
人

間

と

社

会

!

和
讃
の
諸
問
題!

金 

子 

大 

榮 

『
高
僧
和
讃
』
に
入
っ
て
か
ら
の
第
四
回
目
で
す
。
ど
う
い
う
題
目
に
し
よ
う
か
な
、
「人
間
と
社
会
」
、
或

い

は

「
人
間
世
界
」
と
い 

う
こ
と
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
或
い
は
も
っ
と
簡
単
に
世
界
観
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
こ
の
間
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
イ 

ン
ド
の
仏
教
は
そ
こ
で
仏
教
が
出
来
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
最
も
関
心
を
置
か
れ
た
こ
と
は
、
自
然
と
人
間
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
、
こ
う
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
自
然
を
背
景
と
し
て
人
間
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
青
年
時
代
の
宗
教
心
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
他
に
考
え
ら
れ
る
こ
と 

は
、
自
然
の
道
理
、
或
い
は
宇
宙
の
根
本
原
理
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
真
実
を
客
観
的
に
見
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
 

そ
れ
が
龍
樹
に
お
け
る
思
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
自
覚
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
 

自
覚
の
内
に̂

い
て
そ
う
い
う
こ
と
を
見
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
世
親
の
教
学
が
出
て
き
た
。
そ
の
中
観
と
瑜
伽
と
の
教
学 

か
ら
浄
土
教
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
見
開
い
た
も
の
が
、
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
世
親
の
『
浄
土
論
』
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ 

と
を
、
こ
の
間
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
中
国
に
い
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
移
植
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
イ
ン
ド
思
想
と
い
う
も
の
を
移
し
て
き
た
の
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で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
中
国
仏
教
を
研
究
す
る
上
に
お
き
ま
し
て
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
中
道
と
い
う
よ 

う
な
考
え
で
も' 

最
初
に
中
国
人
が
考
え
た
「中
」
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
仏
教
で
言
お
う
と
す
る
「中
道
」
と
い
う
も
の
と
は
ず 

い
ぶ
ん
異
な
っ
て
お
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
中
道
と
い
う
こ
と
は
殊
に
中
国
で
は
天
台
宗
で
説
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
天
台
宗
で
説
く
と 

こ
ろ
の
中
道
と
い
う
も
の
は
、
龍
樹
の
『
中
論
』
に
あ
り
ま
す
中
道
と
い
う
も
の
と
余
程
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
龍
樹
の
『
中
論
』
に
あ 

る
の
は
、
 

空
で
も
な
い' 

有
で
も
な
い
不
有
不
空
と
い
う
そ
の
「
中
」
な
の
で
あ
り
ま
す
が' 

従
っ
て
二
諦
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
天
台 

に
な
る
と
三
諦
、
 

空
仮
中
の
三
諦
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
余
程
意
味
が
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で' 

浄
土
教 

と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
特
に
中
国
に
お
い
て
問
題
と
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
を
解
く
も
の
と
し
て
浄
土
教
と
い
う
も 

の
を
見
て
い
こ
う
と
い
う
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
か
ら' 

こ
の
曇
鸞
・
道
綽 

・
善
導
を
見
ま
す
と' 

そ
れ
ぞ
れ
の
お
念
仏
は
異
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
の
時
代
と
か
社
会
と
か
と
い
う
も
の
を
問
題
と
し 

て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
通
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
番
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ま
ず
曇
鸞
で
あ
り
ま
す
が
、
 

曇
鸞
の
『
論
註
』
を
開
き
ま
す
と
「謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
案
ず
る
に
云
わ
く'

菩
薩
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
二
種 

の
道
あ
り
。

ー
に
は
難
行
道' 

二
に
は
易
行
道
な
り
」
と
。
そ
の
う
ち
五
濁
の
世
・
無
仏
の
時
に
お
い
て
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
こ
と
は
は 

な
は
だ
難
い
と
、

「
五
濁
の
世
・
無
仏
の
時
」
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
、
と
て
も
難
行
で
は
で
き
な
い
、
易
行
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と 

い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
昔
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
龍
樹
で
は
「行
体
の
難
」
、
難
行
易
行
と
い
う
こ
と
は
行
い
そ
の
も
の
が
因
難
で
あ
る
か
、
 

或
い
は
容
易
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
菩
薩
道
と
い
う
も
の
は
声
聞
縁
覚
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
っ
て
あ
く
ま
で
も' 

ど
ん
な 

困
難
が
あ
っ
て
も
菩
薩
道
を
貫
こ
う
と
い
う
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
へ
い
く
と
お
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に 

容
易
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
行
そ
の
も
の
の
難' 

こ
れ
を
行
体
の
難
と
言
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
曇
鸞
の
場
合
に
は
行
体
で 

は
な
く
て
、
「行
縁
の
難
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
事
情
が
他
に
あ
る
の
で
あ
る
。
行
い
そ
の
も
の
よ
り
は'

そ
う
い
う
こ
と
を
行
わ
せ
な
い
よ
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う
な
状
態
に
意
味
を
変
え
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
行
縁
の
難
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
行
縁
の
難
と
し
て
「粗 

五
三
を
挙
げ
て
以
て
そ
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
」
と' 

そ
こ
に
五
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
五
つ
の
理
由
と
い
う
も
の
は
、
 

見
方
に
よ
っ
て
は
世
の
中
、
現
実
の
世
の
中
と
い
う
も
の
は
こ
の
通
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も 

い
い
で
し
ょ
う
。

第
一
に
は
、
「外
道
の
相
善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
」' 

破
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
曇
鸞
が
考
え
て
い
た 

の
か
、
或
い
は
曇
鸞
の
時
代
に
お
い
て
は' 

ど
う
い
う
こ
と
が
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
『
論
註
』
そ
の
も 

の
の
上
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
研
究
し
て
欲
し
い
こ
と
な
ん
で
す
が
、
で
も
私
と
し
て
は
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
そ
も
そ
も
現
代
に
お
け
る
平 

