
法

然

の

仏

教

観

安 

藤 

文 

雄 

資
料
に
従
っ
て
、
時
間
が
限
ら
れ
て
ま
す
の
で
、
ど
こ
ま
で
お
話
し
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
最
近
私
自
身
に
気
が
か
り 

な
こ
と
を
、
問
題
提
起
的
な
形
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
、
こ
の
二
三
日
ど
う
い
う
形
で
話
を
切
り
出
そ
う
か
と 

思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
真
宗
学
を
学
ぶ
者
と
し
て' 

私
が
法
然
に
関
わ
る
き
っ
か
け
と
い
い
ま
す
か
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
切
り
出
し
て 

そ
し
て
そ
の
な
か
で
特
に
最
近
で
す
ね
、
あ
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
を
今
頃
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ 

ま
せ
ん
が
、
私
の
レ
ジ
ュ
メ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
ん
な
こ
と
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
形
で
一
蹴
さ
れ
そ
う
な
問
題
か
も 

し
れ
ま
せ
ん
が
そ
う
い
う
所
へ
至
っ
た
事
情
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
最
初
は
そ
ん
な
話
を
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と 

思
い
ま
す
。

私
は
元
々
『浄
土
論
註
』
を
学
ん
で
お
り
ま
し
た
。
曇

鸞

の

『浄
土
論
註
』
と
い
う
も
の
、
こ
れ
は
真
宗
学
の
中
で
も
非
常
に
大
切
な 

書
物
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
で
一
つ
の
見
通
し
を
つ
け
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
は
そ
う
い
う
形
で
学
習
を
し
て
い
た
ん
で 

す
。
当
然
真
宗
学
を
や
る
場
合
は
で
す
ね
、
七
祖
の
書
物
を
読
み
な
が
ら
、
親
鸞
の
主
著
で
あ
る
『教
行
信
証
』
を
読
ん
で
い
く
と
い
う 

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
ご
ろ
と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
申
し
ま
せ
ん
け
ど
、
読
め
な
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
か
。
解
釈 

は
で
き
る
ん
で
す
。
『教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
色
々
と
書
い
て
あ
る
こ
と
を
そ
れ
な
り
に
、
つ
ま
り
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
浄

56



土
真
宗
と
い
う
も
の
の
教
義
を
き
ち
っ
と
親
鸞
が
体
系
的
に
確
認
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
書
物
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
そ
れ
を
、
そ
の
文
章 

に
沿
っ
て
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
で
き
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、

一
体
ど
こ
か
ら
そ
れ
を
で
す
ね
、
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い
の 

か
と
い
う
と
こ
ろ
で
つ
ま
ず
き
ま
し
て
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
思
っ
て
わ
け
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
に
一
つ
思
っ
た 

の
は
、
こ
れ
は
た
ま
た
ま
私
自
身
広
瀬
先
生
に
指
導
を
受
け
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
先
生
が
ず
っ
と
『
選
択
集
』
と
い
う
こ
と
を
強
調 

さ
れ
て
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
時
に
『選
択
集
』
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
、
そ
れ
が
私
の
中
で
の
『
選
択
集
』

へ
の 

関
わ
り
の
き
っ
か
け
で
す
。

そ
れ
で

『選
択
集
』
を
読
み
初
め
ま
し
て
、
実
は
も
う
実
際
に
こ
の
な
か
に
お
ら
れ
る
何
人
か
の
方
は
、
私
の
難
し
い
授
業
を
聞
い
て 

お
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
自
問
自
答
し
な
が
ら
と
い
い
ま
す
か
、
本
当
に
法
然
上
人
と
い
う
方
は
説
明
を
全
く
さ
れ
な
い 

の
で
、
そ
れ
は
『
選
択
集
』
を
読
ん
で
い
た
だ
く
と
分
か
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
説
明
が
な
い
わ
け
で
す
ね
。
た
だ
、
あ
る
重
要
な 

言
葉
が
、
法
然
上
人
と
し
て
は
当
然
そ
れ
が
明
確
な
こ
と
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
ん
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
私
は
と
て
も 

そ
れ
は
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
感
じ
て
ず
っ
と
読
ん
で
ま
し
て
、
そ
れ
を
授
業
と
し
て
は
こ
こ
十
年
余
り
、
学
習
と 

し
て
は
十
五
年
余
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
形
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
論
文
と
し
て
は
親
鸞
の
も
の
に
ふ
れ
て
、
そ
の 

時
そ
の
時
に
書
い
て
は
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
段
々
私
の
な
か
で
法
然
と
い
う
人
が
か
な
り
膨
ら
ん
で
き
た
と
い
い
ま
す 

か
、
あ
る
意
味
で
は
非
常
に
恐
ろ
し
い
人
だ
と
い
う
意
味
と
、
も
う
一
つ
最
近
思
っ
て
い
る
の
は
も
の
す
ご
い
自
信
を
持
っ
て
い
る
人
だ 

と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
感
想
と
し
て
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
今
日
発
表
い
た
し
ま
す
こ
と
は
、
そ
の
レ
ジ
ュ
メ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
最
初
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
結
論
が 

出
て
い
る
ん
で
す
が
、
要
す
る
に
「浄
土
宗
」' 

あ
る
い
は
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う' 

私
達
が' 

特
に
真
宗
学
を
や
っ
て
い
る
者' 

あ
る 

い
は
真
宗
の
僧
侶
と
い
う
者
が
当
た
り
前
に
使
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
そ
の
言
葉
に
対
し
て
の
、
驚
き
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
感
じ
が
し 

ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
も
う
宗
派
の
名
前
と
し
て
一
応
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 

そ
う
い
う
こ
と
以
上
に
何
か
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も
う
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
う
も
そ
の
言
葉
そ
の
も
の
は
大
変
な
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
な
問 

題
を
最
近
持
ち
始
め
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
先
程
私
は
広
瀬
先
生
の
名
前
を
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
、
た
ま
た
ま
昔
大
学
院
で
先 

生

が

『浄
土
真
宗
の
教
学
』
と
い
う
題
の
講
義
を
ず
っ
と
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
度
々
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
「浄 

土
教
が
浄
土
宗
に
な
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
度
々
強
調
さ
れ
て
ま
し
た
。
で
、
私
は
そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
一
旦
聞
い
て
、
お
そ
ら 

く
大
学
で
授
業
を
始
め
た
頃
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
な
と
。
し
か
し
、
そ
の
頃
の
私
は 

浄
土
教
が
浄
土
宗
に
な
っ
た
ん
だ
と
鸚
鵡
返
し
で
繰
り
返
し
て
い
た
だ
け
で
、
そ
の
こ
と
が
持
っ
て
い
る
衝
撃
度
と
申
し
ま
す
か
、
そ
の 

こ
と
は
感
じ
て
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
で' 

