
欲 

生 

心

—!

一
如
平
等
の
意
欲!
—

ま

え

が

き

加 

来 

雄 

之

宗
教
、
な
か
で
も
仏
教
で
問
題
と
さ
れ
る
欲
求
と
は
、
迷
悶
し
苦
悩
す
る
衆
生
の
欲
求
で
あ
る
。
衆
生
は
ど
う
し
て
迷
悶
し
苦
悩
す
る 

の
か
、

こ
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
方
途
が
あ
る
の
か
。

こ
の
問
い
の
上
に
仏
教
は
成
立
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
衆
生
が
も
つ
迷
悶
・
 

苦
悩
が
ど
の
よ
う
な
質
で
あ
り
深
さ
で
あ
る
か
が
、
ど
の
よ
う
な
欲
求
を
も
つ
の
か
を
決
定
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
浄
土
教
は
そ
の
衆
生 

の
欲
求
を
、

五

濁

悪

世

の

時

を

生

き

る

「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
」
き

「
具
縛
の
凡
愚
屠
沽
の
下
類
」
と
い
う
質
と
深
さ
を
も
つ
欲
求
と 

し
て
言
い
当
て
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
欲
求
が
具
体
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、 

苦
悩
や
煩
悩
と
い
う
言
葉
が
抽
象
化
さ
れ
て
は
な
ら
な 

い
。
親
鸞
は
、
衆

生

を

「
凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、

い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、

そ
ね
み
、

④

ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、

ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
」
、

苦

悩

を

「
煩
は
み
を
わ
ず

⑤

ら
わ
す
。

悩
は
、

こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
う
。
」
と
述
べ
、

さ

ら

に

は

「
屠
沽
の
下
類
」
と
い
う
よ
う
に
現
実
的
な
人
々
を
見
つ
め
て 

忘
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

宗
教
的
欲
求
と
い
う
も
現
実
の
苦
悩
す
る
生
活
を
は
な
れ
て
は
ど
こ
に
も
な
い
。

宗
教
的
欲
求
が
現
実
的
欲
求
よ
り
も
一
層
深
い
根
底
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の
欲
求
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
、
現
実
問
題
か
ら
逃
避
し
、

目
を
閉
じ
耳
を
ふ
さ
ぐ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く'

現
実 

問
題
に
埋
没
し
固
執
す
る
こ
と
で
、
仏
道
が
示
す
生
の
課
題
を
見
失
う
こ
と
を
誡
め
る
意
味
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
い
か
な
る

⑥
 

、
、

現

実

の

矛

盾
を

も

引

き

受

け

て

い

く

「
存
在
の
勇
気
」
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
で
な
く
て
は
根
底
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。

0

現
実
か
ら
の
逃
避
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
華
麗
な
言
辞
で
修
飾
さ
れ
て
も' 

そ

れ

は

マ

ル

ク

ス

の

い

う

「
阿
片
」

と
し
て
の
宗
教
以
外 

の
何
物
で
も
な
い
。
現
実
へ
の
固
執
に
よ
っ
て
外
道
に
堕
し' 

現
実
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
乗
に
沈
む
。

こ
の
二
つ
か
ら
、
解 

放
さ
れ
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
大
乗
と
呼
ば
れ
る
仏
道
の
欲
求
が
あ
る
。

外
気
に
あ
た
っ
て
萎
む
よ
う
な
信
仰
は
温
室
の
な
か
で
し
か
生
き
れ
な
い
切
り
花
で
し
か
な
い
。
衆
生
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
現
実' 

苦 

悩
す
る
生
の
意
味
を
根
本
か
ら
捉
え
直
す
立
脚
地
を
与
え
る
。

淤
泥
に
根
を
も
つ
華
、

こ
こ
に
念
仏
の
信
が
あ
る
。
我
々
が
現
実
問
題
に 

疲
れ
、
挫
折
す
る
と
き
、

や
や
も
す
る
と
念
仏
の
効
用
を 

論

お

う

と

す

る

が' 

む

し
ろ

現
実
の
行
き

詰
ま
り
は

「
た
だ
念
仏
せ
よ
」(

念 

仏
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
て
い
る
欲
求
へ
帰
れ)

と
の
警
告
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
念
仏
こ
そ
我
・
の
帰
る
べ
き
欲 

求
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。ー

 

ー
如
平
等
の
生
の
意
味
の
欲
求

一

衆
生
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
欲
求
を
も
っ
こ
と
で
あ
る
。

欲
求
こ
そ
生
の
本
質
で
あ
る
。

そ
の
欲
求
が
一
如
を
志
向
し
て
い 

る
と
き
、

仏
道
に
お
い
て
そ
の
欲
求
は
願
と
名
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑧
願
は
清
浄
意
欲
を
も
っ
て
体
と
な
す

と
述
べ
ら
れ
て
る
所
以
で
あ
る
。
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⑨
 

⑩
 

さ
て
親
鸞
は' 

本

願

を

説

く
こ

と

を

も

っ
て

『
無
量
寿
経
』
を

「
真
実
教
」

と
決
定
し
、

「
選
択
本
願
は
浄
土
真
宗
な
り
」
「
浄
土
真
宗 

は
大
乗
の
な
か
の
至
極
な
り
」
と
宣
言
す
る
。

こ
の
確
信
に
満
ち
た
宣
言
の
根
拠
は
、
値
遇
し
た
本
願
念
仏
が
そ
の
思
想
的
射
程
の
内
に

⑪

「
如
」
と
い
う
内
実
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

「
如
」
は
、

「
一
如
」
と

か

「
真
如
」

と
か
熟
語
さ
れ
る
。

さ
ら
に
は
異
名
と

し
て

大
涅
槃
・
 

実

相

・

法

身

・
法

性

・
滅

度

・
仏

性

・
安
楽
な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
る
大
乗
仏
教
の
思
想
的
基
盤
と
な
る
根
本
概
念
で
あ
る
。
如
と
い
う
こ 

と
を
離
れ
て
大
乗
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

一
如
は
仏
道
が
仏
道
で
あ
る
こ
と
の
唯
一
の
目
的
で
あ
り' 

動
機
で
あ
る
。

⑫

た

だ

「
如
」
と

い

う

概

念

は

元

来

『
い
ろ
も
な
し' 

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、

こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、

こ
と
ば
も
た
え 

た
り
」
と

言

亡

慮

絶"

0
語
道
断
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

や
や
も
す
る
と
抽
象
的
観
念
的
な
概
念
と
し
て
了
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
 

し

か

し

「
如
」
と
は
た
と
え
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
形
而
上
学
的
範
疇
に
属
す
る
概
念
で
あ
る
と
し
て
も
決
し
て
理
念
的
に
考
え
ら
れ
た
抽 

象
概
念
で
は
な
い
。
む
し
ろ
理
念
に
よ
っ
て
寸
毫
も
対
象
化
し
概
念
化
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
最
も
具
体
的
な
実
在(

非
安
立
諦)

を 

言

い

当

て

ん

と

す

る

言

葉(

安
立
諦)

