
論

議

の

使

命

—
!

入
出
二
門
の
源
泉!
—

安 

田 

理 

深 

先
回
ま
で
は
、

『
入
出
二
門
偈
』
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
『
浄
土
論
』
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
。

一
面
に
は
『
大
無
量
寿
経
』
を
受 

け
て
、

「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
、
後
に
は
、

『
教
行
信
証
』
を
展
開
す
る
。

『
教
行
信
証
』
は' 

新
し
い
意
味
の
『
浄 

土
論
』
で
す
。

『
教
行
信
証
』
が

『
浄
土
論
』
に
深
い
関
係
を
持
つ
の
は
、
優
婆
提
舎
と
い
う
意
味
で
す
。

『
大
無
量
寿
経
』
も
、

『
浄 

土
論
』
を
通
し
て
見
る
と
、
優
婆
提
舎
な
の
で
す
。
優
婆
提
舎
と
い
う
問
題
が
一
貫
し
て
い
る
。

『
教
行
信
証
』
に
於
い
て
は
「信
巻
」
 

以
下
に
優
婆
提
舎
と
い
う
事
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

優
婆
提
舎
を
「
論
議
経
」
と
い
う
。
こ
れ
は
言
挙
げ
し
大
い
に
問
題
に
し
、
問
答
と
い
う
形
で
、
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
す
。
理 

論
で
も
っ
て
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
論
議
経
」
と
い
う
だ
け
だ
と
、
た
だ
理
論
を
戦
わ
す
意
味
に
し
か
見
え
な
い
。
そ
う
い
う
誤
解 

が
起
き
る
為
に' 

イ
ン
ド
音
を
写
し
て' 

優
婆
提
舎
と
い
う
。

「
論
議
経
」
と
い
う
翻
訳
だ
け
で
は
靜
論
と
な
る
。
翻
訳
し
な
け
れ
ば
意 

味
は
分
ら
な
い
。
し
か
し' 

翻
訳
し
て
し
ま
う
と
誤
解
が
起
き
る
。
イ
ン
ド
で
は
誤
解
は
起
き
な
い
が
、
漢
民
族
に
そ
う
い
う
も
の
は
無 

い
か
ら
誤
解
が
起
き
ま
す
。

理
論
の
為
の
理
論
を
禅
論
と
い
う
。
何
も
生
産
し
な
い
理
論
で
す
。
イ
ン
ド
や
ギ
リ
シ
ャ
に
そ
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ソ 

フ
ィ
ス
ト' 

イ
ン
ド
で
は
六
師
外
道
と
い
う
も
の
で
す
。

『
涅
槃
経
』
を
通
し
て' 

「
信
巻
」
末
に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
が
出
て
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来
た
の
も
、
外
道
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
出
た
の
も
、

ソ
フ
ィ
ス
ト
が
あ
っ
た
為
で
す
。
議
論
の 

為
の
議
論
で
な
し
に
、
も
っ
と
生
産
的
意
味
を
持
っ
た
議
論
を
優
婆
提
舎
と
い
う
の
で
す
。
広
く
は
、
論
と
い
い
、
又
、
学
問
と
い
う
の 

で
す
。

外
国
に
は' 

ア
ン
チ
ノ
ミ
イ
ー 

A
n
M
n
o
m
i
e

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

カ
ン
ト
で
有
名
な
「
二
律
背
反
」
で
す
。
反
対
の
理
論 

が
同
時
に
成
立
す
る
。
ど
ち
ら
も
理
論
付
け
る
事
が
出
来
る
の
で
、
理
論
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
。
そ
れ
を
二
律
背
反
と
い
う
。
そ
う
い
う 

問
題
が
イ
ン
ド
に
も
あ
る
。
世
界
に
始
め
が
あ
る
か
無
い
か
と
い
う
場
合
、
始
め
が
あ
る
と
い
う
事
も
成
り
立
つ
し
、
始
め
が
無
い
事
も 

成
り
立
つ
。
そ
う
い
う
よ
う
な
問
題
に
、
非
常
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
思
弁
の
迷
路
に
は
ま
り
込
ん
で
、
脱
出
出
来
な
い
。
あ
る
意
味
の
ノ 

イ
ロ
ー
ゼ
で
す
。
理
屈
に
振
り
回
さ
れ
る
の
で
す
。

あ
る
外
道
の
学
生
が
釈
尊
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
て' 

質
問
し
た
。

「
世
界
に
始
め
が
あ
る
か
無
い
か
答
え
て
欲
し
い
、
も
し
答
え
る 

な
ら
あ
な
た
の
弟
子
に
な
る
」
と
。
勝
手
な' 

我
儘
な
話
で
す
。
今
の
学
生
の
い
い
そ
う
な
質
問
で
す
。
そ
の
時
、
釈
尊
は
、
何
を
い
う 

か
と
ど
な
り
つ
け
て
帰
し
た
り
な
ど
な
さ
ら
ぬ
。
毒
矢
の
譬
を
お
っ
し
や
る
。
あ
る
一
人
の
人
間
が
毒
矢
に
当
っ
た
。
ほ
っ
と
け
ば
死
ん 

で
し
ま
う
。
そ
の
時
、
毒
矢
を
受
け
た
人
間
が
、

こ
の
毒
は
何
か
ら
出
来
て
い
る
か
、
誰
が
撃
っ
た
か
、
何
の
為
に
撃
っ
た
か
と
、
そ
う 

い
う
事
を
研
究
し
て
で
な
い
と
、
毒
矢
を
抜
か
ん
の
か
と
、
釈
尊
が
問
い
返
し
た
。
愚
か
な
話
で
す
。
ま
ず
毒
矢
を
抜
く
の
が
大
事
で
す
。
 

そ
れ
か
ら
、
あ
る
非
常
に
喉
の
乾
い
た
人
間
が
、
水
を
探
し
に
あ
ち
こ
ち
さ
迷
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
図
ら
ず
も
満
々
た
る
大
河
に
出
会 

っ
た
。
そ
の
時
、
喉
の
乾
い
た
人
間
は
、

こ
の
水
を
は
た
し
て
自
分
は
全
部
飲
み
尺
せ
る
か
ど
う
か
考
え
る
か
。
そ
れ
は
、
世
界
に
始
め 

が
あ
る
か
無
い
か
と
、
同
じ
議
論
で
す
。
世
界
に
始
め
が
あ
る
と
答
え
て
も
、
無
い
と
答
え
て
も' 

い
づ
れ
の
場
合
に
も
、
そ
う
い
う
知 

識
は
、
我
々
を
涅
槃
に
導
か
な
い
。
そ
う
い
う
知
識
は
何
も
も
た
ら
さ
な
い
。
知
る
事
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
以
前
に
は
な
か
っ
た
結 

果
を
も
た
ら
す
事
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
か
も
た
ら
す
も
の
を
利
益
と
い
う
。
何
も
も
た
ら
さ
ん
も
の
は
無
利
無
益
と
い
う
。
そ
れ 

は
非
生
産
的
で
す
。
そ
う
い
う
の
を
戯
論
と
い
う
。
暇
潰
し
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
貴
重
な
人
生
を
費
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
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で
す
。

し
か
し
又
何
も
も
た
ら
さ
ん' 

生
産
的
で
な
い' 

何
も
効
果
が
無
い
知
識
は
無
意
味
だ
と
、

こ
う
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ 

ズ

ムp
r
a
g
m
a
t
i
s
m

実
用
主
義
と
い
う
。

こ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方
は' 

ア
メ
リ
カ
の
学
問
で
す
。
何
ん
で
も
効
果
が
あ
る
も
の
が
真
理 

だ
と
い
う
。

丁
度
、
ド
イ
ツ
人
と
正
反
対
で
す
。
論
よ
り
証
拠
と
い
う
の
が
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
で
す
。
効
果
の
あ
る
も
の
が
真
理
で
す
。
 

そ
う
考
え
る
と
、
釈
尊
の
譬
は' 

プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
立
場
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
事
は
間
違
い
じ
ゃ
な
い
け
れ 

ど
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
正
反
対
の
ド
イ
ツ
の
考
え
方
が
あ
る
。
何
で
も
か
ん
で
も
学
問
を
教
え
る
の
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
。
普
通
は' 

戦
争
が
起
こ
れ
ば' 

敵
に
勝
つ
事
が
目
的
だ
か
ら
敵
に
勝
て
ば
よ
い
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
戦
争
に
つ
い
て
、

「
戦
争
と
は
何
ん 

ぞ
や
」

と
考
え
る
。
戦
争
の
理
論
を
考
え
る
。
戦
争
の
理
論
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
は
戦
争
で
な
い
と
い
う
。
論
よ
り
証
拠
じ
ゃ
な
い
、
 

証
拠
よ
り
論
だ
。
証
拠
よ
り
論
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
人
の
考
え
方
、
論
よ
り
証
拠
と
い
う
の
が
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
考
え
方
で
す
。
 

釈
尊
は
、
効
果
の
無
い
議
論
と
い
う
の
は
人
生
に
と
っ
て
害
あ
る
け
れ
ど
益
が
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
効
果
の
無
い
議
論
を
否
定
し
た 