そ
う
い
う
こ
と
を
最
近
改
め
て
思
い
始
め
た
ん
で
す
。

そ
し
て
こ
れ
は
特
に
、
も
う
一
つ
は
今
回
お
渡
し
し
て
い
ま
す
資
料
の
中
で
は
、
例
え

ば

『
興
福
寺
奏
状
』
で
す
ね
、
レ
ジ
ュ
メ
の
ー 

枚
目
の
所
で
す
。
二
枚
目
の
所
に
『
摧
邪
輪
』
を
挙
げ
て
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
枚
目
は
日
蓮
上
人
の
『守
護
国
家
論
』
を
挙
げ
て
い
る
わ 

け
で
す
け
れ
ど
も
、
三
枚
目
の
所
は
今
日
は
そ
れ
ほ
ど
お
話
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
こ
れ
は
昨
年
で
す
ね
、
真
宗
総
合
研
究
所
の
方 

で

「
『選
択
本
願
念
仏
集
』
の
研
究
」
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
し
て
、
そ
の
な
か
で
一
つ
に
は
『摧
邪
輪
』
を
延
べ
書
き
に
し
ま
し
て
、
 

本
に
し
ま
し
た
。
『
選
択
集
』
を
学
習
し
て
い
く
な
か
で
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
注
釈
書
類
と
い
い
ま
す
か
、
い
わ 

ゆ
る
伝
統
的
な
宗
学
的
な
も
の
を
読
む
と'

ま
あ
言
い
方
は
悪
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
読
む
と
私
の
場
合
は
二
三
分
で
眠
く
な
っ
て 

し
ま
う
ん
で
す
。
だ
か
ら' 

も

し

『選
択
集
』
を
自
分
で
解
説
す
る
と
し
た
ら
分
か
る
と
思
い
ま
す
け
ど' 

多
分
自
分
で
『
仏
教
学
辞 

典
』
を
引
つ
張
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
ず
う
っ
と
解
説
を
書
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
す
る
と
全
然
面
白
く
な
い 

で
す
ね
。
そ
れ
で
、
昨
年
や
っ
た
研
究
で
は
視
点
を
変
え
て
み
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
法
然
と
い
う
人
は
、
言
い
方
は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ 

ん
け
ど
、
法
然
と
い
う
人
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
し
た
ん
だ
と
。
ひ
よ
っ
と
し
た
ら
無
茶
苦
茶
な
こ
と
を
し
た
ん
だ
と
、
天
と
地
が
引 

つ
繰
り
返
る
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
た
ん
だ
と
。
だ
か
ら
そ
の
こ
と
に
対
し
て
で
す
ね
、
当
然
そ
れ
に
対
し
て
誤
っ
て
い
る
と
い
う
反
撃
が 

起
こ
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
批
判
を
し
て
い
る
書
物
を
、
き
ち
っ
と
読
ん
で
い
く
な
か
で
、
こ
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れ
は
感
覚
的
な
話
な
ん
で
す
け
ど
、
教
理
的
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
な
か
で
法
然
と
い
う
人
は
ど
う
い
う
問
題
提
起
を
私
達
に
投
げ
掛
け 

た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
み
よ
う
と
。
今
は
そ
う
い
う
方
向
で
少
し
学
び
始
め
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
日
蓮
に
つ
い
て
は
全
然 

自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
日
は
一
応
資
料
だ
け
は
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
ね
、
そ
ん
な
こ
と
で
す
。

ま
あ
あ
と
で
す
ね
、
そ
の
な
か
で
多
分
色
々
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
わ
け
で
す
け
ど
、
今
回
出
し
ま
し
た
「法
然
の
仏
教
観
」
と
い
う 

テ
ー
マ
も
題
目
と
し
て
は
一
般
的
な
題
目
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
も
私
と
し
て
は
ち
よ
っ
と
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の 

は
プ
リ
ン
ト
見
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
初
め
に
教
判
論
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
『
選
択
集
』
と
い 

う
も
の
を
読
め
ば
最
初
に
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
大
谷
大
学
か
ら
出
て
お
り
ま
す
要
覧
で
教
員
の
研
究
紹
介
が
あ 

り
ま
す
け
れ
ど
も' 

私
の
欄
は
最
初
に
「真
宗
教
判
論
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で' 

あ
と
そ
の
後
に
解
説
が
つ
い
て
ま
す
が' 

こ
れ
は 

私
自
身
の
テ
ー
マ
と
し
て
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。
た
だ
そ
の
教
判
論
と
い
う
の
は
伝
統
的
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
ね
。
特
に
仏 

教
学
で
は
そ
の
こ
と
が
、
今
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
し
ょ
う
が
、
簡
単
に
現
代
風
に
言 

い
ま
す
と
教
判
論
と
い
う
こ
と
は' 

仏
教
観
で
す
。
あ
な
た
に
と
っ
て
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
言
い
な
さ
い
と
い
う
ね. 

そ
う
い
う
ふ
う
な
課
題
だ
と
思
っ
て
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
お
そ
ら
く'

私
は
た
ま
た
ま
法
然
を
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た 

の
で
、
そ
の
こ
と
を
極
め
て
明
確
に
さ
れ
た
人
、
そ
の
方
が
法
然
上
人
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
同
時
に
こ
れ
は
教
判
論
と
言
い
ま
す
と
一
般
的
に
は
専
門
的
な
、
教
義
内
容
の
分
析
と
い
い
ま
す
か
、
 

そ
ん
な
感
じ
の
学
問 

の
対
象
と
い
い
ま
す
か
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
な
あ
と
思
う
ん
で
す
。
特
に
仏
教
学
の
場
合
は
で
す
ね
、
そ
の
教
判
論
と
い
う
こ 

と
は
特
に
仏
教
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
の
そ
れ
を
教
判
論
と 

い
う
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
一
応
括
弧
に
括
っ
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
の
場
合
の
教
判
論
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ま 

さ
に
誰
に
と
っ
て
も
、
学
問
を
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
こ
と
が
軸
に
な
る
と
い
い
ま
す
か
。
こ

の

『
選
択
集
』 

で
申
し
ま
す
と
、
お
配
り
し
て
い
る
資
料
で
は
省
い
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
る
」
と
、
「道
綽
禅
師
、
聖
道
・
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浄
土
の
二
門
を
立
て
て
、
聖
道
を
捨
て
て
し
か
も
正
し
く
浄
土
に
帰
す
る
の
文
」
と
、
そ
う
い
う
章
の
題
で
出
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ 

れ
は
現
実
問
題
と
し
て
は
、
研
究
者
が
や
っ
て
る
だ
け
で
も
形
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
問
題
の
質
と
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
問 

わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
よ
う
な
、
出
遇
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
問
題
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
っ 

と
言
っ
た
ら
本
当
の
教
判
論
と
い
う
も
の
も
、
お
釈
迦
さ
ま
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
時
に
遺
し
て
い
か
れ
た
い
ろ
ん
な
言
葉
が
あ
る
わ
け 

で
す
が
、
そ
の
な
か
で
我
々
に
託
さ
れ
た
問
題
で
す
。
そ
れ
は
釈
尊
は
一
体
何
を
我
々
に
教
え
ら
れ
た
の
か
と
。
何
を
私
に
明
ら
か
に
せ 