で
あ
る
。

そ
れ
は' 

分
別
や
理
性
の
対
象
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が' 

分
別
に
よ
る
我 

-

法
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
感
得
さ
れ
る
存
在
の
本
来
性
で
あ
る(

二
空
所
顕
の
性)

。
あ

れ

こ

れ

の

分

別(

思

想

・
イ
デ
オ 

ロ
ギ
ー)

よ
り
も
も
っ
と
深
い
生
の
レ
ベ
ル
で
厳
然
と
し
て
あ
る
存
在
の
厳
粛
な
意
味
で
あ
る
。

⑬
 

も

し

現

代

人

に

と

っ

て

〔如
〕
と
い
う
概
念
が
あ
ま
り
に
親
し
み
に
く
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば' 

金

子

大

栄

の

「
5--
號5

。

」
と
い
う
解

⑭
 

⑮

釈
や
、

西

谷

啓

治

の

「
人
間
存
在
の
根
抵
」
「実

在
(

リ
ア
リ
テ
ィ)

」

と
い
う
理
解
を
通
せ
ば
よ
い
よ
う
に
思
う
。
 

い
わ
ゆ
る
如
と
は
存
在
に
お
け
る
普
遍
的
意
味
で
あ
る
。

誰
に
は
あ
っ
て
誰
か
に
は
な
い
も
の
、
何
時
か
は
あ
っ
て
何
時
か
は
な
い
も 

の
、

こ
こ
で
は
成
立
し
別
の
所
で
は
成
立
し
な
い
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
個
人
の
所
有
で
な
く
有
無
を
超
え
た
本
有
と 

し
て
の
本
来
性
で
あ
り
、
存
在
す
る
限
り
の
誰
で
も
が
も
つ
悉
有
と
い
う
意
味
で
の
平
等
性
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
一
如
平
等
と
熟
語
さ 

れ
る
の
で
あ
る
。

し

か

し

「如
」
が

「
一
如
平
等
」

と
熟
語
さ
れ
る
の
は
、
単
に
上
述
の
よ
う
な
論
理
的
理
由
だ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
こ
に
は
も
っ
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と
現
実
的
な
具
体
的
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

は

衆

生

の

迷

悶

・
苦
悩
の
も
と
が
宿
業
差
別
の
現
実
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
宿
業
差
別
を
生
き
あ
ぐ
ね
る
衆
生
に
と
っ
て
は
、
平
等
は
一
如
の
徳
の
一
つ
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
唯
一
無
二
の
何
も
の 

に
も
か
え
が
た
い
徳
と
し
て
感
得
さ
れ
る
。

一
如
の
欲
求
と
い
う
こ
と
は
、
宿
業
と
し
て
の
所
与
の
現
実
か
ら
逃
避
し
て
理
想
を
求
め
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
す
で
に
一
如
を
も 

っ
て
観
念
化
し
た
結
果
で
あ
る
。

一
如
は
存
在
の
存
在
す
る
本
来
性
で
あ
り
、

こ
の
現
前
の
存
在
の
外
に
実
体
的
に
求
め
ら
れ
る
境
地
で 

は
な
い
。

理
想
を
未
来
に
求
め
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
い
か
に
真
摯
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
欲
求
は
自
我
の
延
長
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な 

い
だ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、
宿
業
差
別
の
事
実
を
別
に
し
て
一
如
平
等
の
欲
求
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
視
点
か
ら
省
れ
ば' 

釈
尊
の
生
涯
は
、 

そ
の
ま
ま
一
如
平
等
の
存
在
の
意
味
を
自
覚
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
歴
史
で
あ
る
。
伝
説 

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
釈

尊

は

誕

生

の
と

き

七

歩
を

歩

ん
で

「
天

上

天

下

唯

我

独

尊(

天
上
天
下
に
た
だ
我
ひ
と
り
に
し
て
尊
し)

」 

と
宣
言
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
宣
言
は
正
し
く 

一
切
の
衆
生
の
生
存
在
が
こ
の
よ
う
な
欲
求
を
も
っ
こ
と
を
象
徴
的
に
語
る
も
の
で
あ
ろ 

う
し
、

ま
た
彼
が
成
道
の
後' 

建

立

し

よ

う

と

し

た

教

団(

僧
伽)

が
四
姓
平
等
の
実
現
を
目
指
し
た
こ
と
は
、
 

そ
の
欲
求
の
具
体
化
を 

企
図
し
た
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ

し

て

「
一
乗
」

の
開
顕
は
そ
の
思
想
的
基
礎
付
け
の
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
し' 

入
滅
時
の 

『
涅
槃
経
』

に

お

け

る

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」

の
遺
言
に
い
た
る
ま
で
、
生
涯
は
こ
の
欲
求
に
貫
か
れ
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
視
座 

も
十
分
に
成
り
立
つ
。

そ
し
て

そ
の
欲
求
が
ゴ
ー
タ
マ:

ソ
ッ
ダ
ル
タ
と
い
う
一
人
の
宗
教
的
天
才
の
欲
求
で
は
な
く
、

一
切
衆
生
の
欲 

求
で
あ
る
、
と
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
に
大
乗
仏
教
の
濫
觴
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二

一
如
平
等
に
対
立
し
ー
如
平
等
を
覆
い
隠
し
存
在
を
流
転
せ
し
め
る
の
が
宿
業
差
別
の
事
実
に
固
執
す
る
分
別(

は
か
ら
い)

で
あ
る
。
 

分
別
は
経
験
を
ど
こ
ま
で
も
自
我
の
関
心
の
中
に
取
り
込
み
、
経
験
を
対
象
化
し
実
体
化
し
て
固
執
さ
せ
、
自
他
を
差
別
し
諸
法
を
差
別
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す
る
。
衆
生
の
煩
悩
は
こ
の
分
別
を
根
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
差
別
が
経
験
を
汚
染
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の
一
如
平
等
性 

を
迷
失
す
る
の
で
あ
る
。
衆
生
の
分
別
と
は
常
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
つ
。

そ
れ
ゆ
え
に
一
如
平
等
は
衆
生
の
分
別
に
よ
っ
て
は
対
象 

的
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
一
如
平
等
を
衆
生
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
、

不
可
知
で
あ
り
、
無
関
係
で
あ
る
と
言
う
わ
け
に
も
い 

か
な
い
。

前
に
一
如
の
も
つ
功
徳
と
し
て
平
等
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
た
。
宿
業
差
別
の
現
実
に
苦
悩
す
る
衆
生
に
と
っ
て
一
如
の
す
ぐ
れ 

た
徳
は
、
平
等
性
と
し
て
感
覚
さ
れ
る
。

そ
れ
は
分
別
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
も
所
有
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が' 