の
で
あ
っ
て
議
論
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
無
議
論
で
は
な
い
。
利
益
さ
え
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
こ
ら
が
プ
ラ
グ 

マ
チ
ズ
ム
と
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
学
問
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
学
問
を
否
定
す
る
の
は
効
果
じ
ゃ
な
い
。
学
問
の
為
の
学
問
と
い
う 

も
の
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
学
問
は
利
益
の
あ
る
事
が
真
理
で
は
な
い
。
真
理
が
あ
る
な
ら
ば
必
ず
利
益
を
も
た
ら
す
。
真
理
が
学 

問
を
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
利
益
が
学
問
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
。.
学
問
に
は
学
問
を
成
り
立
た
し
め
る
真
理
が
あ
る
。
 

今
日
、
創
価
学
会
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
あ
れ
は
間
違
い
が
そ
こ
だ
と
思
う
。
普
通
は
真
善
美
と
い
う
。
学
問
的
価
値
を
真
理
と
い
う
。
 

と
こ
ろ
が
真
理
は
利
益
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
真
善
美
と
い
う
代
り
に
、
利
善
美
と
い
う
。
利
益
が
価
値
な
の
で
す
。
学
問
と
い
う
の
は
、
 

別
に
価
値
の
無
い
も
の
だ'

こ
う
い
う
の
が
創
価
学
会
を
始
め
た
人
の
考
え
で
す
。
我
流
の
理
論
で
す
。
真
理
と
か
、
美
と
か
、
善
と
か 

は' 

理
性
的
価
値
で
あ
る
。
理
性
の
要
求
す
る
価
値' 

そ
れ
は
値
打
ち
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
値
打
ち
は
経
済
的
価
値
で
あ
る
。
も
う
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か
る
価
値
論
は
経
済
学
の
問
題
で
あ
る
が
、
経
済
学
も
学
だ
か
ら
、
経
済
に
対
す
る
真
理
が
あ
る
。
利
益
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
よ 

う
な
価
値
は
真
理
的
価
値
、
理
性
的
価
値
で
あ
る
。
そ
の
価
値
と
経
済
上
の
価
値
と
は
話
が
違
う
。
絵
を
見
て
そ
れ
が
美
し
い
、
音
楽
を 

聞
い
て
そ
こ
に
美
し
さ
が
あ
る
、 

そ
の
美
と
い
う
の
は' 

別
に
も
う
か
る
も
の
で
な
い
。
真
理
は
、
別
に
も
う
か
る
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な 

い
。
必
ず
費
用
が
か
か
る
。
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
学
校
を
建
て
る
。
善
で
も
、
も
う
か
る
か
ら
善
で
な
い
。
損
し
て
も
善
は
や
ら 

ね
ば
な
ら
ん
、
と
い
う
の
が
善
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
理
性
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
を
混
乱
し
て
は
な
ら
な
い
。
創
価
学
会
の
考
え 

方
に
は
そ
の
混
乱
が
あ
る
。
俗
流
価
値
論
で
す
。

宗
教
の
人
は
、
な
ん
で
も
理
性
を
否
定
す
る
。
信
仰
は
理
性
以
上
で
あ
る
と
。
た
だ
、
理
性
は
無
限
の
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
間
違 

い
が
あ
る
。
理
性
さ
え
あ
れ
ば
、
全
部
解
決
出
来
る
と
い
う
の
は
、
独
断
で
あ
る
。
清
沢
先
生
の
こ
と
ば
で
は' 

分
限
と
い
う
。
科
学
の 

い
う
真
理
は
何
も
無
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し' 

分
限
が
あ
る
。
分
限
を
忘
れ
て
一
切
を
科
学
で
説
明
す
る
。
だ
か
ら
宗
教
は
い
ら
ん
、
 

そ
れ
は
独
断
、
邪
見
で
で
す
。

「
世
界
に
始
め
が
あ
る
か
無
い
か
」
と
い
う
議
論
は
、
智
に
導
か
ず
、
覚
に
導
か
ず' 

解
脱
に
導
か
な
い
。
解
脱
が
無
い
か
ら
、
プ
ラ 

グ
マ
チ
ズ
ム
と
も
違
う
。
し
か
し' 

科
学
的
知
識
で
は
な
い
。
智
慧
の
み
が
人
間
に
解
脱
を
与
え
る
。
解
脱
は
、
真
宗
の
こ
と
ば
で
は
お 

助
け
と
い
う
。
自
覚
の
智
慧
が
お
助
け
で
す
。
自
覚
と
し
て
た
ま
わ
っ
た
廻
向
で
す
。
廻
心
懺
悔
で
す
。
廻
心
懺
悔
が
信
仰
の
自
覚
で
す
。
 

懺
悔
は
罪
が
無
く
な
る
の
で
な
い
。
本
当
に
罪
を
自
覚
し
た
。
罪
に
悩
む
事
で
な
く
、
罪
を
知
っ
て
罪
か
ら
救
わ
れ
る
。
罪
に
悩
む
の
は
、
 

罪
を
嫌
う
か
ら
で
す
。
罪
を
造
っ
て
も
な
る
べ
く
造
ら
ん
よ
う
に
し
た
い
、
け
れ
ど
造
っ
て
し
ま
っ
た
。
造
っ
た
ら
引
き
受
け
ね
ば
な
ら 

ぬ
。
し
か
し
、
引
き
受
け
た
く
な
い
。
そ
の
心
が
苦
し
む
。
罪
を
引
き
受
け
た
心
が
苦
し
む
の
で
は
な
い
。
罪
だ
と
知
ら
さ
れ
た
の
が
救 

い
で
す
。
そ
こ
に
始
め
て
、
悪
を
も
恐
れ
ぬ
と
い
う
救
い
が
出
て
く
る
。
罪
を
恐
れ
る
の
は
理
性
に
立
つ
か
ら
で
す
。
罪
を
信
知
し
た
ら 

本
願
に
立
つ
。
そ
れ
が
自
覚
だ
。
邪
見
そ
の
ま
ま
が
お
助
け
と
い
う
事
は
無
い
。
邪
見
を
懺
悔
し
て
お
助
け
が
あ
る
。
だ
か
ら
煩
悩
そ
の 

ま
ま
で
お
助
け
と
い
う
事
は
い
え
る
、
し
か
し
「
邪
見
惰
慢
悪
衆
生
」
と
い
う
。
こ
れ
は
妥
協
し
て
は
な
ら
な
い
。
煩
悩
は
責
め
る
必
要
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が
無
い
。
煩
悩
を
嫌
う
心
を
責
め
る
。
煩
悩
を
恐
れ
る
心
が
煩
悩
を
嫌
う
の
で
す
。
煩
悩
を
恐
れ
る
心
が
転
ず
れ
ば
、
煩
悩
は
菩
提
に
転 

ず
る
。
自
然
で
す
。
だ
か
ら
不
断
煩
悩
得
涅
槃
と
い
う
。

そ
れ
を
正
見
、
正
見
の
智
慧
、
信
心
の
智
慧
と
い
う
。
正
は
合
理
的
と
い
う
意
味
で
な
い' 

正
覚
の
正
と
い
う
。
正
道
の
大
慈
悲
と
い 

い
ま
す
。
正
は
邪
に
対
す
る
。
道
徳
的
と
い
う
事
で
は
な
い
。
中
道
の
見
で
偏
見
で
は
な
い
。
偏
見
の
も
う
一
つ
元
に
邪
見
が
あ
る
。
邪 

見
を
我
見
と
い
う
。
我
見
が
も
と
に
な
っ
て
偏
見
が
起
き
る
。
だ
か
ら' 

中
と
い
う
よ
り' 

平
等
と
い
う
。
無
我
平
等
を
正
と
い
う
。
正 

覚
を
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
い
う
、
平
等
覚
と
い
う
。
諸
法
は
平
等
で
は
な
い
。
有
と
か
無
と
か' 

善
と
か
悪
と
か
固
執
す
る
が
、
 

善
悪
平
等
が
正
見
で
あ
る
。
善
に
も
悪
に
も
片
寄
ら
ん
か
ら
中
道
と
い
う
。
真
理
に
適
う
。
理
屈
に
合
う
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
、
禅 

宗
の
こ
と
ば
に
、

「
理
に
適
う
も
、
必
ず
し
も
悟
り
に
非
ず
」
と
い
う
、
理
に
合
わ
ん
の
も
悟
り
で
は
な
い
、
又
、
理
に
合
う
て
も
必
ず 

し
も
悟
り
で
は
な
い
。
本
当
の
自
分
そ
の
も
の
、
世
界
そ
の
も
の
の
真
理
に
触
れ
た
の
が
正
見
で
す
。

西
洋
の
学
問
で
も
、
中
世
か
ら
近
代
に
な
る
と
、
光
り
と
い
う
事
を
よ
く
使
う
。
中
世
は
教
会
の
権
威
が
支
配
し
て
い
た
闇
黒
の
世
界 

で
あ
る
。
科
学
ま
で
支
配
し
て
い
た
。
宗
教
の
為
に
人
間
性
が
否
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
の
宗
教
は
、
教
会
と
い
う
宗
教
で
す
。
日 