よ
と
い
わ
れ
た
の
か
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
で
す
ね
。
何
を
託
し
て
い
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
応
え
て
い
く
の
が
仏
教
に
関
わ
る
も 

の
の
仕
事
で
す
。
で
、
そ
う
い
う
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
大
き
く
と
ら
え
ま
す
と
教
判
論
と
い
う
も
の
は
非
常
に
基
本
的
な
問
題
で
は
な 

い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
あ
る
細
か
い
で
す
ね
、
い
ろ
ん
な
思
想
の
違
い
に
関
し
て
の
詮
索
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
 

仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
せ
よ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
ま
す
。

ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
も
特
に
『
選
択
集
』
を
読
み
な
が
ら
教
え
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、

一
応
レ
ジ
ュ
メ
は
用
意
し
て 

お
り
ま
す
け
ど
、
こ
れ
を
読
み
ま
す
と
そ
れ
だ
け
で
時
間
が
終
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
ポ
イ
ン
ト
だ
け
に
絞
っ
て
お
話
し
た
い
と 

思
い
ま
す
。
『
選
択
集
』
と
い
う
書
物
は
当
然
そ
の
題
名
、
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
と
い
う
題
名
と
、
「南
無
阿
弥
陀
仏 

往
生
之
業 

念 

仏
為
本
」
と
い
う
標
挙
と
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
『
選
択
集
』
と
い
う
書
物
は
常
に
法
然
上
人
が
お
書
き
に
な 

っ
た
題
名
と
、
そ
の
全
体
の
主
題
、
伝
統
的
に
は
標
挙
と
い
い
ま
す
け
ど
、
そ
こ
に
納
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
明
確
に 

な
れ
ば
い
い
と
い
う
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
領
解
だ
し
、
私
も
そ
れ
は
基
本
的
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
今

回
は

「
教
相
章
」 

と
い
う
こ
と
で
そ
こ
に
絞
り
た
い
と
思
っ
て
ま
す
の
で
、
「教
相
章
」
か
ら
始
め
る
と
い
う
形
で
出
し
て
お
き
ま
し
た
。- 

最
初
の
文
章
は
、
『安
楽
集
』
の
文
章
で
す
。
で
、
こ
の
な
か
で
、
大
き
な
問
題
を
出
し
て
お
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
。
ま
ず
最
初
の 

問
い
で
す
ね
、
ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
と
、

問
う
て
日
く
。

一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
、
遠
劫
よ
り
以
来
ま
さ
に
多
佛
に
値
う
べ
し
。
何
に
因
り
て
か
今
に
至
る
ま
で
、
自
ら
生
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死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。

こ
う
い
う
問
い
で
す
。
こ
れ
は
当
然
法
然
上
人
の
問
い
で
す
。
『安
楽
集
』
と
い
う
の
は
道
綽
禅
師
の
著
作
で
す
け
ど
、
こ
れ
が
法
然
上 

人
自
身
が
ず
っ
と
そ
こ
で
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
求
道
の
問
題
性
、
そ
う
い
う
も
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
法
然
上
人
の
伝
記
を
見
れ
ば
明
ら 

か
な
ん
で
す
が
、
仏
教
と
い
う
も
の
は
一
応
形
と
し
て
は
色
々
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
が
少
し
も
身
の
上
に
証
さ
れ
な
い
し
、
 

そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る
人
は
一
人
も
い
な
い
と
。

一
体
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
と
、
そ
う
い
う
問
い
で
す
ね
。
現
実
を
問
う
て
る
わ
け
で 

す
ね
。
そ
の
現
実
と
い
う
も
の
に
対
し
て
そ
れ
を
考
え
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
言
い
ま
す
と
、
法
然 

上
人
が
出
さ
れ
た
問
い
は
、
逆
に
言
い
ま
す
と
、
法
然
上
人
の
歩
み
に
従
っ
て
申
し
ま
す
と
、
ま
さ
に
師
に
出
遇
え
な
か
っ
た
、
自
分
の 

歩
む
べ
き
道
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
人
に
出
遇
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
法
然
上
人
の
大
き
な
悩
み
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
こ
と
が
大 

き
な
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
問
い
を
ま
ず
最
初
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
は
お
そ
ら
く
違
う
角 

度
か
ら
言
い
ま
す
と
、
仏
教
の
存
在
理
由
と
い
い
ま
す
か
、
仏
教
は
な
ぜ
存
在
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る 

と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
こ

の

「
教
相
章
」
の
で
す
ね
、
今
言
い
ま
し
た
の
は
『安
楽
集
』
の
文
章
で
す
け
ど
、
そ
の
文
章
は
非
常
に 

大
き
な
問
題
を
提
起
さ
れ
て
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
一
つ
こ
の
『
選
択
集
』
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
す
。
 

そ
れ
と
あ
と
細
か
い
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
そ
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
、
有
名
な
言
葉
で
す
が
「
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
」
。
『
涅
槃
経
』 

で
い
う
と
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
で
す
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
大
乗
と
い
う
課
題
で
す
。
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
存
在
、
時
代
、
状
況
で 

あ
っ
て
も
質
と
し
て
、
形
は
違
い
ま
す
け
ど
、
質
と
し
て
同
じ
よ
う
な
形
で
仏
教
と
い
う
も
の
が
自
ら
に
証
さ
れ
う
る
か
と
い
う
、
そ
う 

い
う
課
題
で
す
。
そ
れ
が
大
乗
と
い
う
こ
と
の
基
本
的
な
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
 

大
き
な
問
題
と
し
て
出
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
で
す
ね
、
細
か
い
こ
と
い
う
と
正
像
末
史
観
と
か
色
々
な
問
題 

が
出
て
き
て
お
り
ま
す
け
ど
、
そ
の
中
で
私
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
の
は
『安
楽
集
』
の
文
章
の
中
で
、
「
唯
だ
浄
土
の
一
門
有
り
て
通 

入
す
べ
き
路
な
り
」
と
い
う
一
句
だ
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
も
「化
身
土
巻
」
に
引
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
あ
そ
の
前
に
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『大
集
月
蔵
経
』
と
い
う
経
典
の
言
葉
を
引
か
れ
ま
し
て
、
そ
こ

に
「我
が
末
法
の
時
の
中
に
億
億
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
 

未
だ
一
人
も
得
る
者
有
ら
じ
」
と
い
い
切
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
経
典
の
言
葉
と
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
が
あ
り
ま 

す
が
、
そ
の
よ
う
に
い
い
切
ら
れ
て
そ
の
後
に
「
唯
だ
浄
土
の
一
門
有
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
」
で
す
。
こ
れ
が
大
乗
と
い
う
問
題
で 

す
ね
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
現
実
と
、
そ
の
中
で
大
乗
と
い
う
課
題
と
そ
の
こ
と
に
対
す
る
応
答
と
い
う
も
の 

