、
お
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
い
い
、
後
に
、
こ
の
談
話
を
筆
録
し
た
「異
な
る 

を
歎
く
」
が
つ
く
ら
れ
配
付
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
差
別
発
言
は
宗
門
の
内
外
に
あ
の
曽
我
が
差
別
発
言
を
す
る
の
か
と
い
う
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
よ
う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
曽
我
は
、
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真
宗
教
学
の
碩
学
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
た
も
っ
と
も
真
摯
な
仏
教
者
で
あ
り
求
道
者
と
み
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
曽
我
が
差 

別
言
辞
を
使
用
し
た
こ
と
は
、
痛
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
弁
護
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
事
件
お
け
る
曽
我
の
姿
勢 

に
つ
い
て
、
次
の
ー
一
点
に
注
目
し
て
み
た
い
の
で
す
。

一
 

つ
に
は
、
曽
我
は
ど
こ
ま
で
も
差
別
言
辞
を
用
い
た
こ
と
を
現
在
の
わ
が
身
の
現
実
と
し
て
受
け
止
め
、
ま
っ
た
く
自
己
弁
護
を
し 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
厳
粛
な
態
度
は
、
か
つ
て
曽
我
が
清
沢
の
人
格
を
「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
と
し
て
理
解
し
た
こ 

と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
自
己
責
任
の
目
覚
め
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
も
う-

つ
は
、
曽
我
は
、
こ
の
事
件
を
ど
こ
ま
で
も
信
念
の
根
本
課
題
に
立
ち
返
る
機
縁
と
し
た
こ
と
で
す
。
曽
我
は
、
 

「私
も
そ
ん
な
差
別
言
辞
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
差
別
者
と
し
て
機
の
深
信
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
曝
露
し
た
、
お
恥 

ず
か
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
」

と
述
べ
、
そ
の
現
実(

苦
悩
、
煩
悶)

を
宗
教
的
生
の
意
味
か
ら
根
源
的
に
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
根
本
課
題 

が

「機
の
深
信
」
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「機
の
深
信
」
と
は
、

一
つ
の 

心
理
で
は
な
く
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
人
格
の
誕
生
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
曽
我
は
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
 

こ
の
二
点
は
深
い
呼
応
関
係
を
も
っ
て
い
ま
す
。
『歎
異
抄
』
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。

「
さ
る
べ
き
強
縁
の
も
よ
お
さ
ば
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し(

中
略)

さ
れ
ば
よ
き
こ
と
も
、
あ
し
き
こ
と
も
、
業
報
に
さ
し 

ま
か
せ
て' 

ひ
と
え
に
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
」

宗
教
的
生
活
は
、
お
こ
っ
た
現
実
を
教
理
で
解
釈
し
た
り
、
自
ら
の
価
値
観
で
反
省
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
現
実
を
仏
道
の 

根
本
問
題
に
ま
で
た
ち
か
え
っ
て
応
答
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
自
ら
の
人
生
を
根
源
か
ら
問
い
直

69



す
よ
う
な
人
格(

本
願
の
主
体)

が
胸
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
宗
教
的
人
格
の
実
践
的
意
義
が
あ 

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

曽
我
が
、
機
の
深
信
は
、
私
た
ち
の
心
理
に
お
け
る
一
つ
の
認
識
で
は
な
く
、
法
蔵
菩
薩
の
自
覚
を
深
く
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解 

し
て
い
た
意
義
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
機
の
深
信
に
示
さ
れ
て
い
る
内
実
は
、
法
蔵
菩
薩
の
宗
教
的
人
格
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

で
す
。

「機
の
深
信
が
欠
如
し
て
い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
機
の
深
信
に
対
す
る
理
解
が
足
り
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
、
自
己
反
省
の
認 

識
不
足
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
迷
い
を
見
続
け
呼
び
か
け
る
宗
教
的
人
格
の
問
い 

か
け
に
応
答
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
懺
悔
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

結

び

曽
我
の
法
蔵
菩
薩
論
が
た
ん
な
る
神
話(

恩
寵
主
義)