本
で
も
本
山
と
い
っ
て
、
教
会
的
宗
教
が
あ
る
。
そ
う
い
う
学
問
も
大
谷
大
学
で
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
御
用
宗
教
と
い
う
。
日 

本
の
本
願
寺
は
力
弱
い
か
ら' 

ロ
ー
マ
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
ご
つ
い
も
の
で
は
な
い
が
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
は' 

ヨ
—P

ッ
パ
の
あ
ら
ゆ 

る
民
族
国
家
の
歴
史
よ
り
も
長
い
。
ド
イ
ツ
も
フ
ラ
ン
ス
も
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
歴
史
に
比.
へ
れ
ば
非
常
に
短
か
い
。
当
時
の
皇
帝
も' 

ロ 

—

マ
法
王
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
れ
な
か
っ
た
。
国
家
以
上
の
権
威
を
持
っ
て
い
た
。
政
治
も
学
問
も
全
部
教
会
が
支
配
し
て
い
た
。
 

仏
教
の
坊
さ
ん
は
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
比
べ
た
ら' 

赤
ん
坊
み
た
い
だ
。
そ
う
い
う
闇
黒
と
い
う
も
の
だ
か
ら
、
近
代
に
な
っ
て
初
め
て
光 

に
触
れ
た
。
そ
の
場
合
の
光
は
理
性
を
い
う
。
知
識
、
道
徳
、
実
践
、
芸
術
の
能
力
。
理
性
を
広
く
い
え
ば
能
力
と
い
う
。
 

能
力
と
い
う
の
は
政
治
の
力
と
か
物
質
の
力
と
か
本
能
の
力
と
か
、

い
ろ
い
ろ
の
力
が
あ
る
が
、
本
能
の
よ
う
な
感
性
的
感
覚
の
力
の
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誘
惑
に
か
か
り
や
す
い
。
そ
れ
か
ら
、
経
済
の
力
、
経
済
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
す
る
。
そ
し
て
、
組
織
の
力
が
あ
る
。
共
産
主
義
は 

大
き
な
組
織
で
あ
る
。
共
産
主
義
が
力
を
持
つ
の
は
、
資
本
主
義
が
そ
れ
以
上
に
強
力
で
あ
る
が
故
に
力
を
持
つ
。
そ
う
し
な
い
と
ぶ
っ 

潰
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
力
に
比
べ
て
、
理
性
も
別
の
力
が
あ
る
。

力
と
い
う
字
は
な
か
な
か
面
倒
な
字
で
、
鈴
木
大
拙
氏
は' 

本
願
力
と
い
う
字
は
外
国
に
は
無
い
と
い
う
。
そ
れ
程
、
力
と
い
う
字
が 

い
ろ
い
ろ
使
わ
れ
る
。
独
語
で
は' 

M
a
c
h
t

と
い
う
力
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

K
r
a
f
t

と
い
う
力
が
あ
る
。
精
神
力
と
い
う
場 

合

は

G
e
i
s
t
e
s
k
r
a
f
t

と
い
う
。
宗
教
的
理
性
の
能
力
で
す
。

宗
教
は
学
問
の
力
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。

宗
教
は
宗
教
自
身
の
力
で 

宗
教
的
世
界
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
宗
教
が
宗
教
た
ら
し
め
る
独
立
性
の
力
、
本
能
力
と
い
う
も
の
が
宗
教
的
理
性
を
表
わ
す
。
本
能
と 

理
性
は
矛
盾
す
る
と
い
う
。
本
能
の
中
に
は
、
甘
い
物
を
食
い
た
い
と
い
う
本
能
も
あ
り' 

名
誉
欲
も
あ
る
け
れ
ど' 

理
性
と
い
う
要
求 

も
あ
る
。
そ
れ
を
宗
教
的
本
能
、
宗
教
的
理
性
と
い
う
。
理
性
は
光
だ
け
ど
、
本
能
は
闇
で
す
。
闇
は
、
闇
だ
け
ど
、
単
な
る
闇
で
は
な 

い
。
光
を
生
み
出
す
よ
う
な
根
を
持
つ
。
そ
れ
を
願
と
い
う
。
願
の
中
に
、
光
を
輝
か
す
カ
を
含
ん
で
い
る
。
願
は
闇
だ
け
ど
、
闇
の
中 

に
人
類
の
闇
を
晴
ら
す
よ
う
な
光
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
願
力
と
い
う
。

今
い
っ
た
正
見
が
い
か
に
し
て
成
り
立
つ
か
と
い
う
の
が
ハ
正
道
と
い
う
も
の
で
す
。
原
始
仏
教
の
仏
伝
に
依
る
と' 

釈
尊
は
菩
提
樹 

下
で
悟
ら
れ
た
。
解
脱
さ
れ
た
釈
尊
が
始
め
て
鹿
野
苑
で
仏
法
を
転
ぜ
ら
れ
た
。
け
れ
ど' 

釈
尊
が
悟
ら
れ
た
の
は
釈
尊
だ
け
に
意
味
が 

あ
る
の
で
は
な
い
。
誰
で
も
解
脱
出
来
る
道
が
見
つ
か
っ
た
。
苦
し
ん
ど
る
も
の
は
来
い
。
そ
の
苦
悩
の
人
生
を
解
脱
す
る
道
が
発
見
さ 

れ
た
。
そ
れ
は
ハ
正
道
と
い
う
。

こ
れ
を
聞
く
べ
き
だ
。
世
界
が
始
め
が
あ
る
と
か
無
い
と
か
は
、
解
脱
に
導
か
ず
、
正
見
に
な
ら
な
い
。
 

全
て
見
が
悪
い
の
で
な
い' 

邪
見
が
悪
い
。
正
見
を
求
め
る
。
正
見
を
求
め
る
間
は
そ
の
中
に
解
脱
が
あ
る
。
正
見
は
議
論
し
て
悪
い
の 

で
は
な
い
。
ど
れ
だ
け
議
論
し
て
も
よ
い
。
徹
底
的
に
議
論
し
て
そ
の
真
偽
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
は
直
ち
に
本
当
の 

光
で
は
な
い
。
悟
り
に
理
性
が
照
ら
さ
れ
る
。
理
性
を
放
下
す
れ
ば
限
界
を
知
ら
さ
れ
る
。
理
性
は
有
限
な
も
の
だ
と
。
分
限
を
知
る
と
、
 

そ
こ
で
無
限
に
触
れ
る
。
無
限
を
開
い
て
く
る
。
無
限
だ
無
限
だ
と
い
っ
て
も
無
限
に
な
ら
な
い
。
我
々
は
い
か
に
考
え
て
も
有
限
で
あ
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る
。
有
限
を
知
ら
さ
れ
た
事
が
無
限
に
触
れ
た
証
拠
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
覚
で
す
。

理
知
が
自
分
の
限
界
を
忘
れ
て
、
滅
茶
苦
茶
に
理
論
を
戦
わ
す
の
は
戯
論
で
あ
る
。
人
間
が
色
々
な
考
え
に
振
り
回
さ
れ
る
の
は
戯
論 

で
あ
る
。
戯
論
に
ひ
っ
か
か
っ
て
人
間
が
大
切
な
も
の
を
失
っ
て
し
ま
う
。
何
か
議
論
が
う
ま
く
な
る
と' 

人
間
が
賢
く
な
る
よ
う
に
思 

う
。
大
間
違
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
人
間
を
弱
め
、
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
本
質
を
失
わ
さ
し
て
し
ま
う
。
無
限
の
能
力
を
与
え 

ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
自
分
が
勝
手
に
弱
め
て
い
る
。
戯
論
は
放
擲
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
本
来
の
能
力
と
は
何
か
。
真
面
目
に
考
え
る
。
 

考
え
ん
の
で
は
な
い
。
考
え
れ
ば
考
え
る
程
力
が
つ
い
て
く
る
。
力
が
つ
い
て
く
れ
ば
一
層
考
え
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
方 

は
病
気
に
な
ら
な
い
。
妄
想
を
描
い
て
い
る
と
病
気
に
な
る
。
僕
が
結
核
で
病
院
に
入
っ
た
時
で
す
が
、
い
つ
ま
で
も
病
院
に
入
っ
て
い 

た
ら
あ
そ
こ
に
す
ま
ん
と
か' 

費
用
が
か
か
っ
て
借
金
ど
う
す
る
か
と
考
え
る
。
そ
れ
が
病
気
に
一
番
悪
い
。
中
道
と
い
う
事
を
考
え
て 

い
た
ら
何
も
病
気
に
悪
い
事
は
な
い
。
ベ
ッ
ド
の
中
で
何
ん
ぼ
で
も
思
想
は
出
来
る
。
く
だ
ら
ん
妄
想
が
一
番
悪
い
と
医
者
が
い
っ
て
い 

た
。
又' 

字
引
な
ん
か
持
ち
込
ん
で
や
る
と
い
う
の
は
悪
い
。
本
を
取
り
寄
せ
て
い
る
者
が
、 

僕
ら
の
病
棟
に
い
た
。
同
志
社
の
三
回
生 

で' 

結
核
に
な
っ
た
が
、
彼
は
入
院
し
て
も
経
済
学
の
参
考
書
を
持
込
ん
で
い
る
。
中
に
は
設
計
師
が
い
て
、
設
計
の
定
規
ま
で
持
ち
込 