を
、

一
応
「
教
相
章
」
の
文
章
と
し
ま
し
て
は
『
大
集
月
蔵
経
』
と
い
う
経
典
と
、
そ
の
後
に
本
願
文
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
こ
に
聞
き 

取
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
は
角
度
を
変
え
て
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
独
断
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
私
が
注
意
し
た
い 

の
は
先
程
の
『大
集
月
蔵
経
』
の
文
章
も
そ
う
で
す
が
、
「未
だ
一
人
も
得
る
者
有
ら
じ
」
「唯
だ
浄
土
の
一
門
有
り
て
通
入
す
べ
き
路
な 

り
」
と
い
い
切
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
『安
楽
集
』
で

は

「宗
」
と
い
う
言
葉 

は
使
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
け
ど
、
そ
れ
が
「宗
」
と
い
う
内
容
と
し
て
、
す
で
に
最
初
の
と
こ
ろ
で
法
然
上
人
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と 

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
当
然
聖
道
・
浄
土
と
い
う
教
相
判
釈
で
出
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
何
度
も
読
ん
で
い
る
と
、
ど
う
も
こ
の 

『安
楽
集
』
の
文
章
と
い
う
の
は
展
開
が
あ
る
な
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
そ
こ

に
「
浄
土
宗
」
と
い
う
、
道
綽
禅
師
の
『安
楽
集
』
の
言 

葉
に
依
っ
て
、
託
し
て
、
し
か
も
そ
の
問
い
は
、
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
当
然
法
然
上
人
自
身
の
問
い
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
問
い
に 

応
え
る
言
葉
と
い
う
も
の
を
こ
の
『安
楽
集
』
の
言
葉
に
聞
き
取
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

そ
れ
で
次
の
と
こ
ろ
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
あ
と
に
で
す
ね
、
こ
れ
は
パ
ッ
と
見
て
い
い
切
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
課
題 

な
ん
で
す
。
だ
か
ら
も
し
い
い
切
れ
な
け
れ
ば
、
普
通
浄
土
教
と
い
う
も
の
は
大
体
伝
統
的
な
領
解
と
い
う
も
の
は
、
修
行
が
で
き
な
い 

者
と
か
、
そ
う
い
う
色
々
な
事
情
で
修
行
も
で
き
な
い
し
、
仏
教
と
い
う
も
の
に
全
然
関
わ
り
を
持
て
な
い
よ
う
な
人
の
為
に
、
お
釈
迦 

さ
ま
が
そ
う
い
う
人
を
哀
れ
ん
で' 

仮
に
そ
う
い
う
「浄
土
」
と
か
、
「往
生
浄
土
」
と
い
う
教
え
も
説
か
れ
た
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
ふ 

う
な
こ
と
が
で
す
ね
、
大
体
伝
統
的
な
理
解
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
ど
う
し
て
も
浄
土
教
と
い
う
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も
の
は
そ
う
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
で
問
題
な
の
は
で
す
ね
、
『
興
福
寺
奏
状
』
の
方
を
見
て
い
た 

だ
き
ま
し
ょ
う
か
。
『
興
福
寺
奏
状
』
自
体
は
、
『
興
福
寺
奏
状
』
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
か
で
す
ね
、
間
違
っ
て
る
と 

か
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
む
し
ろ
普
通
仏
教
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
常
識
的
な
領
解
か
ら
見
れ
ば 

そ
う
い
う
ふ
う
な
い
い
か
た
が
出
て
く
る
の
は
当
然
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、

お
お
よ
そ
宗
を
立
て
る
た
め
の
法
は
、
先
ず
そ
の
義
の
浅
い
深
い
を
分
か
ち
、
能
く
教
え
の
門
の
権
化
と
真
実
と
を
弁
え
て
、
浅
い 

と
こ
ろ
を
引
い
て
奥
深
い
所
に
通
じ
、
権
門
を
一
致
さ
せ
て
真
実
に
帰
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
小
前
後
に
、
文
と
理
と
が 

多
岐
に
渡
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
一
つ
の
法
を
出
ま
せ
ん
。
そ
の
一
門
を
超
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
究
極
を
探 

っ
て
、
そ
の
究
極
を
自
宗
と
し
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
多
く
の
河
川
が
大
海
に
流
れ
入
る
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
全
て
の
郡
が
一
人 

の
朝
廷
に
至
る
の
に
似
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
一
般
的
に
教
相
判
釈
と
い
う
、
伝
統
的
な
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
で
間
違
い
な
い
も
の
だ
と
思 

い
ま
す
。
教
相
判
釈
と
い
う
思
想
営
為
と
し
て
、
荒
っ
ぽ
く
い
う
と
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
次
に
反
論
が
出
て
く
る
わ 

け
で
す
ね
。

も
し
そ
も
そ
も
浄
土
の
念
仏
を
別
宗
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、

一
代
の
聖
教
は
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
一
仏
を
説
き
、
経

，
律

，
論
の
三 

蔵
の
帰
す
る
旨
は
、
ひ
と
え
に
西
方
浄
土
の
一
界
の
往
生
の
み
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か 

と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
く
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
『
選
択
集
』
を
読
め
ば
こ
の
通
り
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
い
い
方
が
ね
、
法
然
と
い
う 

人
の
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
結
論
的
に
言
え
ば
で
す
ね
、
ま
さ
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
所
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
以
て
仏
教
と
い
う 

も
の
に
応
答
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
書
い
て
あ
る
こ
と
は
全
部
そ
の
通
り
な
わ
け
で
す
ね
。
だ
け
ど
そ
れ
は
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
の
浄
土
と
い
う
も
の
が
で
す
ね
、
や 

っ
ぱ
り
方
便
仮
設
と
い
う
形
で
い
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
本
来
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
者
の
為
に
お
釈
迦
さ
ま
が
仮
に
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説
か
れ
た
ん
だ
と
。
仮
に
段
階
的
な
所
で
説
か
れ
た
ん
だ
と
。
だ
か
ら
こ
れ
は
本
当
じ
ゃ
な
い
と
。
捨
て
る
べ
き
も
の
だ
と
。
念
仏
も
そ 

う
で
す
。
批
判
書
を
読
ん
で
ま
す
と
大
体
基
調
は
同
じ
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
宗
だ
と
い
え
ば
当
然
の 

誤
り
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

次
に
そ
の
関
連
で
言
い
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
の
場
合
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
言
葉
は
慎
重
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
多

分

「
真
宗
」
と
い
う 

い
い
方
は
親
鸞
以
前
に
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
い
い
方
は
多
分
親
鸞
以
外
に
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ 

う
す
る
と
「
浄
土
真
宗
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
の
は
ね
、
今
私
が
言
っ
た
関
連
か
ら
言
う
と
、
非
常
に
明
瞭
に
さ
れ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と 

な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
と
私
は
『
教
行
信
証
』
の
題
号
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
る
ん
で
す
。
「化
身
土
巻
」
だ