和
問
題
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
い
出
す
。
「外
道
の
相
善
」
、
外
道
と
い
う
の
は
仏
教
以
外
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
以
外
の
相
善
、
相
善
と 

は
形
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
相
善
と
い
う
こ
と
は
、
似
せ
て
い
る
。
ど
こ
か
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
菩
薩
道
と 

似
て
い
る
。
平
和
問
題
と
か
ね
、
社
会
主
義
と
か
い
う
も
の
は
外
道
の
相
善
で
あ
っ
て' 

そ
れ
は
形
の
上
か
ら
来
ま
す
か
ら
ね
。
自
由
と 

い
い
、
平
等
と
い
い
、
み
な
形
の
上
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
菩
薩
の
法
は
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
大
乗
菩
薩
の 

精
神
と
い
う
も
の
は
純
粋
精
神
的
な
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
平
和
と
い
う
問
題
を
提
起
し
ま
し
て
も
、
と
に
か
く
人
間
が
精
神
的
に
改 

ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
外
道
の
方
で
は
、
そ
の
精
神
な
ん
て
い
う
こ
と
を
言
っ
て
も
、
 

そ
れ
よ
り
は
す
べ
て
の
権
利
も
義
務
も
平
等
、
出
来
れ
ば
財
産
も
平
等
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
み
な
似
て
い
る
。
似
て
い
て
混
乱 

し
て
い
る
。
そ
の
混
乱
の
事
情
は
今
更
僕
が
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
仏
教
の
大
家
で
平
和
を
説
く
人
も' 

結
局
は
社
会
主 

義
的
な
思
想
に
な
っ
て
い
る
人
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、
結
局
は
外
道
だ
と
言
う
け
れ
ど
も
、
外
道 

の
や
り
方
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
本
当
に
大
乗
精
神
で
あ
ろ
う
か
。
大
乗
の
精
神
と
い
う
も
の
の
平
等
と
そ
れ
か
ら
人 

間
の
考
え
て
い
る
平
等
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
ま

ず

「外
道
の
相
善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る 

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
は
、

「声
聞
自
利
に
し
て
大
慈
悲
を
障
え
る
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ま
あ
龍
樹
が
言
ら
て
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お
ら
れ
る
、
自
分
さ
え
救
わ
れ
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
声
聞
根
性
で
あ
っ
て
は
菩
薩
道
に
背
く
と
言
っ
て
あ
る
か
ら
、
 

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
曇
鸞
は
受
け
て
読
む
の
で
あ
る
と
考
え
て
も' 

む
ろ
ん
差
し
支
え
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
も
う
少
し
我
々
に 

身
近
に
感
じ
ま
す
れ
ば' 

い
わ
ゆ
る
学
者
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
声
聞
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
く
学
問
的
に 

は
こ
う
だ
と
い
う
と
こ
ろ
へ
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
社
会
の
為
に
な
る
か
、
ど
れ
だ
け
本
当
に
仏
教
精
神
を
表
わ
す
か 

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、

「声
聞
自
利
に
し
て
大
慈
悲
を
障
え
る
」
と' 

自
己
に
満
足
し
て
そ
し
て
世
を
救
い
人
を
救
う
と
い 

う
こ
と
を
忘
れ
て
い
は
し
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
第
三
に
「無
顧
の
悪
人
は
他
の
勝
徳
を
破
る
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
無
反
省
で
す
か
ら
、
 

無
反
省
の
悪
人
。
他
の
勝
徳
、
何
か
に
よ
っ
て
優
れ
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
そ
れ
を
叩
き
壊
し
て
い
こ
う
と
い
う
、 

そ
う
い
う
破
壊
主 

義
と
い
う
も
の
が
無
反
省
の
連
中
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。

第
四
に
は
、

「顚
倒
の
善
果
能
く
梵
行
を
壊
す
」
と
言 

う
て
あ
り
ま
す
。
顚
倒
の
善
果
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
つ
と
ま
あ
都
合
よ
く
出
世
し
た
と
か
、
親
が
金
持
ち
に
な
っ
た
と
か
い
う
の
が
顚
倒 

の
善
果
で
あ
り
ま
す
。
梵
行
は
清
浄
の
行
。
梵
は
清
浄
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
道
徳
を
破
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
言
う
わ
け
で 

あ
り
ま
す
。
必
要
悪
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
道
徳
を
破
っ
て
い
く
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
て
第
五
に
「唯
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
無
し
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
他
力
と
い
う
の
は
、
私
は
本
当
の 

指
導
者
と
い
う
も
の
が
無
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
解
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
文
章
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
な 

の
で
あ
り
ま
す
が' 

こ
こ
で
「唯
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
無
し
」
と
い
う
言
葉
を' 

本
当
に
教
え
る
人
が
無
い
、
本
当
の
大
指
導 

者
と
い
う
も
の
が
無
く
な
っ
て
、
み
ん
な
結
局
ど
う
に
も
救
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
大
乗 

菩
薩
道
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と' 

こ
う
い
う
ふ
う
に
解
し
ま
す
と
、
こ
の
五
つ
の
課
題
と
い
う
も
の
は
曇
鸞
大
師
の
社
会
観 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
私
と
し
て
は
数
十
年
前
か
ら
言
っ
て
、
そ
し
て
二
・
三
度
発
表
し
て
み
た
こ
と
な 

の
で
あ
り
ま
す
が
、
 

そ
う
で
あ
る
と
も
、
な
い
と
も
誰
も
言
っ
て
く
れ
な
い
の
で
ち
よ
っ
と
淋
し
い
ん
で
す
。

『
論
註
』
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、

二
十
九
種
の
荘
厳
を
解
釈
す
る
の
に
、
「仏
、
本' 

何
の
故
に
こ
の
願
を
起
こ
し
た
ま
え
る
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や
」
と
言
っ
て
、
あ
る
国
土
に
か
く
か
く
で
あ
る
、
あ
る
国
土
に
は
か
く
か
く
で
あ
る
と
、
そ
こ
に
は
色
々
な
例
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
 