し
か
し
求
め
ず
に
は
い 

ら
れ
な
い
欲
求
で
あ
り
、
求
め
ら
れ
て
や
ま
ぬ
生
の
意
味
で
あ
る
。

一
如
を
求
め
る
こ
の
感
覚
は
様
々
な
立
場
か
ら
表
わ
す
こ
と
が
可
能 

で
あ
る
が
、
浄
土
真
宗
で
は
、

そ
の
欲
求
は
一
如
の
名
の
り
と
し
て
、

一
如
の
呼
び
か
け
と
し
て
、

一
如
の
願
と
し
て
感
知
さ
れ
る
も
の

⑰

と
し
て
表
わ
し
て
い
る
。
常

没

の

凡

愚

に

と

っ
て

は

如

と

は

「
従
如
来
生
」

と
し
て
の
み
存
在
す
る
。

つ
ま
り
凡
夫
に
と
っ
て
一
如
平
等 

の
欲
求
は
、
衆
生
の
自
意
識
の
欲
求
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
如
来
の
呼
び
か
け
と
し
て
衆
生
の
う
え
に
表
現
さ
れ
る
。

そ
の 

呼
び
か
け
に
お
い
て
衆
生
は
呼
び
か
け
る
も
の
を
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

迷
い
の
欲
求
の
な
か
に
喘
い
で
き
た
も
の
に
と
っ
て
、

そ
の
欲
求
の
自
覚
と
は
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。

目
覚
め
る
の 

は
目
覚
ま
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
目
覚
ま
し
め
る
も
の
は' 

本

来

性

か

ら

呼

び

か

け

る

〈
こ
と
ば
〉

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
親
鸞
は
、 

こ

の

欲

求

を

『
無
量
寿
経
』

に
よ
っ
て
選
択
本
願
と
言
い
当
て
、
法
蔵
菩
薩
に
託
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

⑱
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
ま
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、 

法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、

不
可
思 

議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御
か
た
ち
を
ば' 

世
親
菩
薩
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
を
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。
 

今
、

一
人
の
少
年
の
詩
を
通
し
て
、

こ
の
欲
求
を
確
か
め
て
み
た
い
。

⑲
た

と

え

短

い

命

で

も

生

き

る

資

格

が

あ

る

と

す

れ

ば

そ

れ

は

な

ん

だ

ろ

う 

働

け

ぬ

体

で

一

生

を

過

ご

す

人

生

に

も 

生
き
る
価
値
が
あ
る
と
す
れ
ば
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そ
れ
は
な
ん
だ
ろ
う

も
し
人
間
の
生
き
る
価
値
が 

社
会
に
役
立
つ
こ
と
で
決
ま
る
な
ら 

ぼ
く
た
ち
は 

生
き
る
価
値
も
権
利
も
な
い 

し
か
し
ど
ん
な
人
間
に
も
差
別
な
く 

生
き
る
資
格
が
あ
る
の
な
ら 

そ
れ
は
何
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か 

こ
の
少
年
の
詩
は
、

不
治
の
病
に
倒
れ
た
ベ
ッ
ド
の
う
え
で
書
か
れ
た
と
聞
く
。

こ
の
詩
に
は
生
の
意
味
を
欲
求
す
る
深
い
問
い
が
あ 

る
。
我
々
は
果
た
し
て
こ
の
少
年
の
問
い
を
、
特
殊
な
人
間
の
特
殊
な
状
況
に
お
け
る
特
殊
な
問
い
で
あ
る
と
し
て
等
閑
に
付
し
て
お
く 

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

百
歩
譲
っ
て
こ
の
問
い
は
日
常
的
で
は
な
い
と
認
め
て
も
、

そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
、

ラ
ジ
カ
ル
と
い
う
意
味 

で
究
極
的
な
問
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
日
常
性
は
こ
の
問
い
を
覆
い
隠
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
日
常
性 

の
上
に
仮
に
立
て
ら
れ
た
一
切
の
価
値
を
剝
奪
さ
れ
た
生
の
次
元
で
あ
ら
わ
と
な
る
欲
求
で
あ
る
。

こ
の
詩
が
信
仰
的
深
さ
も
な
く
、
教
理
的
に
稚
拙
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
詩
が
一
如
平
等
を
志
向
す
る
真
摯
な
宗
教
的
欲
求 

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。

「
ど
ん
な
人
間
に
も
差
別
な
く
生
き
る
資
格
が
あ
る
の
な
ら
そ
れ
は
何
に
よ
る
の
だ
ろ 

う
か
」
、

こ
の
よ
う
な
欲
求
と
問
い
を
衆
生
に
発
こ
さ
せ
る
の
が
、

一
如
平
等
の
真
理
性
で
あ
り
、

如
来
と
い
う
具
体
的
働
き
な
の
で
は

㉑
 

な
い
だ
ろ
う
か
。

一
如
と
い
い
如
来
と
い
う
の
は
死
ん
だ
抽
象
的
概
念
と
し
て
の
真
理
で
は
な
く
、
差

別

の

人

生

に

お

け

る

「
処
世
の
完 

全
な
る
立
脚
地
」

と
し
て
求
め
ず
に
は
お
れ
な
い
真
理
で
あ
る
。

こ
の
問
い
は
も
し
そ
こ
に
う
な
ず
き
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
完
璧
な
理
論
や
体
系
的
な
教
理
に
よ
っ
て
も
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
”
 

そ
の
生
の
意
味
に
う
な
ず
く
と
い
う
か
た
ち
以
外
に
、

こ
の
問
い
に
た
い
し
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
主
体
に
欲
求
を
開 

発
す
る
と
い
う
形
以
外
に
こ
の
問
い
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
教
理
の
み
で
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
何
の
力
を
も
た
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な
い
。
そ
れ
が
、

㉒
聖
道
の
諸
教
は
教
理
だ
け
だ
。
教
理
も
な
く
な
る
こ
と
が
滅
亡
し
た
の
で
は
な
い
。
教
理
だ
け
に
な
っ
た
こ
と
が
滅
亡
な
ん
で
す
。
 

と
、
安
田
理
深
が
述
べ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

一
如
平
等
を
求
め
る
こ
と
は
、
単
に
社
会
現
象
と
し
て
の
政
治
経
済
的
平
等
の
み
を
求
め
た
り
、
ま
た
主
観
に
よ
る
観
念
的
平
等
を
求 

め
た
り
す
る
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。

も
ち
ろ
ん
政
経
的
平
等
を
実
現
す
る
こ
と
は
社
会
的
生
存
で
あ
る
人
間
の
義
務
で
あ
り
、

そ
の 

こ
と
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
仏
教
が
人
類
に
貢
献
で
き
る
の
は
内
観
の
一
点
で
、
そ
の
平
等
が
分
別
に
よ
っ
て
固 

執
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
平
等
と
い
う
名
に
お
け
る
差
別
で
あ
っ
た
り
、
差
別
と
い
う
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
平
等
思
想
に
な
り
う
る 

こ
と
の
指
摘
に
あ
る
。

平
等
と
い
う
概
念
が
実
体
化
さ
れ
、
価
値
基
準
の
中
で
相
対
化
す
れ
ば
、
も
は
や
平
等
と
い
う
名
の
差
別
と
し
て 

機
能
す
る
。

そ
れ
は
平
等
と
い
う
名
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
た
暴
君
で
し
か
な
い
。