け

は

「
顕
浄
土
方
便
」
に
な 

っ
て
き
ま
す
け
れ
ど
ね
。
「
顕
浄
土
真
実
」
と
い
う
、
こ

れ

は

『教
行
信
証
』
の
題
号
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
親
鸞
が
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
課
題
、
そ
れ
を
明
記
し
た
題
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
ま
ず
「
顕
」
と
い
う
字
が
表
わ
し
て
ま
す
ね
。
 

そ
し
て
そ
の
次
に
「
顕
浄
土
」
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
「真
実
」
。
こ
れ
も
常
識
的
に
考
え
る
と
変
な
ん
で
す
。
常
識
的
に
考
え
る
と 

「
顕
方
便
浄
土
文
類
」
と
い
う
ふ
う
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
方
便
と
浄
土
を
イ
コ
ー
ル
に
す
る
わ
け
で
す
け 

れ
ど
ね
。
そ
れ
と
そ
の
こ
と
の
関
連
で
申
し
ま
す
と
、
法
然
以
前
の
仏
教
の
見
方
か
ら
完
全
に
批
判
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対 

し
て
親
鸞
聖
人
が
「浄
土
真
宗
」
と
名
乗
っ
て
、
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
書
い
て
い
か
れ
る
と
き
に
は
、
仏
教
の
な
か
で
自
明 

化
さ
れ
て
き
た
「
教
」
に
し
て
も
、
「行
」
に
し
て
も
、
「
証
」
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
「
浄
土
」
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
全
部
点 

検
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
で
す
ね
、
文
献
的
に
や
っ
た
ら
本
当
気
が
遠
く
な
る
ん
で
す
け
ど
、
問
題
性 

と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
手
が
か
り
と
し
て
は
大
体
自
分
の
宗
教
観
・
仏
教
観
と
い
う
も
の
を
材
料
に
す
れ
ば
見
え
る
な
と 

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
で
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
課
題
と
し
て
は
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
 

「
顕
浄
土
真
実
」
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
と
き
に
で
す
ね
、
そ
れ
は
先
程
の
『
興
福
寺
奏
状
』
の
批
判
で
す
ね
、
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
く
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と
そ
う
い
う
問
題
で
し
よ
う
ね
。

そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
ど
こ
で
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
る
か
と
い
う
と
き
に
、
ま
た
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト 

な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
宗
名
の
問
題
、
「
浄
土
宗
」
と
い
う
い
い
方
は
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
そ
の 

次

の

「
浄
土
宗
」
の
名
乗
り
は
正
当
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
ま
あ
そ
う
い
う
問
題
と
の
絡
み
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

今
度
は
法
然
に
戻
っ
て
で
す
ね
、
法
然
上
人
は
そ
の
「
浄
土
宗
」
と
い
う
宗
名
を
ど
う
い
う
形
で
証
明
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と 

で
す
ね
。

一
応
そ
れ
は
「
教
相
章
」
の
中
に
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
次
に
『選
択
集
』
の
私
釈
、
こ
れ
は
法
然
上
人
が
「
浄
土
宗
」 

と
い
う
と
き
の
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
の
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
を
例
を
挙
げ
て
で
す
ね
、
そ
の
確
か
め
を
改
め
て
い
わ
れ
て
問
い
を
出
し 

て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
。
で
、
問
い
を
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
実
際
問
題
と
し
て
「
浄
土
宗
」
と
い
う
も
の
は
歴
史
的
現
実
の
上
に 

な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
形
で
ま
ず
問
い
を
出
し
て
い
か
れ
ま
す
。

問
う
て
日
く
。
宗
名
を
立
つ
る
こ
と
は' 

本
華
厳
，
天
台
等
の
ハ
宗
・
九
宗
に
在
り
。
未
だ
浄
土
の
家
に
於
て
其
の
宗
名
を
立
つ
る 

こ
と
を
聞
か
ず
。

こ
れ
は
そ
う
い
う
問
い
が
出
て
当
然
で
す
。
先
程
言
い
ま
し
た
『
興
福
寺
奏
状
』
も
そ
う
い
う
問
題
で
す
。
「新
宗
を
立
て
る
失
」
、
新
し 

い
宗
を
立
て
る
失
と
い
う
の
が
『
興
福
寺
奏
状
』
の
批
判
で
す
の
で
。

然
る
に
今
浄
土
宗
と
号
す
る
、
何
の
證
據
か
有
る
。
答
え
て
日
わ
く
。
浄
土
宗
の
名
、
そ
の
証
一
に
非
ず
。
元

暁

の

『
遊
心
安
楽 

道
』
に
云
わ
く
。
「浄
土
宗
の
意
、
本
凡
夫
の
為
に
し
て
、
兼
ね
て
は
聖
人
の
為
な
り
」
と
。
ま
た
慈
恩
の
『
西
方
要
決
』
に
云
わ 

く
。
「
こ
の-

宗
に
依
る
」
と
。
ま
た
迦
オ
の
『
浄
土
論
』
に
云
わ
く
。
「
此
の
一
宗
、
竊
か
に
要
路
た
り
」
と
。
其
の
証
此
の
如
し
。
 

疑
端
に
足
ら
ず
。

と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
学
を
専
門
に
や
つ
て
お
ら
れ
る
先
生
に
聞
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
で
す
ね
、
 

「浄
土
宗
」
と
い
う
今
ま
で
全
く
な
か
っ
た
も
の
を
証
明
す
る
た
め
に
論
証
を
し
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
か
な
り
い
ろ
ん
な
手
続
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が
い
る
は
ず
な
ん
で
す
が
、
法
然
上
人
は
こ
の
わ
ず
か
三
つ
の
言
葉
で
そ
れ
を
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
証
拠
が
あ
り
ま
す
か
と
い 

う
こ
と
で
言
え
ば
、
証
拠
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
も
う
一
つ
何
か
気
に
な
る
こ
と
が
こ
の
な
か
に
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。
実

は

『
選 

択
集
』
を
読
み
始
め
た
頃
に
こ
こ
が
分
か
ら
な
く
て
困
っ
た
ん
で
す
。
多
分
そ
れ
は
証
拠
を
い
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ろ
う
と
。
と
い 

い
ま
す
の
は
ね
、
例
え
ば
元
暁
と
い
う
の
は
華
厳
宗
の
人
で
す
し
、
慈
恩
と
い
う
の
は
玄
奘
三
蔵
の
お
弟
子
さ
ん
で
法
相
宗
の
開
祖
で
す
。
 

だ
か
ら
、
仏
教
の
常
識
か
ら
い
え
ば
無
茶
苦
茶
な
こ
と
を
法
然
は
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
ど
う
受
け
と
め
て
い
い
の
か
分
か 

ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
最
近
思
っ
て
ま
す
こ
と
は' 

こ
の
よ
う
な
答
え
方
は
法
然
と
い
う
人
の
持
つ
、
も
の
す
ご
い
自
信
で
は
な
い
か 

と
い
う
感
じ
が
し
て
き
た
ん
で
す
。
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
も
必
ず
最
後
に
は
そ
こ
に
帰
し
て
い
く
ん
だ
と
い
う
ね
。
そ
う
い
う
自 