例
え
ば' 

偉
い
人
の
息
子
で
も
愚
か
者
が
出
て
き
た
り
、
と
る
に
足
ら
ぬ
者
の
息
子
で
も
偉
い
者
が
出
て
き
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
 

そ
も
そ
も
こ
の
世
の
中
に
お
い
て
は
混
乱
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
職
業
が
無
く
て
子
供
た
ち 

に
置
き
手
紙
し
て' 

私
は
一
週
間
以
内
に
帰
っ
て
来
る
、
も
し
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
な
ら
ば
こ
こ
に
お
米
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
食
べ
る
が 

い
い
と
言
っ
て
米
袋
を
下
げ
て
お
い
た
。
親
が
帰
っ
て
来
な
い
の
で
そ
れ
じ
ゃ
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
お
ろ
し
て
み
た
ら
砂
袋
で
あ 

っ
た
と
い
う
よ
う
な
悲
惨
な
話
が
出
て
お
り
ま
す
。
あ
れ
を
ず
つ
と
こ
う
集
め
て
ね
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
材
料
と
い
う
も
の
は
一
体
ど
こ 

か
ら
出
て
き
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
材
料
と
い
う
も
の
は
曇
鸞
大
師
の
時
代
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
私 

は
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
と
う
と
う
し
な
い
で
し
も
う
た
の
で
す
。
或
い
は
、
近
頃
出
ま
し
た
了
祥
師
の
『
論 

註
』
の
解
釈
の
中
に
実
例
は
出
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
私
の
言
う
よ
う
な
研
究
は
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 

こ
れ
は 

こ
の
書
物
に
あ
る
、
こ
れ
は
こ
の
書
物
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
も
の
と
調
べ
合
わ
せ
て
、
 

そ
し 

て
こ
の
五
三
の
例
と
い
う
も
の
が
私
の
想
像
す
る
通
り
に
事
実
曇
鸞
大
師
の
社
会
観
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に 

こ
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
曇
鸞
の
『
論
註
』
を
読
ん
で
我
々
は
何
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
か
、
 

何
を
教
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は' 

そ
れ
は
ど
う
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
が
『
高
僧
和 

讃
』
の
上
に
ど
う
出
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
つ
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
、
次
い
で
出
て
く
る
道
綽
・
善
導
の
和
讃
と
、
そ
れ
か
ら
曇
鸞
大
師
の
和
讃
と
著
し
く
異
な
る
も
の
が
感
じ
ら 

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
道
綽
禅
師
の
場
合
で
あ
り
ま
す
が
、
何
か
非
常
に
こ
の
世
に
対
し
て
悲
観
的
で
あ
り
ま
す
。
曇
鸞
は
ま
だ
希 

望
を
持
っ
て
、
こ
う
し
て
浄
土
を
願
う
の
で
あ
る
、
浄
土
を
願
う
者
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
の
五
濁
悪
世
に
お
い
て
も
何
か
光
が
与
え
ら 

れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
和
讃
を
ず
っ
と
見
ま
す
と' 

曇
鸞
大
師
の
和
讃
を
貫
く
も
の 

は
、
「煩
悩
即
菩
提
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
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本
願
円
頓
一
乗
は

逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て

煩
悩
菩
提
体
無
二
と

す
み
や
か
に
と
く
さ
と
ら
し
む

と
こ
う
あ
り
ま
す
。
曇
鸞
大
師
の
和
讃
は
一
番
長
い
。
長
い
と
い
う
こ
と
は
、
宗
祖
に
と
り
ま
し
て
も
自
ら
親
鸞
と
名
乗
ら
れ
る
く
ら
い 

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
天

親

・
曇
鸞
の
よ
う
に
と
。
し
か
し
ま
あ
本
当
に
大
事
な
の
は
、
天
親
の
詩
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
法
然
上
人
は
「三 

違
ー
論
」
と
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。

浄
土
の
聖
典
は
三
部
経
と
一
つ
の
論
で
あ
る
と
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
『
浄
土
論
』
で
あ
る
に 

経
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
浄
土
論
』
と
言
い
ま
し
て
も
、
 

天
親
菩
薩
の
み
こ
と
を
も 

鸞
師
と
き
の
べ
た
ま
わ
ず
は

他
力
広
大
威
徳
の

心
行
い
か
で
か
さ
と
ら
ま
し

と
あ
り
ま
し
て
、
天
親
と
い
え
ば
曇
鸞
と
一
つ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
龍
樹
，
天
親
が
菩
薩
で
あ
る
と
同
時
に
曇
鸞
も
菩
薩
で
あ
る 

と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
尊
敬
し
て
い
る
。
自
ら
も
親
と
鸞
と
い
う
一
字
ず
つ
を
と
っ
て
親
鸞
と
名
乗
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
・ 

う
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
と
始
め
の
三
祖
は
菩
薩
さ
ま
で
あ
る
。
道
綽
以
下
は
大
師
で
あ
る
。
菩
薩
と
い
う
の
と
大
師
と
い
う
の
と
分
け 

て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
人
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
曇
鸞
と
い
う
も
の
に
対
す
る
敬
意
は
非
常
に
深
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
『
高
僧
和
讃
』
で
出
て
く
る
も
の
は
た
く 

さ
ん
和
讃
が
引
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
お
よ
そ
六
つ
あ
り
ま
す
。
第
一
は
煩
悩
即
菩
提
。
第
二
は
二
種
回
向
、
往
相
還
相
の
回
向
。
 

そ
れ
か
ら
第
三
が
三
不
三
信
。

「
一
者
信
心
あ
っ
か
ら
ず
、
二
者
信
心
一
な
ら
ず
、
三
者
信
心
相
続
せ
ず
」
と
い
う
あ
の
三
不
三
信
の
教
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え
。
わ
け
て
も
ま
ず
最
初
に
煩
悩
即
菩
提
。
煩
悩
即
菩
提
の
こ
と
は
、