み
設
計
し
て
い
る
。
妙
な
癖
の
人
や
な
と
思
っ
た
。

正
し
い
事
考
え
れ
ば
考
え
る
程' 

そ
の
人
の
考
え
が
深
く
な
る
。
多
く
の
人
は' 

信
仰
と
は
考
え
ん
事
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は 

な
い
。
こ
れ
ま
で
忘
れ
て
い
た
よ
う
な
問
題
を
誤
魔
化
さ
ず
に
本
当
に
考
え
る
。
そ
れ
が
や
が
て
人
間
を
解
脱
に
導
く
。
苦
し
み
を
の
が 

れ
よ
う
と
思
い' 

苦
し
み
を
無
く
し
よ
う
と
思
っ
て
も
無
く
な
ら
な
い
。
苦
し
み
と
は
な
ん
ぞ
や
、
人
間
の
ど
の
部
分
が
苦
し
ん
ど
る
の 

か
、
苦
し
い
と
い
っ
と
る
の
は
ど
の
部
分
か
ら
出
と
る
の
か
と
、

一
々
検
討
し
て
み
る
。
そ
こ
に
初
め
て
苦
し
み
の
実
相
が
明
ら
か
に
な 

る
。
苦
し
み
の
実
相
が
分
れ
ば
、
無
く
す
る
必
要
は
無
い
。
満
足
し
て
自
然
に
苦
し
み
は
解
消
し
て
い
く
。
そ
れ
が
仏
教
の
自
覚
に
よ
る 

解
脱
で
す
。

自
覚
せ
ず
に
、
お
助
け
と
い
う
の
は
天
下
り
で
す
。
酒
に
酔
う
た
の
と
同
じ
で
す
。
そ
れ
は
す
ぐ
注
射
が
切
れ
る
。
又
、
阿
片
で
も
注

7



射
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ん
。
こ
こ
で
話
聞
い
て
い
る
間
は
救
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
家
へ
帰
っ
た
途
端
に
利
か
な
く
な
る
。
念
佛
に
よ 

っ
て
信
仰
を
得
る
と
、
信
仰
に
立
っ
た
世
界
観
が
開
け
て
く
る
。
科
学
に
立
っ
た
世
界
観
に
支
配
さ
れ
ず
世
界
を
支
配
し
て
い
く
。
科
学 

と
喧
嘩
す
る
の
で
は
な
い
。
喧
嘩
す
る
の
は
、
や
は
り
科
学
で
あ
ろ
う
。

信
仰
を
得
た
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
優
婆
提
舎
は
い
ら
な
い
。
信
仰
を
純
化
し' 

真
に
根
拠
づ
け
る
。
此
の
間
、
京
都
で 

「信
仰
の
自
律
性
」
と
い
う
話
を
し
た
。
行
っ
て
み
る
と' 

自
律
と
い
う
意
味
が
違
っ
て
い
る
。
自
立
と
書
い
て
あ
る
。
自
律
に
よ
っ
て 

自
立
出
来
る
。
独
立
と
か
自
立
は
一
般
論
で
あ
る
。
自
律
は
理
性
的
能
力
、
理
性
は
理
性
に
よ
っ
て
自
己
を
律
し
て
い
く
。
天
親
菩
薩
の 

一
心
は
自
督
の
こ
と
ば
と
い
う
。
自
律
に
近
い
。
自
ら
督
励
す
る
。
監
督
す
る
。
信
仰
は' 

学
問
や
道
徳
や
他
の
力
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ 

る
も
の
で
は
な
い
。
信
仰
は
信
仰
自
身
の
中
に
、
自
己
を
律
し
て
い
く
力
を
持
つ
。
そ
れ
を
信
仰
的
理
性
と
い
う
。
 

三
心
一
心
の
問
答
が
あ
り
ま
す
。
天
親
菩
薩
は
一
心
と
い
う
。

「
願
生
偈
」
は
一
心
偈
と
い
う
。

一
心
と
い
う
言
葉
は
『
阿
弥
陀
経
』 

に
も
あ
る
。
執
持
名
号
一
心
不
乱
と
い
う
。

「
願
生
偈
」
の
一
心
と
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
こ
と
ば
は
同
じ
で
も
意
味
が
違
う
。

一
心 

と
い
う
言
葉
で
も
『
浄
土
論
』
が
大
切
な
の
で
す
。
純
粋
な
一
心
を
本
願
成
就
の
一
心
と
い
う
。

一
心
は
我
々
に
成
り
立
つ
け
れ
ど
如
来 

の
心
で
あ
る
。
如
来
の
心
が
我
々
に
成
就
す
る
。
し
か
し
、
私
の
得
た
信
心
が
私
の
所
有
に
な
ら
な
い
。
私
よ
り
も
大
き
い
。
逆
に
信
心 

の
方
が
私
を
持
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
摂
取
不
捨
と
い
う
。
私
の
中
に
入
ら
な
い
。
私
を
超
え
て
私
を
包
む
。

『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
は
、
 

如
来
を
自
分
の
方
に
包
ん
で
い
る
。

『浄
土
論
』
の
方
は
、
如
来
が
私
を
包
ん
で
い
る
一
心
で
あ
る
。
如
の
心
を
三
心
と
い
う
。
三
に
対 

し
て
ー
と
い
う
。
何
か
そ
こ
に
三
と
ー
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
論
議
と
い
う
。
三
心
一
心
の
問
題
の
意
義
を 

明
ら
か
に
す
る
為
に
、
信
仰
の
自
律
性
と
い
う
事
が
あ
る
。
信
仰
の
中
に
信
仰
を
成
り
立
た
せ
る
力
を
持
つ
。
そ
れ
を
欲
生
と
い
う
。
欲 

生
我
国
は
願
の
魂
で
す
。
信
心
か
ら
願
が
出
て
く
る
の
で
な
い
。
願
か
ら
信
心
が
出
て
く
る
。
願
は
信
心
の
因
で
す
。
多
く
の
場
合
、
願 

は
信
心
の
果
だ
と
思
っ
て
い
る
。
願
は
信
心
の
因
だ
と
い
う
事
を
極
力
強
調
し
た
の
が
曽
我
教
学
で
あ
る
。
東
西
両
本
願
寺
の
教
学
は
願
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を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
出
来
た
ら
願
を
否
定
し
て
信
心
だ
け
に
し
よ
う
と
す
る
。
曽
我
教
学
だ
け
が
、
願
こ
そ
命
で
あ
る
。
願
は
先
験 

性
、
経
験
に
先
立
つ
。
信
の
中
に
あ
っ
て
信
を
超
え
て
い
る
。
先
験
は
如
来
の
心
だ
。
自
分
の
外
に
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
人
間
が
賜
っ 

た
信
心
を
得
る
と
、
そ
の
信
心
が
如
来
を
持
つ
。
自
己
を
起
え
て
自
己
を
包
む
如
来
を
持
つ
。
そ
れ
で
自
覚
に
な
る
。
自
分
よ
り
離
れ
た 

も
の
は
自
覚
で
は
な
い
。
信
仰
が
信
仰
自
身
に
満
足
す
る
。
信
仰
を
持
っ
た
事
が
救
い
で
あ
っ
て' 

信
仰
で
助
か
る
の
で
な
い
。
そ
う
い 

う
大
事
な
問
題
が
優
婆
提
舎
と
い
う
。

『
教
行
信
証
』
は
、
信
仰
を
賜
っ
た
喜
び
を
述
べ
る
為
に
造
っ
た
。
そ
れ

は

「教
行
」
二
巻
で
終 

っ
て
い
る
。

「
正
信
偈
」
で
一
応
終
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
自
然
に
仏
が
わ
か
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
二
晚
で
も
三
晩
で
も
寝
ず
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
信
仰
は
議 

論
以
上
で
あ
る
と
共
に
、
又
信
仰
が
信
仰
自
身
を
明
ら
か
に
す
る
議
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
優
婆
提
舎
と
い
い
ま
す
。
こ
ん
な
事
を
背 

景
に
し
て
「
入
出
二
門
偈
」
を
読
む
の
で
す
。

『
入
出
二
門
偈
』
を
見
る
と
、

「世
親
菩
薩
は
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、

一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま 

へ
り
。
無
导
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
、
こ
の
光
明
は
即
ち
諸
佛
の
智
な
り
」
、
そ
こ
ま
で
は
「
願
生
偈
」
の
第
一
行
と
第
二
行
で
す
。
「
願 

生
偈
」
自
身
か
ら
い
う
と
、
文
章
上
は
序
分
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
、

「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
無
し
。
究
竟
せ
る
こ
と
広
大
に
し 

て
虚
空
の
如
し
」
以
下
、

「彼
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
。

一
心
専
念
す
れ
ば' 

速
に
真
実 

功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
」
こ
れ
は
「
願
生
偈
」

の
正
説
分
か
ら
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
結
分
が
あ
る
け
れ
ど
、

こ
れ
は 

「
願
生
偈
」
の
序
分
と
正
説
分
か
ら
出
来
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、•