信
を
感
じ
る
ん
で
す
。

事
情
と
し
て
い
う
と
、
こ
れ
は
『
選
択
集
』
自
体
は
九
条
兼
実
と
い
う
人
の
要
請
で
書
か
れ
て
ま
す
の
で
、
九
条
兼
実
と
い
う
人
は
藤 

原
家
で
す
。
藤
原
家
の
氏
寺
は
興
福
寺
で
法
相
宗
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
法
相
宗
の
開
祖
が
「
浄
土
宗
」
に
帰
し
て
い
る
と
、
そ
う 

い
う
こ
と
か
な
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
あ
ま
り
に
も
そ
れ
は
表
面
的
に
過
ぎ
る
し
、
ど
う
も
法
然
と
い
う
人
に
ふ
さ
わ
し
く 

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
ず
っ
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
ら
、
法
然
が
仏
教
を
見
極
め
ら
れ
た
上
で
の
自
信
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の 

を
最
近
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
今
慈
恩
と
い
う
人
を
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
の
言
葉
は
こ
の
四
字
だ
け
で
す
。
た 

だ
そ
れ
が
証
拠
だ
と
い
っ
て
ね
、
そ
れ
を
い
っ
て
、
そ
し
て
「疑
端
に
足
ら
ず
」
で
す
の
で
、
全
く
疑
う
余
地
は
な
い
と
い
い
切
ら
れ
た 

わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
こ
の
言
葉
だ
け
で
も
決
定
的
に
い
い
切
れ
る
と
い
い
ま
す
か
、
ど
う
も
法
然
の
意
図
は
そ
う
い
う
こ
と
か
な
と
思 

い
ま
す
。

一
宗
が
は
っ
き
り
し
た
と
。

親
鸞
聖
人
は
「浄
土
真
宗
」
で
す
ね
。
私
は
浄
土
真
宗
と
い
う
の
が
特
別
な
宣
伝
を
す
る
た
め
の
言
葉
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど' 

親
鸞
聖
人
は
時
々
『涅
槃
経
』
に
よ
っ
て
、
お
っ
し
ゃ
る
言
葉
が
「
唯
仏
一
道
」
で
す
。
と
す
る
と
で
す
ね
、
唯
仏
一
道
と
浄
土
真
宗
と 

い
う
の
は
か
な
り
近
い
感
じ
が
し
て
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
『
涅
槃
経
』
を
通
し
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
『涅
槃
経
』
と
い
う
の
は
お
釈
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迦
さ
ま
の
遺
教
で
す
。
遺
言
で
す
。
だ
か
ら
唯
仏
一
道
と
い
う
こ
と
を
我
々
が
頷
い
て
い
く
と
い
う
課
題
を
我
々
は
受
け
た
わ
け
で
す
け 

れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
「依
此
一
宗
」
と
い
う
僅
か
、
四
つ
の
文
字
し
か
な
い
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
表
現
し
切
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、
す
ご 

い
自
信
と
い
う
か
、
仏
教
を
見
極
め
て
い
い
切
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
法
相
宗
の
開
祖
の
言
葉
を
使
っ
て
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
で 

私
は
分
か
ら
な
く
て
、
浄
土
宗
関
係
の
講
録
を
読
み
ま
し
た
ら
、
要
す
る
に
『
西
方
要
決
』
は
慈
恩
大
師
が
書
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
る
け 

れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
う
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
本
当
で
は
な
い
と
講
録
で
は
な
っ
て
ま
し
た
が
、
ど
う
も
そ
う
い
う
で
す
ね
、
 

慈
恩
大
師
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
い
か
と
い
う
こ
と
は
ち
よ
っ
と
置
い
と
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
多
分
自
信
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
 

最
後
に
は
そ
こ
に
決
着
し
て
い
く
と
い
う
そ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
で
の
自
信
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
思
う
ん
で
す
。
 

私
は
最
近
こ
の
「依
此
一
宗
」
と
い
う
表
現
の
大
切
さ
を
思
っ
て
る
ん
で
す
が
、
依
る
と
い
う
こ
と
と
一
宗
と
い
う
こ
と
が
離
れ
ず
に 

あ
る
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
す
ね
。
こ
れ
は
実
は
親
鸞
に
も
あ
り
ま
す
し
、
曇
鸞
に
も
あ
る
ん
で
す
。
ち
よ
っ
と
古
い
と
こ
ろ
で
申
し
て 

お
き
ま
す
と
、
中
国
の
曇
鸞
大
師
が
『
浄
土
論
註
』
で

『
浄
土
論
』
の

「我
依
修
多
羅
」
と
い
う
箇
所
を
解
釈
さ
れ
て
る
と
き
に
、
最
初 

は
修
多
羅
一
般
の
、
つ
ま
り
十
二
部
経
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
解
説
を
さ
れ
ま
す
。
そ
の
次
に
改
め
て
「依
修
多
羅
と
云
う
は
」 

と
。
こ
れ
は
そ
の
通
り
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
漢
文
で
ね
。
と
い
う
こ
と
は
「
依
」
と
い
う
、
依
る
と
い
う
こ
と
と
修
多
羅
は
離
れ
な
い 

と
い
う
こ
と
の
、
基
本
的
な
表
現
で
す
。
依
る
と
い
う
こ
と
を
い
え
ば
そ
こ
に
修
多
羅
が
あ
る
。
修
多
羅
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
る
と
き 

に
は
依
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

一
般
論
で
い
え
ば
、
色
々
あ
る
で
し
ょ
う
が
。
そ
う
す
る
と
依
る
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
宗
も
な
い
し
、
 

宗
を
離
れ
て
依
る
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
。

ま
あ
い
ろ
ん
な
こ
と
を
解
釈
し
て
、
そ
れ
を
一
生
懸
命
繋
ぎ
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
困
り
果
て
る
と
い
う
の
が
大
体
真
宗
学
や
っ
て
る
と 

き
に
陥
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
私
は
依
る
と
い
う
こ
と
に
於
て
明
ら
か
に
な
る
宗
だ
と
。
 

宗
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
る
と
き
に
は
書
い
て
な
く
て
も
依
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
基
本
だ
と
思
う
ん
で
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す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
読
ん
で
ま
す
と
所
ど
こ
ろ
に
出
て
る
な
あ
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
場
合
は
「依
了
義 

経
」
で
す
ね
。
別
に
読
み
下
し
て
も
い
い
も
の
を
あ
る
と
こ
ろ
で
は
読
み
下
さ
な
い
で
ポ
ー
ン
と
一
句
で
い
わ
れ
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
ね
。
 

後
、
今
日
お
話
し
よ
う
と
思
っ
て
た
所
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
「浄
土
宗
」
と
い
う
い
い
方
が
持
っ
て
い
る
そ
の
衝
撃
度' 

逆
に 

言
え
ば
我
々
が
、
今
は
も
う
仏
教
と
い
う
も
の
が
お
互
い
に
皆
仲
良
く
や
っ
て
る
の
で
、
あ
ま
り
論
争
を
し
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ 