罪
障
功
徳
の
体
と
な
る 

こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て

こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し 

さ
わ
り
お
お
き
に
徳
お
お
し

と
い
う
ふ
う
に
で
す
ね
、
 

煩
悩
は
氷
で
あ
っ
て
そ
れ
が
と
け
れ
ば
菩
提
と
な
る
の
で
あ
る' 

こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
現
生
不
退
と 

い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
、
煩
悩
の
生
活
が
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
せ
ば
そ
の
ま
ま
菩
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
煩
悩
が
菩
提
と
な
る
と
い
う 

こ
と
は
「
ど
こ
ま
で
考
え
た
ら
い
い
か
。
い
っ
た
い
煩
悩
煩
悩
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
煩
い
悩
む
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
、
破
ら
れ
た 

る
道
徳
と
い
う
風
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
か
。
だ
か
ら
煩
悩
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
景
に
す
る
こ
と
は
在
家
者
と
い
う
こ
と
だ
と 

思
い
ま
す
。
親
子
兄
弟
と
い
う
、
そ
う
い
う
在
家
者
で
な
け
れ
ば
煩
悩
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
の
は
極
論
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
煩
い
悩
む
の
だ
か
ら
、
煩
い
悩
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
煩
悩
の
内
容
が
貪
欲
，
瞋
恚
・
愚
痴
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
課
題
と 

な
る
。
欲
の
な
い
者
は
な
い
。
腹
が
た
た
な
い
者
は
な
い
。
貪

欲

・
瞋
恚
・
愚
痴
と
い
う
も
の
が
煩
悩
の
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ 

ば
、
出
家
の
人
に
な
れ
ば
、
家
を
捨
て
て
そ
し
て
や
が
て
修
行
す
る
と
い
う
よ
う
な
人
に
な
れ
ば
、
欲
も
あ
る
か
し
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
 

在
家
の
人
よ
り
欲
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
憎
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
遠
ざ
け
る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
道
元
禅 

師

の

『
学
道
用
心
集
』
を
見
れ
ば
、
菩
提
心
が
あ
れ
ば
愛
欲
な
ん
て
も
の
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
愛
欲
だ
の
名
利 

だ
の
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
、
そ
も
そ
も
菩
提
心
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
出
家
生
活
を
す
れ
ば' 

煩
い
悩
ま
な
く
て
も 

い
い
。
悩
ま
な
く
て
も
い
い
か
ら' 

憎
し
み
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
た
だ
本
当
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 

け
れ
ど
も
、
在
家
者
に
し
ま
す
と
そ
う
で
な
い
。
煩
い
悩
む
と
い
う
こ
と
は
、
 

破
れ
た
道
徳
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
或
い
は
曇
鸞
の 

譬
え
か
ら
言
え
ば
、
氷
と
水
で
あ
っ
て
、
 

し
た
が
っ
て
煩
悩
な
き
も
の
は
人
に
非
ず
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
甚
だ
困
っ
た
も
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の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
愛
と
憎
し
み
と
に
悩
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
道
徳
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
裏
か
ら
い
え
ば
、
 

親
子
兄
弟
と
い
う
も
の
に
対
す
る
道
徳
感
情
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
煩
悩
と
い
う
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
煩
悩
は
、
菩
提 

の
母
体
に
違
い
な
い
。
煩
悩
が
仏
道
だ
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
材
料
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て' 

氷
が
な
け
り
ゃ
水
が
な
い
と
い
う
ふ 

う
に
、
煩
悩
即
菩
提
で
、
煩
悩
は
菩
提
に
非
ざ
れ
ど
も
煩
悩
無
き
と
こ
ろ
に
は
菩
提
が
無
い
。
そ
れ
を
即
と
。
即
と
い
う
字
は
不
即
不
離 

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
不
離
を
即
と
い
う
。
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
イ
コ
ー
ル
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は 

い
ろ
ん
な
説
明
が
い
り
ま
す
け
れ
ど
、
ま
あ
こ
の
場
合
に
は
不
離
、
煩
悩
を
離
れ
ず
し
て
菩
提
あ
り' 

煩
悩
を
離
れ
れ
ば
菩
提
な
し
と
、
 

こ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
曇
鸞
の
和
讃
に
は
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
二
種
回
向
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、

弥
陀
の
回
向
成
就
し
て

往
相
還
相
ふ
た
つ
な
り 

こ
れ
ら
の
回
向
に
よ
り
て
こ
そ 

心
行
と
も
に
え
し
む
な
れ 

と
、
浄
土
へ
往
く
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
浄
土
か
ら
来
る
と
い
う
こ
と
と
の
往
相
・
還
相
の
二
つ
の
道
と
い
う
も
の
を
説
こ
う
と
す 

る
こ
と
も
、
 

還
相
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
凡
夫
ら
し
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
 

浄
土
よ
り
他
に
救
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
凡
夫 

の
要
求
で
あ
る
。
従
っ
て
、
覚
り
の
場
が
与
え
ら
れ
れ
ば' 

還
り
来
た
っ
て
そ
し
て
道
を
求
め
る
人
の
背
後
の
力
と
な
ろ
う
と
い
う
よ
う 

な
こ
と
が
出
て
く
る
。

く
わ
し
く
こ
こ
で
説
明
す
る
こ
と
は
よ
し
ま
す
が
、

と
に
か
く
煩
悩
即
菩
提
、
或
い
は
往
相
還
相
、

そ
し
て
三 

不
三
信
で
「
一
者
信
心
あ
っ
か
ら
ず
、
二
者
信
心
一
な
ら
ず
、
三
者
信
心
相
続
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
あ
り
ま
す
。
全
て
浄
土
を 