世
間
的
な
平
等
は
必
ず
し
も
一
如
的
平
等
で
は
な
い
。

一
如
平
等
は
世
間
の
相
対
的
価
値
を
破
っ
た
と
こ
ろ
に
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な 

い
。

し
か
し
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
主
張
自
身
が
す
で
に
観
念
化
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
実
を
実
体
化 

し
て
い
く
非
常
に
根
深
い
必
然
性
を
我
々
は
も
っ
て
い
る
。

人
間
は
本
然
的
に
形
而
上
学
的
な
夢
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
が 

宿
業
差
別
の
現
実
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
我
々
が
一
如
平
等
を
自
覚
す
る
道
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

衆
生
が
宿
業
差
別
の
現
実
を
消
し
失
わ
ず
し
て
一
如
平
等
の
本
来
性
を
自
覚
す
る
。

ま
た
は
、

一
如
平
等
を
求
め
つ
つ
、
差
別
の
現
実 

の
中
に
生
活
す
る
。

こ
の
一
見
平
面
的
に
は
矛
盾
す
る
も
の
を
、

立

体

的

に

総

合

す

る

意

欲

が

「
願
」

で
あ
る
。

そ
れ
は
一
如
平
等
が
、
 

宿
業
差
別
の
現
実
を
自
ら
の
矛
盾
と
し
て
担
う
意
欲
で
あ
る
。

平
等
性
の
中
に
あ
り
な
が
ら
平
等
性
に
背
い
て
あ
る
。
し
か
も
な
お
平
等 

性
を
離
れ
な
い
と
い
う
存
在
の
絶
対
的
矛
盾
を
解
消
す
る
こ
と
な
く
引
き
受
け
て
い
く
「
存
在
の
勇
気
」

が

願

で

あ

る(

も
ち
ろ
ん
心
理 

的
要
求
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
存
在
論
的
意
欲
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る)

。

宿
業
差
別
の
各
別
の
心
を
横
に
超
え
、

あ
ら
ゆ
る 

価
値
の
観
念
を
破
っ
た
無
価
値
の
存
在
の
深
淵
に
没
落
し
て
、

か
え
っ
て
価
値
に
苦
悩
す
る
人
間
に
一
如
平
等
を
反
顕
す
る
意
欲
、

そ
れ
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が
一
如
の
願
と
か
無
願
の
願
と
か
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

三

『
無
量
寿
経
』
は
こ
の
一
如
平
等
の
意
欲
を
法
蔵
菩
薩
の
選
択
本
願
と
し
て
象
徴
的
に
物
語
る
の
で
あ
る
。
法

然

は

『
選
択
集
』

本
願 

章
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来
は
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
に
造
像,

起
塔
等
の
諸
行
を 

以
て
往
生
の
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ず
、
唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て
其
の
本
願
と
為
し
た
ま
え
り
。(

傍
点
筆
者) 

本
願
が
称
名
念
仏
を
唯
一
行
と
し
て

選
択
す
る
根
基
を
「
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く 

一
切
を
摂
せ
ん
」

と
語
る
。

一
見
、
法
蔵 

比
丘
の
恣
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
な
勝
・
劣' 

難

・
易
と
い
う
選
び
取
り
選
び
捨
て
る
と
い
う
営
為
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
は
、 

実
は
、

一
如
平
等
の
慈
悲
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
親
鸞
は
選
択
の
根
本
を
、

超
世
無
上
に
摂
取
し

選
択
五
劫
思
惟
し
て

光
明
寿
命
の
誓
願
を

大
悲
の
本
と
し
た
ま
え
り

と
和
讃
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た' 

法

然

は

同

じ

く

本

願

章

に

『
往
生
要
集
』

の
次
の
文
を
引
用
し
て
、

只
是
れ
男
女
・
貴
賤' 

行
住
坐
臥
を
簡
ば
ず
、
時
処
諸
縁
を
論
ぜ
ず
、
之
れ
を
修
す
る
に
難
か
ら
ず
、

乃
至
臨
終
に
往
生
を
願
求
す 

る
に
其
の
便
宜
を
得
る
こ
と
念
仏
に
如
か
ざ
れ
ば
な
り
。

と' 

念
仏
の
平
等
性
を
教
証
す
る
。
本
願
念
仏
は
、
あ
ら
ゆ
る
宿
業
差
別
の
限
定
を
超
え
た
生
の
意
味
を
開
示
し
悟
入
し
た
い
と
い
う
衆
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生
の
願
い
に
応
え
て
い
る
。

こ
れ
が
衆
生
の
宿
業
差
別
の
な
か
で
求
め
て
き
た
本
当
の
願
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宿
業
差
別
を
観
念
化 

し
て
逃
げ
る
必
要
も
な
く'

宿
業
差
別
の
な
か
に
埋
没
す
る
も
の
で
も
な
い' 

宿
業
差
別
を
生
き
る
人
間
と
し
て
の
願
い
の
発
見
で
あ
る
。

㉖

も
し
欲
求
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
欲
求
を
生
き
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

親
鸞
は' 

消
息
に
お
い
て
、

こ

の

『
往
生
要
集
』

の
文
を
引
い
て 

「
本
願
の
念
仏
を
信
楽
す
る
あ
り
さ
ま
」
を
表
す
証
文
と
し
て
い
る
。

し
か
し
本
願
の
念
仏
を
信
楽
す
る
こ
と
は
価
値
観
の
中
に
漂
う 

㉗
 

㉘

「
邪
見
僑
慢
悪
衆
生
」

に

と

っ

て

は

「
難
中
の
難
斯
に
過
ぎ
た
る
は
な
し
」

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ

れ

ゆ

え

に

選

択

本

願

は

「
十
方 

衆
生
」

に

た

い

し

て

「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」

と
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。
し

か

も

三

度

「
欲
生
我
国
」

と
呼
び
か
け
る
の
は
、
 

三
度
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本

願

念

仏

を

信

じ

る

心(

宗
教
的
自
覚)

を
充
全
す
る
た
め
で
あ
る
。

こ

の

「
欲
生
我
国
」

の
呼
び 

か

け

に

応

現

し
て

釈

迦

は

『
無
量
寿
経
』

に

「
至
心
信
楽
の
願
心
」

と

そ

の

成

就

の

「
一
念
」
を
説
き
、

『
観

無

量

寿

経

』

に

は

「
具
三 

心
者
必
生
彼
国
」
と
三
心
を
説
き
、
『
阿
弥
陀
経
』

に

は

「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」
と
一
心
を
説
い
て
発
遣
し
、

世
親
は
仏
弟
子
と
し
て 

「
願
生
偈
」

に

世
尊
、
我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。

と
一
心
を
表
白
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
本
願
念
仏
の
信
心
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
教
言
の
根
底
に
あ
る
原
理
が
「
欲
生
心
」