て
、
お
互
い
に
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
が
も
の
す
ご
く
曖
味
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
学
会
に
行
っ
て
特
に
そ
れ
を
感
じ
て
お 

り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
な
か
で
や
は
り
素
朴
な
感
覚
で
。
こ
れ
は
か
な
り
大
変
な
発
言
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
で
す
ね
、

一
回
自
分
の
中 

で
回
復
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
い
ろ
ん
な
専
門
用
語
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
専
門
用
語
が
息
を
吹
き
替
え
し
て
く
れ
る 

ん
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
最
近
常
々
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
お
そ
ら
く
『
選
択
集
』
と
い
う
書
物
は
そ 

う
い
う
ヒ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
与
え
て
く
だ
さ
る
書
物
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
る
ん
で
す
。
非
常
に
明
瞭
で
す
。
法
然
と
い
う
人
の
仏
教
の 

見
方
は
明
瞭
だ
な
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
普
通
だ
と
天
台
宗
と
い
っ
て
い
い
所
を
法
華
宗
と
い
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
普
通
だ
と
天
台
宗 

の
ほ
う
が
我
々
に
分
か
り
や
す
い
わ
け
で
す
ね
。
だ
け
ど
天
台
宗
と
い
っ
た
と
き
に
天
台
と
い
う
の
は
地
名
で
す
の
で
、
そ
れ
は
何
も
仏 

教
を
表
し
て
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
法
華
宗
と
言
わ
れ
ま
す
。
日
蓮
宗
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
日
蓮
宗
と
い
う
宗
名
は
、
日
蓮
が 

っ
け
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
私
は
誰
か
に
聞
い
て
み
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
た

だ

「
浄
土
宗
」
、
「
浄
土
真
宗
」
と
い
っ
た
場
合 

に
は
か
な
り
大
事
な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
こ
で
決
定
的
な
表
現
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
こ
と
を
ど
う
我
々
が
頷
く
か
ね
。
表
現
で
い 

う
と
こ
う
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
く
る
。
慈
恩
の
こ
と
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
さ
に
依
・
一
宗
と
い
う
確
定
で
す
。 

そ
の
と
き
に
浄
土
と
い
う
こ
と
が
、
「
唯
依
浄
土
」
と
い
い
切
れ
た
所
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も'

「未

だ

一

人
も
得
る
も
の
有
ら 

じ
」
と
い
う
い
い
方
し
て
ま
す
け
ど
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
私
の
努
力
に
お
い
て
悟
る
と
い
う
こ
と
は
完
全
に
あ
り
え 

な
い
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
自
覚
す
る
と
い
う
ね
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
内
容
と
し
て
お
っ
し
や
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
依
る
と
い
う
こ
と
が 

い
い
切
れ
る
と
。
も
し
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
依
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
失
い
ま
す
、
そ
う
い
う
こ
と
か
な
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
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そ
れ
か
ら
三
枚
目
の
『守
護
国
家
論
』
、
こ
れ
は
真
宗
学
で
は
あ
ま
り
読
ま
れ
て
な
い
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
参
考
の
た
め
に
載
せ
て 

お
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
『
選
択
集
』
の

「教
相
章
」
の
批
判
で
す
。
特
に
私
が
取
り
上
げ
て
き
た
私
釈
の
部
分
の
批
判
が
出
て
ま
す
。
 

で
、
そ
の
な
か
で
日
蓮
上
人
が
で
す
ね
、
特
に
言
い
た
い
問
題
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
『
浄
土
三
部
経
』
に
依
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

で
す
ね
。
『
浄
土
三
部
経
』
と
い
う
の
は
『法
華
経
』
以
前
に
説
か
れ
た
方
便
経
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
方
便
に
依
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

が
趣
旨
で
す
。
『法
華
経
』
に
依
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
ね
、
つ
ま
り
真
実
に
依
っ
て
い
な
い
。
仮
の
方
便
の
教
え
に
依
っ
て
い
る 

と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
わ
け
で
す
。
た
だ
私
こ
れ
か
ら
日
蓮
宗
の
人
と
お
話
を
し
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ 

の
自
覚
内
容
が
、
『法
華
経
』
の
自
覚
内
容
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
充
分
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
こ
の 

『守
護
国
家
論
』
は
初
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
く
か
分
か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
「
教
相 

章
」
の
い
わ
ゆ
る
私
釈
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
こ
を
日
蓮
上
人
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
部
分
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
す
の
で 

私
の
発
表
は
こ
の
く
ら
い
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
最
後
に
今
日
ご
講
演
く
だ
さ
る
古
東
先
生
の
こ
と
で
す
が
、
私
も
お
会
い
す
る
の
は
実
は
今
日
が
初
め
て
な
ん
で
す
け
れ
ど 

も
、
三
年
程
前
に
『
在
る
こ
と
の
不
思
議
』
と
い
う
本
を
、
た
ま
た
ま
本
屋
で
見
つ
け
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
驚
き
を
受
け
た
と
言
い
ま 

す
か
、
ち
ょ
っ
と
変
な
言
い
方
で
す
け
ど
ス
リ
ル
を
感
じ
ま
し
た
。

一
つ
は
、
も
の
を
考
え
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
か
と
。
そ
れ
か
ら
今 

日
ず
っ
と
ま
た
お
話
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

一
つ
の
こ
と
を
で
す
ね
、
 

ま
さ
に
存
在
と
い
う
身
近
な
事
柄
で
す
が
、
そ
れ
を
ず 

っ
と
見
続
け
て
お
ら
れ
る
。
ま
さ
に
現
在
と
い
う
、
今
こ
こ
と
い
う
そ
こ
の
存
在
。
そ
こ
に
目
覚
め
る
と
言
う
か
、
そ
こ
に
立
つ
と
い
う 

こ
と
が
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ
と
。
つ
ま
り
私
達
は
何
か
い
つ
も
予
定
を
立
て
て
、
古
東
先
生
は
存
在
の
シ
ナ
リ
オ
化
と
お
っ
し
や
っ
て 

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
す
れ
ば
あ
あ
な
っ
て
あ
あ
な
っ
て
、
と
い
、っ
そ
う
い
う
図
式
の
上
で
い
つ
の
ま
に
か
終
わ
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
 

そ
う
い
う
中
に
全
く
異
質
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
。
ま
さ
に
自
己
の
と
こ
ろ
に
そ
れ
が
あ
る
わ
け
で
す
が
現
在
と
い
う
い
い
方
で
そ
の
本 

の
最
後
に
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
で
か
な
り
真
宗
学
と
、
事
柄
と
い
う
こ
と
で
共
通
性
を
感
じ
ま
し
た
し
、
私
自
身
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と
し
て
は
ぜ
ひ
と
も
お
話
を
聞
い
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
学
会
に
提
案
し
ま
し
て
、
学
会
の
了
承
を
得
ま
し
た
の
で
、
今
日
は
本
当
に 