や
教
義
学(

合
理
主
義)

に
は
お
わ
ら
な
か
っ
た
の
は' 

自
ら
の
宗
教
的
生
き 

方
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
い
続
け
る
「宗
教
的
人
格
へ
の
探
求
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
曽
我
は
、
宗
教
的
事 

実

を

「人
格
」
と
い
う
概
念
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
姿
勢
を
一
貫
し
て
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
姿
勢 

が
決
定
的
な
転
機
を
与
え
ら
れ
る
の
は
、
清
沢
と
の
値
遇
で
し
た
。

曽
我
は
、
清
沢
を
清
沢
た
ら
し
め
る
宗
教
的
人
格
を
、
清
沢
の
信
念
の
う
え
に
見
出
し
、
や
が
て
清
沢
に
出
あ
っ
た
自
ら
の
意
識
の
う 

え
に
見
出
し
、
さ
ら
に
は
、
〈法
蔵
菩
薩
の
出
現
〉
と
し
て
と
ら
え
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
き
て
、
宗
教
的
人
格
と
の
出
あ
い
は
、
自
己
の
主 

体
的
事
実
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
法
蔵
菩
薩
と
は
、
自
己
の
意
識
に
は
た
ら
き
宗
教
的
人
格
を
誕
生
せ
し
め
る
〈究 

極
的
な
主
体
〉
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
二
重
の
世
界
に
属
す
る
と
い
う
表
現
を
か
り
れ
ば
、
二 

重
の
主
体
を
も
つ
人
格
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
曽
我
の
心
想
に
は
た
ら
く
清
沢
は
、
も
ち
ろ
ん
外
的
な
実
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
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が' 

し
か
し
曽
我
の
自
我
意
識
の
一
部
で
も
な
い
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
人
格
と
い
う
表
現
以
上
に
適
切
な
表
現
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ 

ま
せ
ん
。

曽
我
に
と
っ
て
、
宗
教
的
人
格
と
は
、
固
定
し
た
教
義
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
に
成
り
立
つ
人
格
で
も
な
く 
(

知
的)

、

一
つ
の
神 

秘
的
な
体
験
や
心
境
を
も
つ
人
格
で
も
な
く 
(

情
的)

、
ま
た
倫
理
的
責
任
を
は
た
す
人
格
と
な
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん(

意
的)

、
つ 

ま
り
知
情
意
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
解
消
さ
れ
な
い
意
義
を
も
つ
精
神
的
実
在
で
し
た
。
端
的
に
い
え
ば' 

宗
教
的
人
格
と
は
、
私
を
根
源 

的
に
問
い
続
け
る
究
極
的
な
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
化
石
化
し
た
価
値
観
に
縛 

ら
れ
た
自
我
の
現
実
と
人
間
関
係
を
ど
こ
ま
で
も
否
定
し
、
他
の
存
在
に
向
か
っ
て
開
い
て
い
く
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
す
。
 

曽
我
に
と
っ
て
法
蔵
菩
薩
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
宗
教
的
人
格
が
私
の
心
想
の
中
に
誕
生
す
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。
 

矛
盾
と
問
題
に
満
ち
満
ち
た
人
生
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
る
生
き
生
き
と
し
た
人
格
的
な
は
た
ら
き
が
意
識
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を 

象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
人
格
が
私
の
心
に
誕
生
す
る
こ
と
こ
そ
宗
教
的
救
い
で
あ
る
こ
と
を
曽
我
は 

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
人
生
に
つ
い
て
の
根
源
的
課
題
、
究
極
的
な
関
心
を
与
え
、
本
願
に
生
き
る
と
い
う
ダ
イ
ナ 

ミ
ッ
ク
な
生
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
救
い
で
あ
る
。

ま
た
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
曽
我
が
、
宗
教
的
人
格
と
は
何
か
と
い
う
探
求
を
、
自
分
の
独
創
で
は
な
く
、
親
鸞
の
学
び
に
準 

ず
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
で
す
。
親
鸞
が
、
『浄
土
論
』
の
菩
薩
を
法
蔵
菩
薩
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
も
、
『大
経
』
の
三 