で 

あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
い
。

-- 

呼
び
か
け

る
〈
こ
と
ば
〉

一

㉛

周
知
の
よ
う
に
、
欲

生

心

は

「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」

と
い
う
呼
び
か
け
で
あ
る
。

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
そ
の
呼
び
か
け 

は

内

に

「
国
土
」
と
い
う
概
念
を
含
ん
で
い
る
。
な

ぜ

「
国
に
生
ま
れ
よ
」

と
呼
び
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

国
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
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も
つ
概
念
で
あ
る
の
か
。

安

田

理

深

が

「
存
在
の
故
郷
」(
『
安
田
理
深
選
集
』
第
一
巻)

で
、

国
土
の
意
義
に
つ
い
て
深
い
考
察
を
行
い
、

以
下
の
よ
う
な
定
義
を 

与
え
て
い
る
。

「
国
と
い
う
素
朴
な
表
現
は
、
そ
の
素
朴
な
ま
ま
の
意
味
に
於
い
て
、

人
間
が
そ
こ
に
帰
す
る
を
う
る
と
こ
ろ
の
場
所
を
意
味
す
る 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」(

三
八
三
頁)

「
国
土
も
ま
た
人
間
存
在
に
取
っ
て
単
に
偶
然
的
な
意
味
を
有
っ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
 

そ
の
存
在
構
造
に
存
在
論
的
意
味
を
有
っ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
」(

三
八
四
頁)

「
国
土
は' 

ま
さ
に
こ
の
根
本
構 

造

た

る

5-,
怜

5-
の
意
味
を
充
た
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

国
土
の
問
題
に
於
い
て
必
要
で
あ
る
の
は 

5-,
%

=-
の
意
味
で
あ
る
。
」(

三
八
五
頁)

「
衆
生
は
共
同
運
命
的
存
在
で
あ
る
。
国
土
は
宗
教
心
の
実
存
共
同
体
で
あ
る
。
」(

三
八
七
頁) 

こ
の
教
示
に
よ
っ
て
国
土
と
い
う
概
念
は
存
在
の
大
地
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
存
在
の
大
地
性
と
は
何 

か
。

そ

れ

は

「
宿
業
共
感
の
大
地
」

と
も
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
絶
対
的
な
差
別
性
を
生
き
る
存
在
の
存
在
性
で
あ
る
。

一
人
ひ
と
り
が
絶 

対
的
な
差
別
を
生
き
な
が
ら
し
か
も
互
い
に
影
響
し
あ
い
生
き
あ
う
存
在
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
絶
対
的
に
差
別
の
世
界
を
生
き
な 

が
ら
し
か
も
共
感
で
き
る
と
い
う
存
在
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
こ
と
は
、

国
土
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り 

玄
は3

の
本
来
性
を
獲
得
し
、

し
は
し
の
存
在
を
満
足
す
る
、

一
人
ひ
と
り
が
各
々
自
ら
の
生
の
意
義
を
安
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生 

を
生
き
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
生
の
自
他
平
等
性
，
本
来
性
を
獲
得
し
な
い
か
ぎ
り' 

本
当
の
意
味
で
個
の 

苦
悩
の
解
放
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
存
在
の
本
来
性
を
、

一
如
平
等
の
憲
法
の
も
の
と
に
統
治
さ
れ
た
国
と
い
う
意
味
で
仏
土
と
し 

て
象
徴
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

釈
尊
が
世
に
出
興
し
た
こ
と
に
よ
っ
て' 

全
て
の
苦
悩
す
る
も
の
の
意
味
が
変
革
し
た
と
い
わ
れ
る
。

釈
迦
が
成
道
し
た
と
い
う
こ
と 

は
単
に
釈
迦
一
人
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
苦
悩
す
る
存
在
の
苦
悩
す
る
意
味
が
証
明
さ
れ
た
と
い
う
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
 

そ
の
こ
と
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、
苦
悩
の
衆
生
か
ら
仏
を
見
る
の
で
は
な
く
、
仏
か
ら
苦
悩
の
衆
生
を
見
る
、
仏
か
ら
衆
生
を
見
る
こ
と
に
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よ
っ
て
始
め
て
、

一
切
衆
生
が
仏
に
成
る
べ
き
身
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
如
と
関
係
す
る
存
在
と
し
て
衆
生
の
苦
悩
が
迷
い
と 

し
て
押
さ
え
ら
れ
る
と
き' 

一
切
衆
生
が
凡
夫
と
し
て
仏
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
と
い
う
意
味
を
も
つ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
衆
生
は
本 

来
性
の
内
に
あ
り
な
が
ら
本
来
性
に
背
き
し
か
も
本
来
性
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
釈
尊
の
成
道
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
に
こ
の
よ
う
な 

意
味
が
施
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
が
開
か
れ
た
以
上
、

こ
れ
に
無
知
で
あ
る
こ
と
は
、

単
に
無
知
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
す
ま 

さ
れ
な
い
、
無

知

で

あ

る

こ

と

は

す

で

に

「
仏
智
疑
惑
の
罪
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
罪
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
宗
教 

心
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
生
の
痛
み
で
あ
る
。
「
自
己
に
背
く
も
の
」
、
自
己
の
本
来
性
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
悲
痛
と
し
て
感 

じ
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
の
意
味
で
あ
る
。

と
に
か
く
、

こ
の
一
切
の
衆
生
に
開
示
さ
れ
た
存
在
の
意
味
を
大
地
性
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
 

ー

切
衆
生
は
悉
く
如
来
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ 

た
大
地
の
上
に
あ
る
と
い
う
意
味
が
浄
土
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

@

浄
仏
国
土
と
い
う
概
念
が
、
実
体
的
な
他
界
で
は
な
く
て
仏
道
修
行
と
深
い
関
係
を
も
ち
、

そ
れ
が
大
乗
の
仏
道
に
固
有
の
術
語
で
あ 

る
こ
と
は
従
来
注
意
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り
仏
の
国
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
か
ら
自
利
利
他
を
成
就
す
る
た
め
に
求
め 

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
利
利
他
を
統
合
す
る
よ
う
な
智
慧
・
慈

悲

・
方
便
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
国
土
が
選
ば
れ
た
の
で 

あ
る
。

仏
国
土
は
仏
の
境
界
で
あ
る
。
自
利
利
他
満
足
の

願

い
を

い

か
な

る

形
で

荘
厳(

象
徴)

す
る
か
が
、
そ
の
仏
土
を
決
定
し
て
く 

る
。
と
く
に
阿
弥
陀
仏
は
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
浄
土
の
体
用
と
す
る
。
「
無
量
清
浄
平
等
覚
」
と
い
う
異
訳
の
名 

か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
存
在
の
普
遍
性
平
等
性
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
さ
ま 

ざ

ま

に

押

さ

え

ら

れ

る

仏(

如
来)

の
性
質
の
中
で
も
平
等
覚
を
も
っ
て
独
自
性
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
象
徴
が
光
・
寿
無
量
で
あ
る
。
 

仏
は
直
接
に
衆
生
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
も
し
仏
と
衆
生
が
直
接
に
関
係
し
よ
う
と
す
れ
ば
凡
夫
か
ら
仏
果
ま
で
衆 