願
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
浄
土
の
光
が
こ
の
世
を
照
ら
す
。
そ
こ
に
現
生
の
救
わ
れ
る
道
が
あ
る
。
浄
土
を
願
う
こ
と
に
よ
っ
て
、 

現 

生
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
感
情
を
与
え
る
。
浄
土
を
願
う
こ
と
が
、
現
実
の
世
の
中
の
救
い
と
な
る
と
い
う
意
味
が
和
讃
で
は
は
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っ
き
り
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
が
、
道
綽
禅
師
に
い
き
ま
す
と
、
何
か
こ
う
す
っ
か
り
感
じ
が
変
わ
っ
て
き
て
、
そ
う
し
て
非
常
に
暗
い
も
の
が
出
て
く 

る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
出
て
く
る
時
に
、
先
生
方
が
編
集
さ
れ
た
七
高
僧
の
伝
記
を
ち
ょ
っ
と
開
い
て
み
た
の
で
す
が
、
道
綽
禅
師
の
時 

に
は
廃
仏
で
す
ね
、
日
本
に
も
廃
仏
毀
釈
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
は
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も' 

あ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
坊
さ
ん
な
ら 

生
か
し
て
お
か
な
い
、
寺
は
壊
し
て
し
ま
う
、
大
仕
掛
な
廃
仏
の
時
代
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
な
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま 

し
た
ね
。
道
綽
禅
師
の
お
書
き
に
な
っ
た
物
に
は
、
全
然
こ
の
世
へ
の
期
待
と
い
う
も
の
は
な
く
て' 

た
だ
悲
観
、
こ
の
世
は
た
だ
悲
し 

む
べ
き
も
の
と
い
う
厭
世
思
想
だ
け
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
善
導
大
師
の
上
に
も' 

善
導
大
師
は
道
綽
禅
師 

の
お
弟
子
だ
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
は
っ
き
り
移
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
悲
観
的
な
も
の
が
は
っ
き
り
と
出
て
き 

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
五
濁
悪
世
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 

曇̂

大
師
も
い
ま
の
五
三
の
事
由
に
も
あ
り
ま
す
。
「外
道
の
相
善
は
菩
薩 

の
法
を
乱
る
」
と
は
、
見
濁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
無
顧
の
悪
人
が
他
の
勝
徳
を
破
っ
た
り' 

或
い
は
顚
倒
の
善
果 

が
能
く
梵
行
を
壊
す
と
い
う
こ
と
は' 

煩
悩
濁
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
五
濁
と
い
う
姿
を
は
っ
き
り
と
打
ち 

出
し
て' 

そ
う
し
て
そ
こ
に
時
代
、
殊
に
道
綽
禅
師
に
は
時
代
観
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
正
像
末
の
三
時
と
い
う
よ
う
な 

こ
と
を
言
っ
て
、
そ
う
し
て
も
う
今
日
は
末
法
の
時
代
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
闘
靜
堅
固
で' 

仏
法
が
滅
び
る
と
い
う
よ
う
な
時
代
で
あ 

る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
考
え
方
に
よ
り
ま
し
て
は
、
曇
鸞
大
師
の
お
説
き
に
な
る
こ
と
よ
り 

は
道
綽
禅
師
が
お
説
き
に
な
る
方
が
、
も
っ
と
現
代
に
身
近
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
際' 

仏
教 

な
ど
は
無
視
さ
れ
て
い
て
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
な
も
の
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
そ
れ
が
殊
に
曇
鸞
よ
り
は
道
綽
に
こ
そ
、
 

現
在
何
か
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
出
て
き
た
時
代
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
 

時
代
が
変
わ
っ
て
も
世
間
は
変
わ
ら
な
い
。
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
新
時
代
の
要
求
に
応
じ
よ
と
か' 

も
う
仏
教
は
現
代
に
間
に
合
わ 

な
い
と
か
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
代
の
よ
う
な
時
代
で
も
、
世
の
中
相
変
わ
ら
ず
だ
。
今
行
わ
れ
て
い
る
悪
徳
は
、
昔
だ
っ
て
あ
っ
た

125



ん
で
あ
り
ま
す
。
徳
川
時
代
が
良
か
っ
た
で
す
か
と
い
っ
た
ら' 

ま
あ
大
し
た
違
い
は
な
い
で
す
。
今
と
同
じ
事
を
や
っ
て
い
る
の
で
す 

か
ら
。
世
の
中
と
い
う
も
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
で
あ
っ
た
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
で
あ
っ
た
、
私
達
の
よ
う
に
明
治
に
生
ま
れ
た
者 

は
明
治
時
代
を
謳
歌
し
ま
す
け
れ
ど
も' 

や
っ
は
り
明
治
時
代
に
も
人
を
だ
ま
す
人
も
い
た
し
、
人
を
殺
す
人
も
い
た
し
、
詐
欺
を
し
た 

人
も
い
る
し
、
ま
あ
世
の
中
と
い
う
も
の
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
が
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
大 

師
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
。
し
か
し
時
代
観
と
言
わ
れ
る
と
、
そ
う
か
し
ら
ん
と
。
時
代
と
い
う
の
は
現
代
で
す
か
ら
、
現
代
と
い
う
の 

は
現
に
当
面
す
る
時
な
ん
だ
か
ら
、
だ
か
ら
世
の
中
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
と
、
ど
こ
か
に
呑
気
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
時
代 

は
と
言
わ
れ
る
と
身
に
迫
る
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
時
代
が
変
わ
っ
て
も
世
間
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
思
想
も
頷
か
れ
ま
す
け
れ
ど 

も
、
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
、
時
代
を
考
え
よ
う
と
か
、
時
代
を
要
求
せ
よ
と
い
う
声
が
虚
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来 

な
い
。
か
え
っ
て
そ
こ
に
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
道
綽
禅
師
の
わ
ず
か
五
首
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
五
首
の
和
讃
を
ず
っ 