「菩
薩
は
五
種
の
門
に
入
出
し
て
、
自
利
利
他
の
行
成
就
し
た
ま
へ 

り
」
以
下
は
、

全
部
が
解
義
分
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

菩
薩
五
種
の
門
に
入
出
し
て
と
い
う
事
に
よ
っ
て
、

入
出
二
門
と
い
わ 

れ
る
。

『浄
土
論
』
で
は
そ
こ
か
ら
散
文
に
な
る
が' 

『
入
出
二
門
偈
』
で
は
親
鸞
は
全
部
偈
に
し
た
。

「
願
生
偈
」
の
形
を
留
め
つ
つ 

『
二
門
偈
』
は
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
入
出
二
門
偈
』
は
、

「
願
生
偈
」
の
中
に
本
来
含
ま
れ
て
い
る
意
義
を
露
に
し
て
く
る
の
で
す
。
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最
初
の
三
行
六
句
は
、

「
願
生
偈
」
の
序
分
の
二
行
に
依
っ
て
い
ま
す
。

「
願
生
偈
」
に

は

「
世
尊
我
一
心
」
、
「
我
依
修
多
羅
」
、
「
故 

我
願
生
彼
」
、
「我
願
皆
往
生
」
、
「
我
作
論
説
偈
」
と
五
ケ
所
に
我
と
い
う
字
が
置
い
て
あ
る
。
我
と
い
う
字
が
結
分
を
代
表
す
る
の
で
す
。
 

始
め
二
つ
は
序
分
で
あ
る
。
我
と
い
う
字
が
文
章
の
組
織
を
表
わ
す
。
必
要
に
し
て
十
分
な
る
数
だ
け
我
の
字
が
置
い
て
あ
る
。
 

『
十
住
毘
婆
娑
論
』
の
中
に
、
龍
樹
菩
薩
は
偈
文
を
造
っ
て
易
行
と
い
う
。
易
行
は
称
名
念
仏
、
本
願
の
名
号
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
あ
ら 

ゆ
る
一
切
の
諸
仏
諸
菩
薩
の
易
行
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
。
弥
陀
一
佛
を
諸
佛
の
中
に
置
い
て
み
る
と
、
四
方
の
佛
、
西
方
浄
土 

も
十
方
の
一
つ
で
す
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
佛
は
諸
佛
の
中
の
一
佛
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
に' 

阿
弥
陀
佛
の
易
行
が
唯
一
の
易
行
と
成
っ
て 

来
ま
し
た
。
浄
土
と
い
う
と
西
方
浄
土
と
い
う
。
本
来
い
う
と
十
方
に
浄
土
が
あ
る
が
、
皆
影
が
薄
れ
て
来
た
。
念
佛
と
い
え
ば
皆
念
佛 

が
あ
る
が
、

つ
い
に
阿
弥
陀
佛
の
名
が
念
佛
と
な
る
。
阿
弥
陀
佛
は
佛
の
名
前
で
あ
る
と
共
に
浄
土
の
名
前
で
あ
る
。
佛
と
土
と
一
つ
で 

す
。
自
分
自
身
を
浄
土
と
し
て
成
就
し
た
い
、
こ
れ
が
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
親

鸞

は

「真
佛
土
巻
」
 

に' 

佛
の
法
身
を
成
就
す
る
願
を
真
佛
土
の
願
に
し
て
あ
り
ま
す
。
光
明
と
い
う
事
を
誓
う
。
佛
も
亦
無
量
光
、
土
も
亦
無
量
光
明
土
と 

い
う
。
仏
も
国
土
も
光
で
皆
象
徴
す
る
。
仏
が
あ
っ
て
光
を
放
つ
の
で
な
い
。
光
が
仏
で
す
。
ど
こ
か
西
方
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
固
定 

的
に
あ
る
の
で
な
い
。
光
の
働
く
範
囲
が
浄
土
で
す
。
我
々
に
は
、
住
ん
で
い
る
穢
土
か
ら
見
る
と
浄
土
は
西
方
で
あ
る
が
、
浄
土
か
ら 

見
た
ら
、
全
世
界
が
浄
土
で
あ
る
。
尽
十
方
無
导
光
如
来
と
い
い
ま
す
。

「
願
生
偈
」
に
は
五
ケ
所
に
我
と
い
う
字
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
始
め
の
二
つ
は
序
分
を
代
表
し
て
い
ま
す
。
二
つ
の
意
味
を
満
足
し 

て
序
が
出
来
て
い
ま
す
。

「
世
尊
我
一
心
」
と
帰
命
の
心
を
述
べ
て
い
ま
す
。

『
浄
土
論
』
は
一
心
を
述
べ
た
が
、

一
心
に
は
背
景
が
あ 

る
。

世
尊
と'

尽
十
方
無
导
光
如
来
と
、

二
尊
に
賜
っ
た
一
心
を
述
べ
る
の
で
す
。

ニ
尊
に
帰
敬
し
、

二
尊
の
教
え
に
依
っ
て
『浄
土 

論
』
を
造
る
。
そ
し
て
二
尊
の
恩
に
奉
答
す
る
。

と
こ
ろ
が
曇
鸞
大
師
に
は
、

『
浄
土
論
』
を
解
釈
し
た
『
論
註
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
第
二
行
を
解
釈
す 

る
の
に' 

二
つ
の
解
釈
を
与
え
て
い
ま
す
。
第
一
は' 

優
婆
提
舎
の
意
義
を
成
ず
る
。

「
願
生
偈
」
の
偈
文
は
頌
で
あ
る
。
頌
が
論
議
と

10



い
う
の
は
お
か
し
い
。
論
議
は
韻
文
で
な
し
に
散
文
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
願
生
偈
」
は
優
婆
提
舎
な
る
「
願
生
偈
」
だ
か
ら
、
普
通
の 

偈
と
違
う
。
偈
は
感
情
を
述
べ
る
、 

し
か
し
た
だ
感
情
を
述
べ
る
の
で
は
な
い
。
感

情

は

「
得
生
者
の
情
」
で
あ
る
。

「得
生
者
の
情
な 

ら
く
の
み
」
と
い
い
ま
す
。
願
生
と
か
得
生
の
生
と
い
う
の
は
、
本
来
い
う
と
、
如
来
の
世
界
で
あ
っ
て
、
無
相
で
あ
り
、
無
生
と
い
わ 

ね
ば
な
ら
な
い
。
真
実
報
土
は
自
然
の
浄
土
、
そ
の
不
生
不
滅
の
世
界
に
帰
す
る
。
我
々
が
生
じ
滅
す
る
よ
う
な
世
界
が
帰
る
と
こ
ろ
の 

国
は
不
生
不
滅
の
世
界
で
す
。
法
性
の
都
と
い
う
。
都
は
京
都
で
あ
る
。
浄
土
は
如
来
の
京
都
で
あ
る
。
法
性
は
自
然
、
自
然
の
浄
土
と 

い
う
。
都
と
い
っ
て
も
古
代
の
都
は
国
で
す
。
舎
衛
城
と
い
う
町
の
名
前
が
舎
衛
国
を
表
し
て
い
ま
す
。

『
阿
弥
陀
経
』
が
説
か
れ
た
国 

と
い
っ
て
も
城
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
都
城
と
い
う
。
城
と
町
と
国
と
一
つ
で
あ
る
の
が
、
都
市
国
家
が
古
代
の
国
家
で
す
。
 

『
浄
土
論
』
の
中
に
、
阿
弥
陀
佛
の
事
が
出
て
い
ま
す
。

「
正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
善
く
住
持
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
。
阿
弥
陀
佛
に
よ 

っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
阿
弥
陀
佛
は
人
と
い
う
意
味
で
な
く
、
光
で
す
。
正
覚
の
智
慧
の
働
き
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
阿 

弥
陀
佛
の
光
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
世
界
は
、
人
に
統
一
さ
れ
る
必
要
の
無
い
世
界
で
あ
る
。
君
主
を
必
要
と
し
な
い
。

一
人
で
あ 

ろ
う
が
多
数
で
あ
ろ
う
が
、
人
間
に
統
一
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。

真
理
が
統
一
し
と
る
、

ダ
ル
マd

h
a
r
m
a

が
統
一
し
と
る
。
そ
こ
に 

サ
ン
ガS

a
m
g
h
a

が
あ
る
。

「
大
衆
を
統
理
し
て
一
切
無
导
な
ら
ん
」
と
い
う
の
で
す
。

何
の
為
に
「
願
生
偈
」
を
造
る
か
。
優
婆
提
舎
と
い
う
意
味
を
成
就
す
る
為
に
造
る
。
得
生
の
世
界
は
自
然
の
世
界
で
あ
る
。
自
然
の 

世
界
な
ら
無
生
無
滅
で
あ
る
。
無
生
と
い
う
感
情
は
無
い
、
無
生
は
理
で
す
。
無
生
無
滅
の
真
理
に
相
応
し
た
感
情
を
得
生
者
の
情
と
い 

う
。
今
日
で
は
純
情
と
い
う
。

一
心
が
純
朴
、
真
情
で
あ
る
。
妄
に
対
し
て
真
と
い
う
。
学
者
の
中
に
は' 