心
を
法
蔵
菩
薩
の
願
心
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
も
、
親
鸞
に
お
け
る
「宗
教
的
人
格
の
探
求
」
で
あ
る
と
曽
我
は
み
な
し
て
い
た
の
で
は 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
『大
無
量
寿
経
』

の
序
分
の
主
題
は
釈
尊
と
阿
難
の
値
遇
で
す
が
、
釈
尊
の
語
る
法
蔵
菩
薩
の
物
語
り
は
、
阿
難 

が
仏
弟
子
と
し
て
釈
尊
と
い
う
宗
教
的
人
格
と
の
出
あ
い
を
成
就
す
る
た
め
の
物
語
り
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
 

法
蔵
菩
薩
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
私
た
ち
の
信
念
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
物
語
が
、
単
な
る
過
去
の 

神
話
の
説
明
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
信
が
ど
こ
ま
で
も
内
に
展
開
し
て
い
く
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
意
味
を
も
っ
て
蘇
っ
て
く
る
。
そ
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の
こ
と
が
真
宗
の
教
学
に
お
け
る
宗
教
的
人
格
の
探
求
の
意
義
で
あ
り
、
本
願
の
教
学
の
核
心
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

注

① 

一
九
九
七
年
十
月
の
大
谷
大
学
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
発
表
原
稿
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
も

と

の
題
目
は

「
宗
教
的
人
格
の
探
求
— 

曽
我
量
深
に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
と
欲
生
」

で
あ
る
。

② 

「宗
教
的
人
格
論
」(

明
治
三
十
六
年
、

冨
日
我
量
深
選
集
」
第
一 

ー
巻
三
四
二
頁)

③
 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
格
に
お
け
る
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
聖

書

に

「
わ
た
し
は
、
神
に
生
き
る
た
め
に
、
律
法
に
よ
っ
て
律
法 

に
死
ん
だ
。
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
。
生
き
て
い
る
の
は
、
も
は
や
、
わ
た
し
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
、
わ
た
し
の 

う
ち
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
い
ま
肉
に
あ
っ
て
生
き
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
を
愛
し
、
わ
た
し
の
た
め
に
ご
自
身
を 

さ
さ
げ
ら
れ
た
神
の
御
子
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
」(

ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙2

・19—
2

〇)

と
あ
る
パ
ウ
ロ
の
回
心 

を
、
ハ
木
誠
一
は
、
「
パ
ウ
ロ
に
於
け
る
「
私
」

に
は
二
重
構
造
が
あ
る
。
パ

ウ

ロ

が

「
キ
リ
ス
ト
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
」
時
に
主
体
の 

交
替
が
起
こ
り
、
キ
リ
ス
ト
が
パ
ウ
ロ
の
究
極
的
主
体
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
パ

ウ

ロ

の

「自
我
」
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
反 

対
に
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
た
の
は
、

パ
ウ
ロ
の
新
し
い
自
我
で
あ
る
。
」(

「
イ
エ
ス
の

言

葉

に

お
け

る

〈私
〉
」

『キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
超
え
て 

宗
教
的
多
元
主
義
の
神
学
』

一
九
九
三
年
、
春
秋
社
所
収)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
宗
教
的
人
格
を
ど
の
よ
う
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る 

か
に
つ
い
て
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。

④
 

こ
と
ば
と
い
っ
て
も
教
義
で
は
な
い
、
そ
の
こ
と
は
古
い
経
典
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
ハ

三

七

偈

が

「
わ
た
く
し
は
こ
の
こ
と
を
説
く
と
い
う
こ 

と
が
わ
た
く
し
に
は
な
い
ご 

と
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑤ 

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

ー
ー
三
ハI
 
ー
ー
四
九
偈

⑥
 

平

凡

社

「哲
学
事
典
」
第
口
版
で
は
、
「
人
格
と
い
う
言
葉
は
、
人
の
特
性
を
統
一
的
に
い
い
あ
ら
わ
す
場
合
に
も
ち
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
 