生
の
能
力
あ
り
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
段
階
が
で
き
あ
が
る
。

と
す
れ
ば
衆
生
が
自
ら
の
生
を
平
等
の
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
は 

永
遠
の
彼
方
に
し
か
な
い
。

例
え
ば
、
菩
薩
の
十
地
な
ど
が
良
い
例
で
あ
ろ
う
が
、
衆
生
に
と
っ
て
段
階
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
仏
は
永
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遠
の
理
想
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
き
と
し
て
劣
等
感
と
し
て
働
く
強
迫
観
念
で
さ
え
あ
り
う
る
。
 

仏
は
衆
生
を
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
う
。

と
は
、
衆
生
と
仏
の
平
等
性
に
お
い
て
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
浄
土
に
生
ま
れ
る
」
と
は
仏
の
国
土
と
衆
生
の
関
係
を
表
現
す
る
概
念
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
仏
は
衆
生
に
と
っ
て
修
道
の
延
長
上
に
あ 

る
存
在
で
な
い
。

か
え
っ
て
衆
生
は
仏
の
世
界
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
あ
る
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
衆
生
理
解
に
往
生 

浄
土
の
教
学
の
独
自
性
が
あ
る
。
だ
か
ら
空
間
的
に
想
定
さ
れ
た
成
仏
の
世
界
に
行
く
た
め
に
修
道
を
績
む
と
い
う
発
想
は
素
朴
な
実
体 

観
に
よ
る
誤
解
で
あ
る
と
い
う
べ
き
か
と
思
う
。

そ
の
誤
解
は
、
浄
土
建
立
の
因
そ
の
も
の
に
昏
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
か
い
い
よ
う 

が
な
い
。

そ
れ
は
純
粋
な
感
情
に
よ
る
象
徴
を
実
体
的
に
解
釈
し
た
結
果
で
あ
る
。

と
も
か
く
換
言
す
れ
ば
浄
土
教
と
は
、
仏
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
の
で
は
な
い
か
。
衆
生
が
何
ら
か
の
努
力
に
よ
っ
て
仏
の
世
界
に
往
く
と
い
う
の
が
「
生
」

の
本
義
で
は
な
く
し
て
、
仏
の
世
界
に
よ 

っ
て
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
「
生
」

の
意
義
で
あ
る
。
救
う
と
い
っ
て
も
、
浄
土
を
通
し
て
救
う
。
浄
土
を
与
え
れ
ば
そ
の
中 

に
衆
生
の
救
い
は
あ
る
。

願
心
荘
厳
の
浄
土
を
観
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
仏
を
見
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
解
義
分
願
偈
大
意
に
、

@
此
の
願
偈
は
何
の
義
を
か
明
か
す
。
彼
の
安
楽
世
界
を
観
じ
て
阿
弥
陀
如
来
を
見
た
て
ま
つ
り
、
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
る
こ 

と
を
示
現
す
る
が
ゆ
え
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
衆
生
に
願
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
国
土
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
一
切
衆
生 

の
平
等
普
遍
の
意
味
を
自
覚
す
る
こ
と
を
「
願
土
」

に
生
ま
れ
る
と
し
て
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
浄
土
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏 

と
衆
生
の
関
係
が
根
本
的
に
変
革
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
生
ま
れ
る
」

と
は
、

仏
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
願
を
も
っ
て
、

衆
生
が
求
め
て 

い
る
願
と
し
て
参
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ

の

願

が

先

に

述

べ

た

「
清
浄
平
等
覚
」

な
の
で
あ
る
。

呼
び
か
け
が
国
土
へ
生
ま
れ
よ
と
い
う
呼
び
か
け
で
あ
っ
て
初
め
て
私
的
関
心
性
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
土
と
は
対
象
的
な
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空
間
を
い
う
の
で
は
な
く'

呼
び
か
け
る
こ
と
ば
の
共
同
性
を
象
徴
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
す
る
存
在
に
も
平
等
に
呼
び
か 

け

る

〈
こ
と
ば
〉
が
衆
生
に
た
い
す
る
平
等
性
を
象
徴
し
て
い
る
。
衆

生

は

そ

の

〈
こ
と
ば
〉

に
触
れ
平
等
性
に
目
覚
め
る
こ
と
に
お
い 

て
、
宿

業

差

別

の

現

実(

依
他
起
性)

を

実

体

的

差

別

と

し

て

固

執(

遍
計
所
執
性)

す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

宿
業
差 

別
の
現
実
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
へ
の
固
執
を
否
定
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
宿
業
差
別
の
現
実
の
意
味
と
か
使
命
を
自
覚
せ 

し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

阿
弥
陀
仏
の
仏
土
が

端
に
《
仏
の
智
慧
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
世
界
》

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

《
仏
が
濁
世
の
群
萌
に
呼
び 

か

け

る

〈
こ
と
ば
〉

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
世
界
》

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
が
阿
弥
陀
の
仏
土
の
特
徴
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に. 

南

無

阿

弥

陀

仏

の

〈
こ
と
ば
〉

の
ほ
か
に
仏
土
の
体
も
な
い
の
で
あ
る
。
願

を

表

わ

す

〈
こ
と
ば
〉
が
阿
弥
陀
仏
の
土
の
素
材
な
の
で
あ 

る
。
阿
弥
陀
の
仏
土
は
観
念
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
画
か
れ
た
理
想
境
で
は
な
く
、
情

感

に

満

ち

た

〈
こ
と
ば
〉
を
象
徴
す
る
世
界
で
あ 

る
。
世
親
に
よ
っ
て
、
『
無
量
寿
経
』

の
浄
土
荘
厳
が

一
法
句
，
二
十
九
句
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
く
所
以
で
あ
る
。

浄
土
は
、
現
実
の
否
定
の
彼
方
に
あ
る
未
来
の
理
想
境
で
は
な
く
、

か
え

っ
て

現
実
を

支
え

呼
び

か
け

る

〈
こ
と
ば
〉

の
湧
き
出
ず
る 

大
地
で
あ
る
。

「
仏
に
よ
っ
て
共
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
」

「
同
じ
く
国
に
生
ま
れ
る
」
と
し
て
し
か
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
欲
求
こ
そ
宿
業 

差
別
を
生
き
る
衆
生
の
欲
求
な
の
で
あ
る
。

二

如
来
の
本
願
が
成
就
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
事
実
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
衆
生
が
一
如
平
等
の
世
界
か
ら
等
流
す
る
〈
こ
と
ば
〉
を
自 

覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
本
願
成
就
の
救
済
は
ど
こ
に
も
な
い
。

そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
一
如
平
等
の
呼
び
か
け
を
自
覚
す 

る
こ

と

を

課
題
と
す

る
如
来
の
意
欲
が

「
本
願
の
欲
生
心
」

で
あ
る
。

本
願
が
十
方
衆
生
に
一
如
平
等
を
自
覚
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど

う

し

て

も

〈
こ
と
ば
〉

と
な
っ
て
呼
び
か
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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そ
の
こ
と
に
つ
い
て
曾
我
量
深
は
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