『
浄
土
論
』
の
情
を
否
定
す 

る
人
が
い
ま
す
。
得
生
者
の
情
は
妄
情
だ
と
い
う
。

「唯
識
論
」
の
人
な
ん
か
も' 

唯
識
と
い
っ
た
ら
情
識' 

情
識
は
妄
情
だ
と
い
う
。
 

妄
情
は
否
定
さ
る
べ
き
も
の
だ
け
れ
ど
、
情
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
は
無
理
で
は
な
い
か
。
人
間
は
感
情
を
持
っ
た
者
で
す
。
そ
れ
な 

ら
死
ぬ
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
妄
情
に
支
配
さ
れ
て
い
る
状
態
か
ら
、
真
理
に
相
応
す
る
よ
う
な
感
情
に
転
ず
る
の
で
す
。
否
定
す
る
の 

で
も
な
い
し' 

そ
の
ま
ま
で
も
な
い
。
感
情
を
転
ず
る
。
真
理
に
相
応
す
る
感
情
を
真
情
と
い
う
。

「
願
生
偈
」
は
愚
痴
を
述
べ
た
の
で
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は
な
い
。
真
情
を
述
べ
た
。

願
生
彼
国' 

即
得
往
生
の
感
情
を
述
べ
た
の
で
す
。

浄
土
を
た
だ
願
っ
て
い
て
、

ま
だ
得
ん
と
い
う
の
で 

は
な
い
。

浄
土
を
願
う
と
共
に
、

そ
の
願
い
に
生
き
る
、

願
生
の
外
に
得
生
は
無
い
。

浄
土
を
願
う
心
に
救
わ
れ
て
い
く
。
得
生
す
る 

が
故
に
一
層
願
わ
ず
に
お
れ
な
い
。

得
生
を
安
住
と
い
う
。

願
生
は
立
ち
上
が
る
の
で
す
。

安
住
し
た
と
い
う
意
味
が
信
仰
感
情
で
あ 

る
。
立
ち
上
が
る
と
い
う
事
は' 

得
生
し
て
得
生
た
ら
し
め
る
よ
う
な
も
っ
と
深
い
根
源
を
願
生
す
る
の
で
す
。
得
生
は
安
住
の
心
で
し 

よ
う
が
、

立
ち
上
が
る
と
こ
ろ
に
安
住
が
あ
る
。

立
ち
上
が
ら
ず
に
安
住
し
て
い
た
ら
堕
落
で
あ
る
。

安
心
と
い
っ
て
も
肩
の
荷
が
お 

り
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
み
ん
な
そ
ん
な
処
に
落
ち
つ
き
た
が
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
停
滞
し
た
水
み
た
い
な
も
の
で
腐
っ
て
し
ま
う
。
 

「念
佛
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
」
、
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
信
仰
の
生
命
が
あ
り
ま
す
。
「
お
も
ひ 

た
つ
」
と
こ
ろ
に
、
精
神
年
令
の
若
さ
が
あ
る
。
安
住
し
た
ら
、
ボ
ケ
た
年
寄h

で
あ
る
。
隠
居
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
聞
法
し
て
い
る
。
 

世
の
中
は
終
っ
た
。
あ
と
は
死
ん
で
か
ら
先
の
事
だ
と
い
う
。
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
と
い
う
人
間
に
、
初
め
て
宗
教 

が
必
要
に
な
る
。
年
寄
り
に
は
い
ら
な
い
の
で
す
。

安
座
し
た
仏
様
も
あ
る
。
正
覚
の
阿
弥
陀
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
仏
様
も
あ
る
。
こ
れ
は
本
願
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
仏 

の
悟
り
を
象
徴
し
て
い
る
の
は
安
座
し
て
い
る
。
得
生
、
願
生
の
生
は
感
情
を
表
わ
す
。
無
生
の
真
理
に
相
応
し
た
感
情
を
表
わ
す
の
で 

す
。

「
願
生
偈
」
は
、

一
心
得
生
者
の
情
を
述
べ
た
。
だ
か
ら
讃
歌
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
得
生
を
通
し
、
内
観
し
て
願
生
を
明
ら
か
に 

し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
「故
」
と
い
う
。

「
故
我
願
生
彼
」
と
い
う
。
故
と
い
う
一
字
が
優
婆
提
舎
を
表
わ
す
の
で
す
。
自
分 

と
い
う
も
の
は
、
こ
の
自
分
で
な
し
に' 

も
っ
と
深
い
自
分' 

本
当
の
自
分
が
あ
る
は
ず
だ
。
本
当
の
自
分
の
声
に
呼
び
覚
さ
れ
た
自
覚 

を
願
生
と
い
う
。
願
生
の
生
は
、
感
情
を
表
わ
す
と
共
に
、
自
覚
を
表
わ
す
の
で
す
。

次
の
第
二
行
は
「我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
、

説
願
偈
捻
持
與
佛
教
相
応
」
。

真
実
功
徳
を
捻
持
す
る
方
法
が
偈
で
す
が
、
偈
に
依
っ 

て
仏
教
と
相
応
し
た
い
。
説
く
の
は
勝
手
に
説
く
の
で
は
な
い
。

『
無
量
寿
経
』
に
依
っ
て
説
く
。
御
経
に
よ
っ
て
尽
十
方
無
导
光
如
来 

の
本
願
に
目
覚
め
る
事
が
出
来
た
。
そ
こ
に
二
尊
に
応
え
る
。
世
尊
を
受
け
て
修
多
羅
と
い
い' 

尺
十
方
無
碍
光
如
来
を
受
け
て
真
実
と
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い
う
。
仏
教
か
ら
出
て
仏
教
を
完
成
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
が
阿
毘
達
磨
、
優
婆
提
舎
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
応
え
る
の
が
論
の
仕
事 

で
す
。
た
だ
助
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
は
阿
羅
漢
で
す
。
阿
羅
漢
は
仏
に
依
っ
て
生
ま
れ
た
け
れ
ど
、
仏
を
生
ま
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
仏 

教
か
ら
生
ま
れ
て
、
新
し
い
仏
教
を
造
っ
て
い
く
。
救
う
教
え
が
完
成
す
る
為
に
は
、
救
わ
れ
た
人
間
が
出
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

救
う
教
え
が
救
う
教
え
に
止
ま
っ
た
ら
教
理
に
な
っ
て
し
ま
う
。
今
日
仏
教
が
衰
え
て
い
る
の
は
何
で
あ
る
か
。
教
理
に
な
っ
て
い
る
か 

ら
で
す
。
色
ん
な
と
こ
ろ
で
法
話
も
あ
る
し
講
義
も
あ
る
け
れ
ど
、
教
理
を
述
べ
て
い
る
。
聞
く
人
も
い
ろ
い
ろ
筆
記
し
た
り
し
て
教
理 

を
覚
え
て
い
る
。
だ
か
ら
蓮
如
上
人
は' 

「
心
得
た
と
思
ふ
は
心
得
ぬ
な
り
」
と
い
う
。
聖
道
門
が
滅
ん
だ
の
は
、
教
理
に
な
っ
た
か
ら 

で
す
。
人
間
が
い
な
い
。
あ
っ
ち
の
講
習
会' 

こ
っ
ち
の
講
習
会
と
聞
い
て
い
る
け
れ
ど' 

皆
教
師
の
養
成
で
す
。
田
舎
回
り
の
教
師
が 

出
来
る
だ
け
で
す
。

一
番
大
事
な
の
は
、
金
や
知
恵
が
無
い
事
で
は
な
い
。
無
い
事
を
不
幸
と
思
う
の
が
無
明
で
あ
る
。
貧
乏
で
あ
ろ
う 

が
そ
ん
な
事
は
問
題
で
は
な
い
。
独
立
者
が
生
ま
れ
た
、
そ
れ
が
仏
法
興
隆
で
あ
る
。
真
理
に
よ
っ
て
人
間
が
生
ま
れ
、
生
ま
れ
た
人
間 

に
よ
っ
て
真
理
が
虚
し
く
な
い
事
を
証
明
す
る
。
働
く
真
理
で
す
。
仏
法
を
い
た
だ
い
た
人
間
が
仏
法
を
成
就
し
て
い
く
。
連
続
無
窮
で 

す
。
人
類
の
最
後
ま
で
尺
く
す
。
如
来
か
ら
生
ま
れ
如
来
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に' 

個
が
救
わ
れ
て
い
く
。
路
傍
の
石
に
過
ぎ
ん
よ
う
な 

人
間
が
荘
厳
浄
土
に
参
加
さ
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
が
大
乗
的
救
い
で
す
。
優
婆
提
舎
の
事
業
で
す
。
優
婆
提
舎
の
意
味
を
成
就
す
る
の
が
、
 

『
願
生
偈
』
を
造
る
意
図
で
す
。

と
こ
ろ
で
曇
鸞
大
師
は
、

「
成
上
起
下
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
こ
で
何
所
依
、
何
故
依
、
云
何
依
と
い
わ
れ
、
依
と
い
う
字
が
あ
る
。
 

何
所
依
、
何
に
依
る
か
。
修
多
羅
に
依
る
。
何
故
依
る
。
真
実
だ
か
ら
依
る
。
真
理
の
こ
と
ば
に
依
る
。
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
る
と
ー 