哲
学
的
に
は
と
く
に
理
性
的
で
自
由
な
存
在
と
し
て
の
人
間
主
体
を
意
味
し
、
こ
の
特
性
を
と
く
に
人
格
性
と
し
、
こ
れ
を
に
な
う
具
体
的
人
格
を 

人

格

!？
6
1
5
0
1
1

と
し
て
一
メ
ー
別
す
る
こ
と
も
あ
る
.0
一
と
あ
る
。

⑦
 

古

純

一

郎

が

「
中
島
力
造
か
ら
ぼ
は
。I一

巴
一①

を
何
と
訳
し
た
ら
よ
い
か
と
訊
ね
ら
れ
て
、
井

上

哲

次

郎

が

「
人
格
と
訳
し
た
ら
よ
か
ら
う
」
と 

答
え
、
中
島
力
造
が
早
速
倫
理
学
の
講
義
に
「
人
格
」
と
い
う
訳
語
を
使
っ
た
、
そ
れ
か
ら
人
格
と
い
う
言
葉
は
今
日
の
よ
う
に
広
が
っ
た
。
」
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⑫⑪⑩⑨⑧⑰⑯⑮⑭⑬⑱㉑⑳⑲
(

『人
格
観
念
の
成
立
」
要
旨)

と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。 

岩

波

『哲

学

・
思
想
事
典
』

一
九
九
八
、
人
格
の
項
参
考
。
 

「
西
洋
哲
学
史
講
義
」(

『清
沢
全
集
』
第
二
巻
四
八
三
頁)

「宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
」(

『清
沢
全
集
』
第
二
巻
一
四
八
—

一
五
一
頁)

『西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
-

巻
一
五
三
頁

「
基
督
教
は
人
格
的
の
神
あ
り
て
意
志
を
有
し
、
人
事
界
に
干
渉
す
る
も
の
と
せ
り
、
此
の
如
き
思
想
は
、
到
底
今
日
の
科
学
と
相
容
る
る
こ
と 

龍
は
ず
」
「
基
督
教
に
あ
り
て
は
、
実
在
を
人
格
的
に
写
象
し
、
所

謂

『
ゴ
ッ
ド
」

は
、
個
体
を
成
し
、
意
志
を
有
し
、
冥
々
の
中
に
あ
り
て
人
類 

の
禍
福
を
左
右
す
る
も
の
と
せ
り
」
な
ど
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
「
人
格
的
の
実
在
」
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
批

つ
い
て
浅
薄
な
理
解
で
し
か
な
い
。

『曽
我
量
深
選
集
」
第
一
巻
二
五
五
頁

同
上

同
上
二
五
五
—
二
五
六
頁
よ
り
抜
粋

『曽
我
量
深
選
集
』
第
一
巻
二
六
七
頁

ど

ち

ら

も

同

じ

『無
盡
燈
』

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
つ
は
、
「
論
理
以
外
の
論
理
」(

一
九
〇
二(

明
治
三
十
五)

年
五
月)

で
は
、

空
督
を
人
と
見
る
か
神
と
見
る
か
の
二
つ
の
見
方
に
対
す
る
見
解
に
言
及
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
「海
老
名
弾
上
氏
の
基
督
論
」(

一
九
〇
二 

(

明
治
三
十
五)

年
五
月)

で
あ
り
、
明
治
三
十
四
年
来
の
植
村
、
海
老
名
の
基
督
論
、
三
位
一
体
論
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
我
等
が
久
遠
の
名
也
——
善
導
大
師
の
信
念I

」(

一
九
〇
五(

明
治
三
十
八)

年

一

月

『精
神
界
』)

「
如
来
の
本
願
釈
尊
を
生 

6

ヽ
釈
尊
の
人
格
善
導
を
生
み
、
善
導
の
人
格
法
然
を
生
み
、
法
然
の
人
格
親
鸞
を
生
む
。
」(

『曽
我
量
深
選
集
」
第
二
巻
九
四
頁)

「前
後
の
二
岸 

一
於
い
て' 