自
覚
に
お
き
ま
し
て
は
こ
と
ば
と
い
う
も
の
が
唯
一
の
存
在
で
す
。

だ
か
ら
仏
と
い
う
も
の
は
こ
と
ば
に
よ
っ
て
実
在
す
る
の
で
あ 

り
ま
す
。
仏
の
存
在
と
い
う
こ
と
は
名
号
の
存
在
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
名
号
の
外
に
仏
を
証
明
す
る
道
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 

(

傍
点
筆
者) 

ま
た
安
田
理
深
も
、

名
号
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
如
来
は
現
行
と
な
る
の
で
あ
る
。

如
来
及
び
そ
の
世
界
は
、
極
め
て
内
面
的
に
超
越
的
で
あ
る
。

い
わ
ば 

精
神
世
界
も' 

最
も
具
体
的
に
は
、

い
わ
ば
現
実
的
な
る
事
行
と
し
て
は
名
号
の
他
に
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は 

外
境
的
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
る
表
象
的
存
在
で
は
な
く
し
て' 

名
言
に
よ
っ
て
直
接
に
感
ぜ
ら
れ
る
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
意
味 

が
作
用
し
意
味
が
感
動
せ
し
め
る
精
神
的
世
界
で
あ
る
。
精
神
的
世
界
に
於
い
て
は
安
立
を
本
質
と
す
る
名
言
が
実
在
と
な
る
の
で 

あ
る
。
物

〇

ヨ

〇̂
が
作
用
す
る
の
で
は
な
く
し
て

意
味5

5-1!
が
作
用
す
る
、
作
用
が
実
在
す
る
の
が
名
言
で
あ
る
。

如
来
の
世
界 

が
如
来
智
が
そ
れ
に
於
て
行
ず
る
境
界
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。(

傍
点
筆
者) 

と
述
べ
る
よ
う
に
、
存

在

の
意
味
を

自
覚
す

る
た
め
に
は

〈
こ
と
ば
〉(

言

説

，
名
言)

が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
衆

生
(

有 

情)

は

〈
こ
と
ば
〉
を
も
っ
て
分
別
し
表
現
す
る
。

そ

の

意

味

で

〈
こ
と
ば
〉
と
は
有
情
の
精
神
活
動
に
と
っ
て
唯
一
の
実
在
す
る
材
料 

な
の
で
あ
り' 

そ
れ
ゆ
え
に
衆
生
が
妄
念
に
迷
う
こ
と
も
〈
こ
と
ば
〉

に
よ
っ
て
生
じ
、
真

実

を

自

覚

す

る

こ

と

も

〈
こ
と
ば
〉

に
よ
っ 

て
可
能
な
の
で
あ
る
。
〈
こ
と
ば
〉

は
迷
い
と
悟
り
の
共
通
の
拠
り
所
で
あ
る
。

言
に
因
っ
て
言
を
遣
る

と
い
う
表
現
が
語
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
か
し
、
名
言
に
よ
る
分
別
は
根
源
的
に
二
つ
の
根
源
的
な
在
り
方
を
も
つ
。

一
つ
は
計
度 

分
別
で
あ
り
、
今
一
つ
は
意
言
分
別
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
を
厳
密
に
峻
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
意
言
分
別
と
は
、
『
摂
大
乗 

論
』

に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
が' 

そ
の
内
容
は
加
行
・
根
本
・
後
得
の
三
種
の
智
慧
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
衆
生
に
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の
聞
法
自
覚
を
成
立
さ
せ
る
分
別
で
あ
る
。
そ
の
分
別
を
成
立
さ
せ
る
基
因
と
な
っ
た
の
が
、
い
わ

ゆ

る

浄

法

界

よ

り

等

流
す

る

〈
こ
と 

ば
〉

で
あ
る
。

「
出
世
心
」

の
根
拠
に
つ
い
て
、

最
も
清
浄
な
る
法
界
の
等
流
せ
る
正
聞
薫
習
の
種
子
よ
り
生
ず
る
所
な
り

と
述
べ
る
よ
う
に
、
宗
教
心
の
根
拠
は
、

一
如
か
ら
の
呼
び
か
け
る
〈
こ
と
ば
〉

以
外
に
は
な
い
。

つ

ま

り

〈
こ
と
ば
〉
を
仏
教
学
的
な 

定
義
か
ら
す
れ
ば
、

「
浄
法
界
よ
り
等
流
せ
る
教
言
」

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
願
は
、

一
如
か
ら
呼
び
か
け
る
〈
こ
と
ば
〉
を
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
し
て
表
現
す
る
。
離
言
の
一
如
の
願
い
を
名
号
と
い
う
言 

と
し
て
仮
に
立
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
の
迷
い
を
転
じ' 

一
如
を
自
覚
せ
し
め
る
具
体
的
〈
こ
と
ば
〉
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
南 

無
阿
弥
陀
仏
と
は
、

一
如
と
衆
生
の
呼
応
関
係
を
言
い
当
て
よ
う
と
す
る
「
根
源
語
」
を
象
徴
し
て
い
る
。
今

こ

こ

で

使

う

「
根
源
語
」 

と
は
必
ず

し
も

マ
ル
チ
ン

・
ブ
ー
バ
ー
の
定
義
す
る
厳
密
な
意
味
で
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

@
ひ
と
は
世
界
に
た
い
し
て
二
つ
の
こ
と
な
っ
た
態
度
を
と
る
。

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
世
界
は
二
つ
と
な
る
。

ひ
と
の
態
度
は
、

そ
の 

ひ
と
が
語
る
根
源
語
の
二
つ
の
こ
と
な
っ
た
性
格
に
も
と
づ
い
て
、

二
つ
と
な
る
。
根
源
語
は
孤
立
し
た
語
で
は
な
い
。
複
合
的
な 

語
で
あ
る
。

根
源
語
の
一
つ
は
わ
れ
一
な
ん
じ
で
あ
り
、
他
は
わ
れ
——

そ
れ
で
あ
る
。

(

中
略)

以
上
の
い
ず
れ
の
根
源
語
も
も
の
を
示
さ
ず
ゝ
も
の
と
も
の
と
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

根
源
語
は
、

そ
れ
と
関
係
な
く
存
在
し
て
い
る
も
の
を
示
さ
な
い
。

し
か
し
、
根
源
語
を
話
さ
れ
る
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
現 

存
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

と
、 

存
在
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
に
、
関
係
を
あ
ら
わ
す
二
つ
の
根
源
語
か
ら
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
思
索
方
法
は
、
 