語
で
読
む
が' 

何
に
依
り' 

何
故
に
依
る
か
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

五
念
門
に
依
っ
て
説
く
。
五
念
門
の
行
に
よ
っ
て
仏
教
と
相
応
す
る
。
た
だ
文
章
を
書
い
て
相
応
し
た
の
で
は
な
い
。
仏
教
の
教
え
に 

生
き
る
。
本
願
に
出
遇
っ
た
ら
、
本
願
の
お
客
さ
ん
で
は
な
く
、
出
遇
っ
た
本
願
の
主
と
な
り
、
本
願
を
行
ず
る
。
生
活
を
以
て
答
え
る
。
 

そ
う
す
る
と
、
依
が
全
部
に
係
る
。
普

通

『
浄
土
論
』
の
五
念
門
は
、

「
解
義
分
」
の
意
味
と
し
か
考
え
な
い
。
教
理
で
あ
る
と
。
そ
う
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で
は
な
い
。

「
願
生
偈
」
を
造
る
事
が
五
念
門
の
行
で
あ
る
。
我
々
が
聖
典
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
を
明
瞭
に
し 

て
い
く
。
そ
う
で
な
い
と' 

論
文
書
い
て
も
名
利
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
な
く
し
て
五
念
門
の
行
を
行
ず
る
。
仏
教
を
実
践
す
る
行
が
論 

文
で
あ
る
。
論
文
も
行
の
一
つ
だ
。
行
者
は' 

ア
ル
バ
イ
タ
ー 

A
r
b
e
B
e
r

で
あ
る
。

「
願
生
偈
」
が
五
念
門
で
あ
る
。
曇
鸞
大
師
は' 

「
願
生
偈
」
を
五
念
門
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
。
第
一
行
の
「
世
尊
我
一
心
、
帰
命
尺
十
方
、
無
碍
光
如
来
、
願
生
安
楽
国
」
 

と
い
う
中
に' 

五
念
門
の
中
の
三
念
門
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
帰
命
は
礼
拝
門
、
尺
十
方
無
碍
光
如
来
は
讃
嘆
門
、
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀 

佛
が
讃
嘆
門
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
佛
の
本
願
に
救
わ
れ
た
人
が' 

救
っ
た
本
願
の
徳
を
讃
嘆
す
る
。
願
生
が
作
願
門
で
あ
る
。
次
に
、
 

観
彼
世
界
相' 

観
佛
本
願
力
と
い
う
か
ら
、
観
察
門
で
あ
る
。
正
説
分
の
第
三
行
か
ら
二
十
三
行
ま
で
が
観
察
門
で
あ
る
。

一
番
最
後
は
、
 

廻
向
門
と
い
う
。

「
願
生
偈
」
は' 

願
生
心
と
い
う
宗
教
的
動
機
か
ら
造
っ
た
。
故
に
願
生
心
に
帰
っ
て' 

願
生
心
の
意
味
を
成
就
す
る
。
 

「
我
作
論
説
偈' 

願
見
弥
陀
佛
」
と
い
う
、 

我
れ
論
を
造
り
偈
を
説
く
、
願
わ
く
ば
阿
弥
陀
佛
を
見
た
て
ま
つ
り
、

一
切
衆
生
と
共
に
往 

生
し
た
い
。
そ
の
共
と
い
う
字
が
大
事
で
す
。
願
生
道
は
普
遍
の
大
道
で
あ
る
。
故
に
安
楽
国
は
共
同
の
国
で
す
。
共
同
の
世
界
に
生
き 

る
の
が
人
間
の
救
い
で
す
。
個
人
を
超
え
る
、
宿
業
の
世
界
に
生
き
て
い
る
個
人
で
終
っ
て
し
ま
え
ば' 

独
生
独
死
独
去
独
来
で
す
。
共 

同
と
い
う
事
は
一
つ
も
無
い
。
そ
う
い
う
孤
独
か
ら
救
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
大
き
な
宗
教
心
か
ら
起
こ
っ
て
「
願
生
偈
」
を 

造
っ
た
。
だ
か
ら
荘
厳
浄
土
の
如
来
の
事
業
に
参
加
す
る
。
そ
れ
が
廻
向
で
あ
る
。
こ
れ
を
成
上
と
い
う
。
上
の
三
念
門
を
成
じ
、
下
の 

二
念
門
を
呼
び
起
こ
し
て
く
る
。
成
上
起
下
は
全
部
が
五
念
門' 

本
文
と
し
て
連
続
さ
せ
る
。

天
親
菩
薩
は
「
願
生
偈
」
と
い
い
、
曇
鸞
大
師
は
「
五
念
偈
」
と
い
い' 

親

鸞

は

「
一
心
偈
」
と
い
う
。
同
じ
偈
文
で
も
、
意
義
が
次 

第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

全
部
が
本
文
と
見
る
解
釈
に
立
つ
と
、
第
一
行
に
だ
け
一
心
が
あ
る
が
、

「
願
生
偈
」
全
体
が
一
心
と
い
う
の
で
す
。
三
種
荘
厳
浄
土 

も
、

一
心
の
外
に
無
い
。

『
教
行
信
証
』
は
、

「証
巻
」
で
一
応
結
ば
れ
る
。

『
教
行
信
証
』
は
、
衆
生
に
あ
る
。
衆
生
の
自
覚
が
如
来 

の
門
を
開
く
。

そ
の
如
来
の
世
界
を
述
べ
る
の
が
第
六
「真
佛
土
巻
」
で
す
。

『
教
行
信
証
』

を
以
て
、

南
無
を
述
べ' 

第

五
の
「
真
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佛
土
巻
」
を
以
て
阿
弥
陀
佛
を
述
べ
る
。
南
無
を
通
し
て
阿
弥
陀
佛
を
述
べ
る
の
で
す
。

『
大
無
量
寿
経
』
は
、
廻
向
の
教
学
で
す
。

『
浄
土
論
』
、
『
論
註
』
に
よ
っ
て
廻
向
の
教
学
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
願
成
就 

文
に
は' 

「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
」
と
苟
る
。
至
心
廻
向
を
本
願
に
溯
れ
ば
第
二
十
願
に
あ
り
ま
す
。
本
願
成
就
は' 

根
本
の
本
願 

の
成
就
で
あ
る
。
念
佛
往
生
の
願
の
成
就
で
あ
る
。
し
か
し
、
至
心
廻
向
は
、
第
二
十
願
に
あ
る
。
第
二
十
願
の
成
就
で
念
佛
往
生
の
願 

と
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
親
鸞
は
、

「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
」
と
区
別
し
た
。
こ
の
区
別
が
出
来
た
の
は
、

『
論
』
と

『
論
註
』
に
依 

っ
た
か
ら
で
す
。
廻
向
門
を
説
い
た
の
が
五
念
門
で
あ
る
。
入
出
二
門
と
い
う
事
が
非
常
に
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
が
そ
こ
で
す
。
曇
範 

大
師
は' 

他
力
廻
向
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。

「
云
何
が
廻
向
し
た
ま
え
る
。

一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く'

廻
向
を
首
と
為
し
て
大
悲
心
を
成
就
し 

た
ま
え
る
が
故
に
」
と
。
親
鸞
は
こ
れ
を
何
返
も
反
復
し
て
読
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
論
』
の
こ
と
ば
の
中
に
親
鸞
は
自
分
を
見
い
出 

し
て
こ
ら
れ
た
。
如
来
因
位
法
蔵
の
精
神
、
廻
向
心
に
触
れ
た
。
自
分
の
努
力
で
救
わ
れ
た
と
い
う
情
け
な
い
も
の
で
は
な
い
。
如
来
因 

位
の
精
神
が
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
曇
鸞
大
師
は
、
感
動
し
て
往
還
の
二
廻
向
と
い
う
も
の
を
開
か
れ
た
。
廻
向
は
、
普
通 

因
位
の
五
念
門
で
す
。
最
後
に
五
功
徳
門
が
述
べ
て
あ
る
。
果
は' 

利
他
教
化
の
益
、
園
林
遊
戯
で
す
。
園
林
遊
戯
と
い
う
事
が
、
廻
向 

の
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
だ
か
ら' 

一
如
の
因
果
で
あ
る
。
廻
向
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
果
と
い
う
よ
り' 

園
林
遊
戯
す
る
事
が
真 

に
廻
向
を
完
成
す
る
。
本
当
の
廻
向
と
い
う
の
は
、
因
に
よ
っ
て
果
を
成
ず
る
と
共
に
、
果
に
よ
っ
て
又
因
を
成
就
す
る
。
た
だ
一
方
的 

な
ら' 

因
の
廻
向
に
よ
っ
て
果
が
成
就
す
る
。
因
に
力
が
あ
る
、
果
は
自
然
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
何
も
意
味
は
無
い
。
し
か
し
、
果 

が
又
因
を
成
就
す
る
。
因
が
果
と
な
れ
ば
、
果
が
か
え
っ
て
因
と
な
る
。
こ
こ
に
還
相
廻
向
が
あ
る
。
普

通

『
浄
土
論
』
だ
け
見
て
お
れ 

ば' 