来
て
い
た
だ
い
て
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
お
話
を
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
拝
聴
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
ど
う 

も
、
非
常
に
つ
た
な
い
発
表
で
し
た
が
、
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

発
表
当
日
の
配
布
資
料
を
一
部
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
然
の
教
相
判
釈
は
、
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
課
題
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
一
つ
の
教
義
的
主
題
と
い
う
の
み
で
は
な
く
、
信 

仰
表
現
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「宗
」
の
決
定
と
い
う
こ
と
が' 

教
理
的
な
正
統
性
の
主
張
と
い
う
こ
と
よ
り
も' 

法
然
の
出
遇
い
得
た
仏
教
を
表 

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
も
仏
教
の
中
の
一
派
生
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
と
き
、
「
浄
土
宗
」
と
い
う
言
い
方
が
成
立
す
る
か
、
否
か
。
教 

団
の
歴
史
の
現
実
態
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
相
対
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
法

然

が

「
浄
土
宗
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
と
き' 

そ
こ
で
は
既 

成
の
仏
教
観
全
体
が
ト
ー
タ
ル
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
然
の
主
張
に
対
し
て
は
、
多
く
の
批
判
が
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
の
発
表
で
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
を
視
野
に
入
れ
て
、
 

『
選
択
集
』
教
相
章
で
の
法
然
の
問
題
提
起
を
通
し
て
、
「
浄
土
宗
」
，
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
言
い
方
に
ふ
く
ま
れ
る
衝
撃
度
と
緊
張
感
を
、
あ
ら
た 

め
て
確
か
め
て
み
た
い
。

水
浄
土
真
宗
の
名
の
り
一
『教
行
信
証
』
の
題
号
に
表
現
さ
れ
て
い
る
課
題

※

聖
道
・
浄
土
の
決
判
—
仏
教
観
の
逆
転

「浄
土
真
宗
」
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
で
は
親
鸞
を
開
祖
と
す
る
宗
派
の
呼
称
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
自
体
は
極
め
て
明
確
な
仏
教
観
の
主 

張
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
教
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
、
「
浄
土
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
方
便
」
と
し
て
了
解
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
す
で
に 

し

て

「
浄
土
」
を

「
宗
」
と
す
る
と
い
う
言
い
方
自
体
が
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ま
し
て
、
「
浄
土
」
を

「真
実
」
と

し
(

『教
行
信
証
」

の
題
号
は 

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
で
あ
る)

、
「
真
宗
」
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
常
識
的
な
仏
教
了
解
か
ら
す
れ
ば
、
お
よ
そ
常
識
を
逸
脱
し
た
見 

解
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
方
便
か
ら
真
実
へ
至
る
た
め
に
様
々
の
教
え
が
あ
り
、
浄
土
教
も
そ
の
な
か
の
一
つ
の
仮
の
教
え
と
し
て
、
そ 

れ
も
段
階
的
な
修
道
か
ら
洩
れ
る
者
の
た
め
に
、
釈
尊
が
そ
の
慈
悲
に
お
い
て
方
便
仮
設
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
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こ
の
よ
う
な
仏
教
の
常
識
と
枠
組
み
全
体
を
問
い
返
し
、
表
立
っ
て
で
は
な
く
て
も
、
仏
教
の
歴
史
の
基
底
に
求
め
ら
れ
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
浄 

土
」
の
仏
教
を
、
「
浄
土
真
宗
」
と
し
て
開
示
す
る
こ
と
が
、
親
搐
の
思
想
の
営
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『教
行
信
証
』
の
題
号
と
、
そ
の 

結

論

が

「
聖
道
・
浄
土
」
の
決
判
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
く
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
言
葉
に
決
定
的
な
こ
と
が
示
唆 

さ
れ
て
い
る
。

「守
護
国
家
論
』(

岩
波
日
本
思
想
大
系
『
日
蓮
』)

問
う
て
日
く
、

一
代
の
聖
教
に
聖
道
浄
土
。
〔
難
行
易
行.

〕
雑
行
正
行
を
分
く
る
。
そ
の
中
に
、
難
・
聖
・
雑
を
以
て
時
機
不
相
応
と
称
す
る
こ
と
、
 

た
だ
源
空
一
人
の
み
の
新
義
に
ら
ず
。
曇
鸞
・
道
綽
・
善
得
の
三
師
の
義
な
り
。
こ
れ
ま
た
こ
れ
ら
の
人
師
の
私
の
案
に
あ
ら
ず
。
そ
の
源
は
竜
樹
菩 

薩

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
よ
り
出
で
た
り
。
も
し
源
空
を
謗
法
の
者
と
称
せ
ば
、
竜
樹
菩
薩
并
び
に
三
師
を
謗
法
の
者
と
称
す
る
に
あ
ら
ず
や
。
答
う
、
 

竜
樹
菩
薩
并
び
に
三
師
の
意
は
、
法
華
已
前
の
四
十
余
年
の
経
々
に
お
い
て
難
易
等
の
義
を
存
す
。
し
か
る
に
源
空
よ
り
已
来
、
竜
樹
并
び
に
三
師
の 

難
行
等
の
語
を
借
り
て
、
法

華

，
真
言
等
を
以
て
難
，
雑
等
の
内
に
入
れ
ぬ
。
所
化
の
弟
子
は
師
の
失
を
知
ら
ず
し
て
、
こ
の
邪
義
を
以
て
正
義
な
り 

と
存
じ
、
こ
の
国
に
流
布
せ
し
む
る
が
故
に
、
国
中
の
万
民
は
悉
く
法
華
，
真
言
等
に
お
い
て
時
機
不
相
応
の
想
ひ
を
作
す
。
そ
の
上
、
世
間
を
貪
る 

天
台
，
真
言
の
学
者
は
世
の
情
に
随
は
ん
が
為
に
、
法

華

・
真
言
等
に
お
い
て
時
機
不
相
応
の
悪
言
を
吐
き
て
、
『
選
択
集
』
の
邪
義
を
扶
け
、

一
旦 

の
欲
心
に
依
り
て
釈
迦-

多
宝
并
び
に
十
方
の
諸
の
仏
の
御
評
定
の
、
法
を
し
て
久
住
せ
し
め
、
閻
浮
提
に
お
い
て
広
宣
流
布
せ
し
め
ん
と
の
誠
源
を 

壊
る
。

一
切
衆
生
に
お
い
て
三
世
十
方
の
諸
の
仏
の
舌
を
切
る
罪
を
得
せ
し
め
た
り
。
遍
へ
に
こ
れ
「
悪
世
の
中
の
比
丘
は
邪
智
に
し
て
心
に
諂
曲
あ 

り
て
、
未
だ
得
ざ
る
に
得
た
り
と
謂
ひ
、
乃
至
、
悪
鬼
そ
の
身
に
入
り
て
、
仏
の
方
便
の
宜
し
き
に
随
ひ
て
説
く
所
の
法
を
知
ら
ざ
る
」
が
故
な
り
。

71