と
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

濁
世
の
起
悪
造
悪
は

暴
風
駛
雨
に
こ
と
な
ら
ず

諸
仏
こ
れ
ら
を
あ
わ
れ
み
て 

す
す
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
め
り 

一
形
悪
を
つ
く
れ
ど
も

専
精
に
こ
こ
ろ
を
か
け
し
め
て

つ
ね
に
念
仏
せ
し
む
れ
ば 

諸
障
自
然
に
の
ぞ
こ
り
ぬ 

縦
令
一
生
造
悪
の
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衆
生
引
接
の
た
め
に
と
て

称
我
名
字
と
願
じ
つ
つ

若
不
生
者
と
ち
か
い
た
り

真
宗
学
を
研
究
す
る
者
は
、
だ
い
た
い
曇
鸞
と
善
導
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
い
ろ
い 

ろ
と
問
題
を
与
え
、
そ
し
て
真
宗
教
学
と
し
て
の
思
想
体
系
は
七
高
僧
い
る
に
し
ま
し
て
も
、
要
す
る
に
曇
鸞
と
善
導
で
あ
り
ま
す
。
だ 

か
ら
諸
君
は
、
学
部
で
習
っ
た
の
は
、
た
い
て
い
善
導
と
曇
鸞
で
し
ょ
う
。
『
選
択
集
』
は
、
こ
れ
は
師
匠
の
法
然
上
人
の
著
作
で
あ
る
し
、
 

ま
た
善
導
を
知
る
上
に
お
い
て
は
知
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
曇
鸞
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
天
親
を
学
び
、
 

善
導
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
法
然
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
こ
へ
い
く
と
龍
樹
・
道

綽

・
源
信
と
い
う
こ
の
三
人
は
、
 

あ
ま
り
科
目
の
中
に
出
て
こ
な
い
よ
う
で
す
ね
。
し
か
し
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
三
人
の
方
に
も
っ
と
重
大
な
問
題
が
あ
る
か
も
し 

れ
な
い
。
私
は
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
と
い
う
も
の
に
親
し
み
を
感
ず
る
。
中
身
は
曇
鸞
と
少
し
も
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
曇
鸞
大 

師

の

『
論
註
』
に
言
っ
て
あ
る
こ
と
は
み
な
『
安
楽
集
』
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
組
み
立
て
が
変
わ
っ
て
い
る
。
中
身
は
同
じ
こ 

と
で
あ
り
ま
し
て
、
し
か
も
組
み
立
て
が
変
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
 

安
楽
と
い
う
の
は' 

あ
る
意
味
で
純
粋
で
あ
り
ま
す
。
二
種
回
向
の
か
わ
り
に
、
た
だ
純
一
に
浄
土
往
生
を
願
っ
て
お
る
と
い
う
点
に
お 

い
て
、
き
ち
っ
と
し
た
書
物
で
あ
り
ま
す
。
明
ら
か
に
厭
離
穢
土
で
、
こ
の
世
を
厭
う
こ
と
を
も
っ
て
貫
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
確
か 

に
悲
観
的
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
悲
観
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
宗
教
感
情
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
法 

華
経
』
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

「常
に
悲
感
を
懐
く
」
と
。

悲
感
と
い
う
の
は
悲
し
み
で
す
ね
。
確
か
そ
こ
に
、
医
者
の
話
が
出 

て
い
る
。
お
医
者
さ
ま
の
子
供
が
、
親
が
亡
く
な
っ
て
そ
し
て
親
を
感
ず
と
い
う
よ
う
な
話
が
出
て
き
た
。
ど
こ
に
あ
っ
た
か
は
忘
れ
ま 

し
た
が
、

「常
に
悲
感
を
懐
け
」
と
い
う
言
葉
だ
け
覚
え
て
い
る
。

仏
法
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
悲
し
み
の
感
覚
と
い
う
も
の
を
持
た 

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
厭
世
主
義
だ
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
実
際
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
127



仏
教
徒
は
如
実
知
見
で
、
正
直
に
物
を
見
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
直
に
見
て
行
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
仏
教
と
い
う
の
で
な 

い
で
あ
ろ
う
か
。
近
頃
は
何
か
今
さ
ら
思
い
つ
い
た
よ
う
に
未
来
の
世
界
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
人
も
い
る
の
で
す
が
、
思
い
き
っ
て 

悲
観
す
る
人
も
あ
り
ま
す
。
思
い
き
っ
て
絶
望
的
な
こ
と
を
言
う
人
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
、
悲
観
が
な
い
で
す
。
 

そ
れ
で
あ
な
た
ど
う
す
る
ん
で
す
か
と
聞
く
と
、
別
に
何
も
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
に
か
な
る
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
の 

よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
こ
に
は
道
綽
禅
師
の
時
代
と
、
ま
た
我
々
の
当
面
す
る
時
代
と
、
時
代
感
覚
の
違
い
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま 

せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
世
の
中
は
こ
う
し
た
も
ん
だ
と
い
う
こ
と
よ
り
も
も
っ
と
迫
っ
て
い
る
時
代
観
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 

そ 

の
時
代
観
と
い
う
も
の
が
道
綽
禅
師
の
上
に
お
い
て
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
継
い
で
の
善
導
で
あ
り
ま
す 

か
ら
、
 

善
導
の
上
に
も
煩
悩
即
菩
提
と
い
う
よ
う
な
思
想
が
出
て
こ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
浄
土
往
生
一
点
張
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ 

と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら
道
綽
・
善
導
系
の
思
想
と
天
親
・
曇
鸞
系
の
思
想
と
、
あ
た
か
も
二
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
 

二
つ
の
水
晶
と
さ
え
言
お
う
と
し
て
い
る
人
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
宗
祖
親
鸞
も
そ
う
考
え
て
い
ら
し
て
た
で
あ 

ろ
う
か
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
時
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
上
三
祖' 