往
相
廻
向
だ
け
で
還
相
廻
向
は
無
い
。
曇
鸞
大
師
は
、
廻
向
の
概
念
を
拡
大
し
た
。
浄
土
論
の
廻
向
門
の
文
章
を
何
遍
と
な
く
反
復 

読
誦
し
、
そ
こ
に
新
し
い
感
銘
を
得
ら
れ
た
の
で
す
。
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も
し
も
、

『
浄
土
論
』
に
廻
向
門
が
無
け
れ
ば
、
本
願
成
就
の
文
は
、

「
至
心
に
廻
向
し
て
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
二
十
願
と
な
り
、
 

十
八
願
成
就
が
無
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

『
願
生
偈
』
は

『
無
量
寿
経
』
か
ら
出
た
『
論
』
だ
け
ど
、

『
無
量
寿
経
』
に
劣
ら
ぬ
意
義 

を
持
っ
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
殺
す
も
生
か
す
も
『
浄
土
論
』
に
あ
る
。
五
念
門
の
行
に
於
け
る
入
出
ニ
門
が
非
常
に
深
い 

意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
曇
鸞
大
師
は
「
五
念
偈
」
と
い
う
。
親
鸞
は
更
に
「
一
心
偈
」
と
い
う
。

「
願
生
偈
」
、

「
五
念
偈,r

 

「
一
心
偈
」
と
、
皆
、
天
親
菩
薩
の
こ
と
ば
が
、
天
親
菩
薩
を
超
え
て
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
行
四
句
は
三
念
門
を
成
就
す
る
け
れ
ど' 

一
心
を
述
べ
て
あ
る
第
一
行
第
一
句
の
一
心
は
、
五
念
門
の
中
に
入
ら
な 

い
。
だ
か
ら
、

「
帰
命
尽
十
方' 

無
碍
光
如
来
、
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
の
は
、

一
心
を
述
べ
た
の
で
す
。
帰
命
は
形
の
無
い
願
い
で
非 

常
に
内
面
的
で
あ
る
。
帰
命
と
い
う
も' 

如
来
と
い
う
事
も' 

願
生
と
い
う
事
も
、 

極
め
て
内
面
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
礼 

拝
と
い
っ
た
ら
形
が
あ
る
。
願
生
の
願
は
形
が
無
い
け
れ
ど
、
作
願
の
作
は
形
が
あ
る
。
作
は
願
を
起
こ
す
。
形
の
無
い
一
心
を
形
で
表 

わ
し
た
。
形
は
形
無
き
も
の
の
形
で
あ
る
。

一
心
と
礼
拝
と
は
違
う
。

一
心
は
内
面
的
に
深
い
。
だ
か
ら
、
帰
命
は
礼
拝
で
あ
る
が
、
礼 

拝
は
必
ず
し
も
帰
命
で
は
な
い
。

一
面
は
内
面
的
で
形
が
無
い
し
、

一
面
は
形
が
あ
る
。
混
乱
し
て
は
い
け
な
い
。
互
い
に
相
い
照
ら
し 

合
う
。
礼
拝
は
、
形
の
無
い
深
い
も
の
を
内
に
持
っ
て
い
る
。
帰
命
を
象
徴
し
て
い
る
。

一
心
は
、
我
々
が
五
体
投
地
す
る
意
義
を
持
つ
。
 

南
無
と
い
っ
た
時
に
は
、
全
身
を
投
げ
出
す
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
。
曇
鸞
大
師
は
こ
の
よ
う
に
相
い
照
し
て
解
釈
せ
ら
れ
た
。

「
願
生 

偈
」
を

「
五
念
偈
」
と
い
う
解
義
分
を
以
て
、

「
願
生
偈
」
の
内
に
本
来
持
っ
て
い
る
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
天
親
菩
薩
に
は
必
要 

は
無
い
。
自
分
で
書
い
た
も
の
だ
か
ら
。
し
か
し
人
に
は
必
要
が
あ
る
。

解
義
分
は
親®

の
御
自
釈
み
た
い
な
も
の
で
す
。

『
教
行
信
証
』
は
文
類
で
す
。
文
類
の
要
点
を
結
ぶ
為
に
親
鸞
の
こ
と
ば
が
挾
ま
れ 

て
い
る
。
親®

は' 

私
に
釈
す
る
と
い
う
。
文
類
の
方
は
公
け
の
も
の
で
す
。
し
か
し' 

我
々
か
ら
見
れ
ば' 

私
の
言
葉
が
な
い
と
公
け 

に
読
め
な
い
。
だ
か
ら
、
解
義
分
が
五
念
門
と
い
う
意
義
を
持
つ
の
は
大
き
な
意
義
で
す
。
解
義
分
が' 

「
願
生
偈
」
に
そ
な
わ
っ
て
い 

る
意
義
を
解
釈
し
た
。
解
義
分
全
体
が
五
念
門
だ
と
す
る
と
、

「
願
生
偈
」
全
体
が
五
念
門
の
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
な
い
と
い
け
な
い
。
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五
念
門
の
菩
薩
行
は
、

「
願
生
偈
」
の
中
の
文
章
の
意
義
を
分
析
し
て
見
い
出
し
た
意
義
で
は
な
い
。

「
願
生
偈
」
の
背
景
で
あ
る
。
五 

念
門
の
行
の
実
践
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
願
生
偈
に
述
べ
て
あ
る
一
心
が' 

こ
う
い
う
意
味
を
持
つ
。
解
義
分
は
感
得
し
た
も
の
で
あ 

・
ま ̂
9
0

五
念
門
の
念
は
念
佛
で
あ
る
。
本
願
に
は
「
乃
至
十
念
」
と
い
い
、
成
就
文
で
は
「
乃
至
一
念
」
と
い
う
。

『
大
無
量
寿
経
』
下
巻
に 

は' 

一
番
始
め
に
「信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
」
の
一
念
と
い
い
、

一
番
最
後
に
「
歓
喜
踊
躍
し
乃
至
一
念
せ
ん
」
の
一
念
と 

い
う
。

始
め
の
は
成
就
の
一
念
、

後
の
は
流
通
の
一
念
で
あ
る
。

そ
れ
を
親
鸞
は
、

始
め
に
出
て
い
る
の
は
「
信
の
一
念
」
と
い
う
。
 

終

り
の
を

「行
の
一
念
」
と
い
う
。

一
念
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
信
の
一
念
と
行
の
一
念
と
区
別
が
あ
る
事
を
親S

は
見
い
出
し
た
の
で 

す
。
行
の
一
念
に
即
し
て
信
の
一
念
を
見
い
出
し
た
。
念
佛
に
即
し
て
信
心
を
見
い
出
し
た
。
法
然
上
人
は
念
佛
往
生
、 

親
鸞
は
信
心
成 

佛
だ
と
、
信
心
の
教
え
は
親
鸞
、
念
佛
の
教
え
は
法
然
だ
と
い
う
話
で
は
な
い
。
念
佛
の
要
点
は
信
に
あ
る
。
声
を
出
す
の
が
念
佛
で
は 

な
い
。

弥
陀
た
の
む
と
い
う
の
が
信
の
念
佛
で
す
。

だ

か
ら

「
信
心
を
要
と
す
」
と
い
う
の
で
す
。

「念
佛
を
往
生
の
本
と
為
す
」
、
念 

佛
を
本
と
為
す
の
は
源
信
僧
都
以
来
の
伝
承
で
す
。
念
佛
が
本
、
そ
れ
が
本
願
の
精
神
で
あ
る
。
で
は
、
本
願
の
精
神
の
要
点
は
ど
こ
に 

あ
る
か
。
我
々
が
安
心
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
念
佛
の
要
点
を
信
心
と
い
う
。
念
佛
の
代
り
に
信
心
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 

「
願
生
偈
」
全
体
が
一
心
で
す
。

一
心
に
五
念
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。

一
心
の
背
景
と
し
て
五
念
が
あ
る
。
行
に
信
を
具
す
る
の
で
は 

な
い
。
信
に
行
を
具
す
る
の
で
す
。
信
は
心
、
心
と
い
う
も
の
は
主
体
性
で
あ
る
。
先
に
捻
持
と
い
っ
た
が
、

一
心
が
捻
持
し
て
い
る
。
 

本
願
に
感
動
す
れ
ば
、
感
動
の
中
に
五
劫
思
惟
の
本
願
全
体
を
完
備
し
て
い
る
。
本
願
の
主
と
な
る
の
で
す
。
行
を
具
し
て
い
る
。

一
心 

が

「
願
生
偈
」
の
体
で
あ
り' 

一
心
と
い
う
体
に
備
っ
て
い
る
意
義
が
五
念
で
あ
る
。

「
願
生
偈
」
の
方
は
、
五
念
の
義
を
備
え
て
い
る 

体
と
し
て
の
一
心
を
述
べ
た
。

一
方
、
体
に
備
っ
て
い
る
意
義
を
、
五
念
門
の
行
が
展
開
し
て
来
た
の
が
解
義
分
で
あ
る
。

一
心
を
述
べ 

た
偈
文
の
意
義
と
い
う
よ
り
、

一
心
が
持
っ
て
い
る
意
義
で
あ
る
。
こ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

(

本
講
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責
秦)
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