教
主
世
尊
の
教
法
人
格
の
指
導
と
、
及
び
如
来
招
喚
の
勅
命
を
是
念
仏
の
上
に
感
得
し
、
茲
に
無
難
に
我
が
心
霊
的
故
郷
に
到
達
し
終 

〃
れ
り
。
」(

『曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻
一
〇
五
頁)

「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」

『曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻
ニ
ニ
五
頁
参
照

『曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻
一
三
五'

三
七

頁 

明
治
四
十
二
年
ノ
ー
ト(

『宗
教
の
死
活
問
題
』
弥
生
書
房
所
収)
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㉓㉒

「告
白
」(

『曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻
三
九
三
頁)

「宗
教
的
人
格
論
」(

『曽
我
量
深
選
集
』
第
一
巻
、

一
九
〇
三(

明
治
三
十
六)

年
、

『精
神
界
』
六
月
号
、
曽
我
二
十
九
オ)

。

こ
の
論
文
は
、
 

直
接
的
に
は
清
沢
で
は
な
く
日
蓮
の
宗
教
的
人
格
を
あ
っ
か
う
が
、
刊
行
さ
れ
た
月
が
、
清
沢
が
短
い
生
涯
を
閉
じ
た
月
で
あ
る
こ
と
を
勘
え
る
と 

清
沢
の
宗
教
的
人
格
を
探
求
す
る
歩
み
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
我
に
影
向
し
た
ま
え
る
先
師
」

一
九
〇
六
年(

『曽
我
量
深
選
集
』
第
一 

ー
巻
一
五
九
— 

一
六
〇
頁)

に

「
過
去
の
偉
人
の
功
業
や
性
情
教
説
に
ま 

ど
わ
さ
れ
て
信
念
の
秘
密
の
鍵
を
握
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
ま

た

「
信
行
両
座
」

一
九
一
一
年(

『曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻
三
五
六
— 

三
五
ハ
頁)

で
、
「
法
然
の
門
下
諸
師
が
師
の
高
き
人
格
に
と
ら
わ
れ
て
信
仰
の
本
質
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。 

一
つ
の
象
徴
的
な
逸
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
浩
々
洞
の
三
羽
が
ら
す
で
あ
っ
た
佐
々
木
月
樵
、
暁
烏
敏
、
多
田
鼎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
清
沢
の
知
・
 

情

・
意
の
側
面
を
受
け
継
い
だ
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
清
沢
満
之
と
い
う
人
格
を
知
識
と
情
熱
と
意
志
と
い
う
人
間
の
基
本 

的
な
能
力
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
宗
教
的
人
格
が
知
・
情

・
意
と
い
う
人
間
の
心
理
に
解
消
す
る
こ
と 

が
で
き
る
と
い
う
見
解
に
暗
黙
に
立
っ
て
い
る
。
曽
我
は
自
ら
が
あ
っ
た
清
沢
の
宗
教
的
人
格
の
源
泉
を
そ
れ
ら
の
知
情
意
に
解
消
す
る
こ
と
に
納 

得
せ
ず
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
宗
教
的
人
格
の
本
質
を
混
乱
さ
せ
る
と
し
て
批
判
す
る
。

㉕㉘ ㉗ ㉖

暁

烏

敏

「
溜
息
の
中
よ
り
」

一
九
一
三
年
一
月
、
「
か
く
し
て
我
は
凋
落
し
行
く
乎
」
同
年
二
月
、
「
感
謝
の
皮
を
は
ぎ
た
る
信
仰
味
」
同
年
三
月
、
 

夕
田

鼎

「
我
は
此
の
如
く
動
転
せ
り
」

一
九
一
四
年
四
月
「
願
わ
く
は
我
が
昨
非
を
語
ら
し
め
よ
」
同
年
一
ー
月
な
ど
。
く
わ
し
く
は
宮
城
顎 

「浩
々
洞
」(
"

清
沢
満
之
の
研
究
』
所
収
論
文)

参
照
。

と
く
に
初
期
の
教
学
的
論
文
の
意
味
を
探
る
に
は
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
評
論
と
教
学
的
な
論
文
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
拙