龍

樹,

天
親

・
曇
鸞
の
上
三
祖
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ 

か
ら
道
綽
以
下
の
下
四
祖
と
い
う
も
の
と
、
上
三
祖
下
四
祖
と
い
う
思
想
が
昔
か
ら
の
教
学
者
に
あ
り
ま
し
て
ね
。
系
統
か
ら
い
え
ば
『
大 

経
』
系

と

『
観
経
』
系
で
あ
る
。
道

綽

・
善
導
の
二
祖
は
『
観
経
』
系
で
あ
る
こ
と
は' 

こ
れ
は
明
ら
か
で
す
。
道
綽
も
『
観
経
』
を
何 

遍
も
一
生
の
間
に
講
義
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
善
導
は
有
縁
の
法
に
会
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
大
蔵
経
に
入
っ
て' 

そ
し
て 

そ
こ
で
『
観
無
量
寿
経
』
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
善
導
に
と
り
ま
し
て
は
た
だ
『
観
経
』
だ
け
で
あ
る
。
仏
教
多
し
と 

い
え
ど
も
、
『
観
経
』
だ
け
が
善
導
に
と
っ
て
の
唯
一
の
仏
教
で
あ
っ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
、

そ
の
善
導
を
「偏
依
善
導
」
と
言
わ
れ
た 

法
然
上
人
も
、
『
観
経
』
系
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
『
往
生
要
集
』
も
念
仏
の
名
に
お
い
て
、
観
念
も 

説
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
れ
も
ま
あ
広
い
意
味
に
お
い
て
『
観
経
』
系
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
下
四
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祖

は

『
観
経
』
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
明
瞭
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
上
三
祖
は
『
大
経
』
系
で
あ
っ
て' 

ま
あ 

中
心
と
な
る
の
は
『
浄
土
論
』
で
す
が
、
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま

ず

『
大
経
』
の
精
神
を
『
浄
土 

論
』
で
簡
単
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
い
。
そ
れ
を
解
釈
さ
れ
た
『
論
註
』
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
龍
樹
も 

ま
た
決
し
て
『
観
経
』
的
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
『
大
経
』
系
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
う 

と
、
七
高
僧
の
上
に
お
い
て
二
つ
の
系
統
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

更
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
上
三
祖
の
上
に
お
い
て
は
『
華
厳
経
』
が
よ
く
出
て
く
る
。
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
、
は

『
華
厳
経
』
の 

解
釈
で
あ
り
ま
す
。
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
は
、
蓮
華
蔵
世
界
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
い
る
。
あ
の
蓮
華
蔵
世
界
と
い
う
考
え
方
は
、
 

お
そ
ら
く
『
華
厳
経
』
か
ら
来
て
お
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
『
論
註
』
に
も
、
『
華
厳
経
』
に
云
々
と
い
う
こ
と
が
出 

て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
下
の
四
祖
に
ま
い
り
ま
す
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
源
信
僧
都
の
『
往
生
要
集
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
経 

典
を
引
用
し
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
『
華
厳
経
』
が
出
て
く
る
の
は
こ
れ
は
ま
あ
別
に
不
思
議
は
な
い
ん
で
す
が
、
道
綽
・
善
導 

は
ど
う
か
。
道
綽
禅
師
は
「涅
槃
の
広
業
さ
し
お
き
て
」
、
だ
か
ら
『
涅
槃
経
』
に
よ
っ
て
道
を
教
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
す
れ
ば 

善
導
大
師
に
は
『
涅
槃
経
』
的
な
思
想
が
な
い
か
と
ち
よ
っ
と
考
え
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ち
よ
つ
と
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
『
大
経
』
と 

『
華
厳
経
』
ゝ
『
観
経
』
と

『
涅
槃
経
』
と
い
う
こ
と
は' 

こ
れ
は
ま
あ
明
治
時
代
の
学
僧
も
皆
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
 

そ
う
い
う
点
か
ら
言
い
ま
し
て
も
何
か
こ
う
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
、
宗
祖
親
鸞 

に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
が
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
曇
鸞
系
の
思
想 

は
菩
薩
道
の
思
想
で
あ
る
と
言
い
ま
し
て
も
、
結
局
善
導
流
の
は
っ
き
り
と
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
、
浄
土
往
生
よ
り
道
が
な
い
と
い
う
そ 

の
立
場
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
、
決
し
て
煩
悩
即
菩
提
も
出
て
こ
な
い
し' 

現
在
不
退
も
出
て
こ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
で
す
か
ら
書
か
れ
た 

も
の
を
見
る
と
道
綽
・
善
導
の
方
は
当
面
す
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
暗
い
。
悲
し
み
を
述
べ
て
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
往
生
浄 

土
を
説
く
こ
と
に
な
り
ま
す
と
か
え
っ
て
明
る
い
。
大
涅
槃
の
境
地
と
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
涅
槃
の
境
地
を
開
く
の
で
あ
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る
と
い
う
、
そ
う
い
う
機
会
を
望
む
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
も
っ
と
明
瞭
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
 

さ
て
こ
う
い
う
こ
と
に
し
て
、
い
ろ
い
ろ
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
曇

鸞

・
道
綽
の
二
祖
に
お
い
て
、
道
綽
を
善
導
に
お
さ
め
る
か
、
 

或
い
は
善
導
を
道
綽
に
お
さ
め
る
か
、
今
は
曇
鸞
・
道
綽
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
か
。
曇

鸞

・
道
綽
の
こ
の
二
師
に
お
い
て 

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
人
間
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
い
は
社
会
、
仏
教
徒
は
こ
の
社
会
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て 

我
々
に
教
え
る
も
の
は
龍
樹
，
天
親
で
も
な
く
、
ま
た
日
本
の
源
信
，
源
空
で
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
中
国
の
三
祖
が
、
世
の
中
と 

か
或
い
は
時
代
と
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
大
き
な
役
割
と
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
お
い 

て
で
す
ね
、
『
高
僧
和
讃
』
を
学
ぶ
と
こ
ろ
に
、
自
ず
か
ら
『
高
僧
和
讃
』
が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
は
な
は
だ
意
味
の 