稿

『
真

・識
学
研
究
——
曽
我
量
深
安
田
理
深
の
教
学
の
意
義
」(

『研
究
所
紀
要
」
第
九
号

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所)

参
照
。

因
み
に
、
曽
我
に
よ
る
こ
の
教
学
的
営
為
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
論(

実
存
的
解
釈
と
い
う
方
法)

が
発
表
さ
れ
た
一
九
四
一
年
に
三
十

っ
も
の
で
あ
る
。

「
暴
風
駛
雨
」

で
は
一
九
一
ニ
年
十
月
に
「
一

〇

一

宗

教

上

の

「我
」

の
名
字
」
「
一
〇
二 

本
尊
」
「
一
〇
三 

仏
心
と
凡
心
」
「
一
〇
四
一 

ー
 

人
に
し
て
一
人
、

一
人
に
し
て
二
人
」
「
一
〇
五 

如
来
は
我
也
」
が
同
年
一
ー
月
に
は
「
一
〇
六 

仏
心
凡
心
一
体
の
幽
旨
を
問
は
れ
て
」
「
一
〇 

七 

法
蔵
比
丘
の
降
誕
は
如
来
の
人
間
化
也
」
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

㉙
 

『曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻
三
七
〇
頁
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「
地
上
の
救
主
——
法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
」(

一
九
一
三(

大
正
二)

年
七
月)

。
こ
の
論
文
は
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
曽
我
の
法
蔵
菩
薩
論
の
形 

の
う
え
に
、

エ
ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
的
な
意
味
を
も
っ
た
。

「法
蔵
は
、

一
面
に
は
人
間
仏
と
し
て
そ
の
ま
ま
久
遠
実
成
の
阿
弥
陀
如
来
に
し
て
、
ま
た
同
時
に
他
の
一
面
に
は
救
い
を
求
め
る
自
我
の
真
主 

観
で
あ
る
。
そ

れ

を

『如
来
則
ち
我
也
」
と
表
白
し
、

『如
来
我
と
な
る
』
と
感
じ
た
。
法
蔵
は
、
如
来
と
衆
生
の
仲
保
者
で
は
な
く
、
我
々
の
信 

念
の
客
体
た
る
と
同
時
に
、
信
仰
の
主
体
で
あ
る
」(

取
意)

と
あ
る
。
ま
た
同
じ
節
に
は
「法
蔵
菩
薩
の
人
格
」
と
い
う
語
が
も
ち
い
ら
れ
る
。 

こ
れ
は
清
沢
に
与
え
ら
れ
た
〈自
ら
の
信
念
の
事
実
を
離
れ
て
如
来
を
語
ら
な
い
〉
と
い
う
学
の
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
上
の
絶
対
者 

を
救
主
と
す
る
考
え
は
、
清
沢
の
信
念
を
恩
寵
主
義
的
に
と
ら
え
た
人
た
ち
へ
の
批
判
で
あ
り
、
地
上
の
救
主
は
歴
史
上
の
一
人
格
に
と
ど
ま
っ
て 

は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
清
沢
を
理
想
的
人
格
と
し
て
受
け
止
め
た
人
た
ち
へ
の
批
判
を
内
に
秘
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

『歎
異
抄
聴
記
』(

『曽
我
量
深
選
集
』
第
六
巻
頁)

な
ど
。

と

く

に

「大
自
然
の
胸
に
」

『曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻
一
ー
〇
五
—
二
〇
六
頁
参
照
。 

伊

東

慧

明

「
曽
我
量
深
」(

『浄
土
仏
教
の
思
想
」
所
収)

参
照
。

真

宗

大

谷

派

『部
落
問
題
学
習
資
料
集
』
九
五
頁 

『歎
異
抄
』
第

十

三

条(

『真
宗
聖
典
』
六
三
四
頁)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
晩
年
の
「法
蔵
菩
薩
」
「
我
信
ず
る
が
ゆ
え
に
如
来
ま
し
ま
す
な
り
」
な
ど
の
講
演
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

『入
出
ー 

ー
門
偈
」
参
照
。

『教
行
信
証
』
信
巻
参
照
。
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