深
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
た
し
ま
す
と
残
る
と
こ
ろ
は
日
本
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
源
信
と
源
空
。
こ
の
二
人
は
古
来
有
名
で' 

イ
ン
ド
・
中
国
に
仏 

教
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
 

そ
の
尊
い
も
の
を
日
本
に
輸
入
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
輸
入
と
い
う
こ
と
が
最
初
で
あ
っ
た
に 

違
い
な
い
。
だ
か
ら
だ
い
た
い
は
国
家
的
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
国
家
に
仏
教
を
仕
入
れ
る
と
、
そ
れ
で
国
家
が
安
穏
に
な
る
と
い
う
、
国 

家
仏
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
を
始
め
、
伝
教
で
も
弘
法
で
も
つ
ま
り
国
家
仏
教
で
あ
っ
て
、
国
家
と
い
う
も
の
と
仏
教 

と
い
う
も
の
と
を
お
そ
ら
く
伝
教
大
師
や
弘
法
大
師
の
ほ
ど
に
ま
で
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
の
が' 

イ
ン
ド
・
中
国
に
は
無
か
っ
た
の
で 

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
や
、
ち
よ
っ
と
考
え
て
お
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
龍

樹

・
天
親
も
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し' 

ま
た 

国
家
に
対
し
て
こ
の
法
を
広
め
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
国
家
が
安
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
と
ち
よ
っ
と
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
要 

す
る
に
社
会
観
で
す
か
ら' 

人
間
世
界
で
す
か
ら
ね
。
人
間
世
界
と
い
う
も
の
を
構
成
し
て
い
く
と
き
に
な
る
と' 

国
家
と
い
う
も
の
が 

出
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
国
家
安
穏
の
た
め
に
は
仏
法
を
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
が
な
い
。
そ
れ
が
大
仏
を
造
っ
た
り
、
国
分
寺 

を
造
っ
た
り
し
て
い
た
こ
ろ
の
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
そ
れ
だ
け
の
役
を
も
っ
て
い
た
に
違
い 

な
い
。
寺
を
造
っ
た
っ
て
ど
う
な
る
、
国
分
寺
と
い
う
の
が
ど
ん
な
役
を
果
た
し
た
か
と
い
え
ば
、
過
去
の
成
績
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
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け
れ
ど
も
、
し
か
し
事
実
と
し
て
寺
を
建
て
れ
ば
国
家
安
穏
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 

ち
ょ
う
ど
寺
の
鐘
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
戦
争
に
負
け
て
そ
し
て
人
心
が
大
乱
し
た
時
に
、
あ
な
た
が
た
の
お
寺
で
も
お
鐘 

を
取
ら
れ
た
ん
で
す
か
ら' 

鐘
堂
を
作
り
直
し
て
、
そ
し
て
鐘
を
作
り
直
す
と
、
そ
れ
で
村
の
人
々
も
心
が
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を 

聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
鐘
を
つ
い
て
鐘
が
鳴
る
時
に
は
、
動
乱
が
み
な
休
ま
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
私
は
昔
の 

話
を
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど' 

実
は
戦
時
中
に
も
そ
れ
を
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
鉄
砲
を
こ
し
ら
え
る
よ
り' 

お
鐘
の 

方
が
ど
れ
だ
け
役
に
立
つ
か
し
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
、
ど
う
し
て
括
っ
て
い
か
れ
な
か
っ
た
か
と
言
う
人
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど 

も
、
寺
が
ち
ょ
う
ど
安
全
地
帯
に
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
も
あ
る
点
ま
で
自
由
な
立
場
に
お
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も. 

そ
う
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
こ
と
な
の
で
す
よ
。
軍
艦
が
国
家
を
担
う
か
、
或
い
は
お
寺
の
鐘
が
国
家
を
担
う
か
と
い
う
こ
と
に 

な
る
と
、
お
寺
の
鐘
を
つ
く
と
い
う
こ
と
が
動
乱
の
人
生
を
安
ん
じ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
今
日
人
間
と
い
う
の
は 

立
つ
と
こ
ろ
が
な
い
。
人
間
を
取
り
戻
す
と
い
い
ま
す
が
、
や
が
て
そ
こ
ま
で
い
く
と' 

ま
た
寺
を
建
て
た
り
、
鐘
堂
造
っ
た
り
す
る
こ 

と
が
一
つ
の
方
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
よ
つ
と
余
談
が
入
り
過
ぎ
た
ん
で
す
が
、
し
か
し
実
際
に
な
っ
て
み
ま 

す
と
い
う
と
国
家
を
担
う
と
い
い
ま
し
て
も
、
依
然
と
し
て
乱
れ
る
世
は
乱
れ
る
。
国
家
安
穏
、
四
海
波
静
か
に
と
言
っ
て
い
る
間
に
、
 

源
氏
だ
平
家
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
が
移
り
ゆ
く
そ
の
姿
を
見
て
、
そ
し
て
初
め
て
個
人
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
の
で 

あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
個
人
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
、
そ
こ
か
ら
源
信
と
源
空
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま 

す
。
そ
し
て
そ
の
二
師
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
こ
と
は' 

私
が
い
つ
も
申
し
ま
す
問
題
の
教
養
と
信
心
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
源 

信
僧
都
に
お
い
て
我
々
が
い
う
教
養
、
宗
教
感
情
の
教
養
と
い
う
の
を
考
え
る
。
そ
れ
か
ら
法
然
上
人
に
お
い
て
、
教
養
と
い
う
よ
う
な 

回
り
く
ど
い
こ
と
で
は
な
く
、
直
接
に
汝
の
信
心
を
決
定
せ
よ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
源
信
と
源
空
、
こ
の
二
つ
を
明
日
の
題 

目
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。(

こ
れ
は
、

一
九
七
〇
年
一
〇
月
五
日
大
谷
大
学
大
学
院
で
の
集
中
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
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