上
に
述
べ 

た
計
度
分
別
と
区
別
さ
れ
る
分
別
を
成
り
立
た
せ
る
〈
こ
と
ば
〉
を
考
え
る
と
き
の
手
助
け
と
な
る
。

48



同

時

に

一

如

か

ら

の

「根
源
語
」

と
い
う
と
き
、

そ

の

〈
こ
と
ば
〉
は
単
な
る
記
号
や
呪
文
で
は
な
く
し
て
、

限
り
な
い
言
説
と
な
っ 

て

展

開
す

る

可
能
性
を

孕
ん
だ

〈
こ
と
ば
〉

で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
も
た
さ
せ
た
い
。

つ
ま
り
収
め
れ
ば
六
字
の
名
号
で
あ
る
が
、
開
け 

ば

六

字

を

体

と

し
て

本

願

を

説

く

「
無
量
寿
経
」
を
始
め
と
し
て
、

さ
ら
に
は
念
仏
往
生
の
仏
道
を
説
く
無
尽
の
教
言
と
し
て
展
開
す
る
、
 

し
か
も
そ
の
全
体
が
六
字
の
名
号
を
一
歩
も
で
な
い
、

そ

の

よ

う

な

〈
こ
と
ば
〉

で
あ
る
。

と
に
か
く 

一
如
平
等
の
呼
び
か
け
を
〈
こ
と 

ば
〉

と
し
て
表
現
し
た
名
号
に
よ
っ
て
の
み
、

衆
生
は
一
如
平
等
の
呼
び
か
け
を
聞
く
の
で
あ
る
。

〈
こ
と
ば
〉

こ
そ
が
意
味
の
世
界
に 

お
け
る
事
行
で
あ
る
か
ら
、

仏
教
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
の
対
象
は
、
如
来
の
こ
と
ば' 

い

わ

ゆ

る

「
教
」

以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

仏

の

「
教
」

の
中
に
こ
の
根
源
語
を
聞
き
取
る
こ
と
が
仏
弟
子
の
使
命
で
あ
る
。

念
仏
往
生
と
は
端
的
に
い
え
ば'

「
仏
を
念
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
は
い
わ
ゆ
る
仏 

の
世
界
と
衆
生
と
の
関
係
を
表
す
行
の
概
念
で
あ
る
。

し

か

し

念

仏(

仏
を
念
ず
る)

と
い
っ
て
も
そ
の
中
に
は
観
仏
も
あ
れ
ば
称
名
も
あ
る
。

し
か
し
本
願
の
念
仏
、
本
願
の
行
と
い
う
か 

ぎ
り
、

そ
の
念
仏
は
観
仏
に
区
別
さ
れ
た
称
名
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
本
願
の
名
号
を
称
え
る
。

こ
れ
が
本
願
に
選
択
さ
れ
た
念
仏 

で
あ
る
。

し
か
し
た
だ
仏
名
を
称
え
る
と
い
う
行
為
は
一
見
ま
っ
た
く
行
と
し
て
は
無
意
味
に
思
わ
れ
る
。
世
間
的
価
値
観
か
ら
い
え
ば 

称
名
に
行
と
い
う
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。

南

無

阿

弥

陀

仏

と

い

う

名

号

は

「
仏
を
念
ず
る
」

か

た

ち

を

あ

ら

わ

す

〈
こ
と
ば
〉

で
あ
る
。

つ
ま
り
称
名
と
は
仏
と
衆
生
の
関
係
を 

表
す
行
で
あ
る
。

そ
の
関
係
と
は
何
か
。

衆
生
に
ま
っ
た
く
主
観
的
努
力
を
求
め
な
い
、
む
し
ろ
そ
れ
ど
こ
ろ
か
努
力
に
価
値
や
意
義
を
見
出
す
こ
と
を
徹
底
し
て
拒
絶
す
る
の 

が
易
行
と
名
づ
け
ら
れ
る
称
名
と
い
う
行
が
も
つ
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で
称
名
は
、
衆
生
が
も
つ
あ
ら
ゆ
る
業
的
行
為 

と
異
質
で
あ
る
こ
と
を
表
す
の
で
あ
る
。
時

・
処

・
諸
縁
を
簡
ば
な
い
易
行
で
あ
る
こ
と
が' 

一
如
平
等
の
生
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。
と
に
か
く
衆
生
の
自
他
差
別
の
価
値
観
に
立
つ
行
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
行
を
表
現
す
る
〈
こ
と
ば
〉

と
い
う
こ
と
が
名
号
の
意
義
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と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
衆
生
の
側
に
立
て
ら
れ
る
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
価
値
観(

我

執

・
法
我
執)

に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
。
能
力
の
差
異
や
価 

値
観
の
信
頼
の
上
に
立
て
ら
れ
た
行
、
時

・
処

・
諸
縁
を
選
ぶ
行
は
決
し
て
存
在
の
一
如
平
等
性
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は 

明
白
で
は
な
い
か
。

衆
生
の
努
力
や
反
努
力
や
非
努
力
に
か
か
わ
ら
ず
、
衆
生
が
す
で
に
一
如
の
内
に
あ
る
、

一
如
平
等
の
生
の
尊
厳
を
生
き
て
い
る
こ
と 

を

呼

び

か

け

る

〈
こ
と
ば
〉
、

こ
こ
に
は
主
観
的
努
力
が
寸
毫
も
入
る
余
地
が
な
い
。

善
導
は
、
称
名
が
願
の
み
あ
り
て
行
を
具
足
し
な
い
か
ら
念
仏
往
生
は
別
時
意
趣
で
あ
る
と
の
摂
論
派
の
疑
難
に
た
い
し
て
、

@
南
無
と
い
う
は
即
ち
帰
命
な
り
、
ま
た
発
願
廻
向
の
義
な
り
。

阿
弥
陀
仏
と
い
う
は
即
ち
是
れ
其
の
行
な
り
。
斯
の
義
を
以
て
の
故 

に
必
ず
往
生
を
得
と
。

と
、

六
字
の
名
号
を
解
釈
し
て
、

こ

の

〈
こ
と
ば
〉
が
願
行
具
足
す
る
名
号
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
そ
れ
自 

身
で
、
す
で
に
一
如
平
等
か
ら
の
呼
び
か
け
を
表
現
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
無
条
件
に
絶
対
的
に
承
認
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
一
如
平
等
の
呼
び
か
け
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
以
外
に
一
如
平
等
の
呼
び
か
け
を
自
覚
す
る
場
所
は
ど
こ
に 

も
な
い
の
で
あ
る
。
自
他
差
別
の
宿
業
を
生
き
る
凡
夫
に
と
っ
て
は
、

一
如
の
呼
び
か
け
で
あ
る
こ
の
〈
こ
と
ば
〉

に
専
ら
奉
え
る
だ
け 

が
唯
一
の
宗
教
的
現
実
な
の
で
あ
る
。
(

そ
れ
は
決
し
て
世
間
の
宿
業
差
別
の
現
実
を
無
視
し
た
り
軽
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は 

な
い
。
む
し
ろ
こ
の
根
源
語
に
お
い
て
現
実
を
捉
え
直
し
見
つ
め
る
勇
気
の
誕
生
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。) 

親
鸞
は
、

こ
の
善
導
の
六
字
釈
を
継
承
し
て' 

宗
教
的
実
存
が
誕
生
す
る
構
造
を
そ
の
中
に
見
出
し
て
、
ま

た

『
尊
号
真
像
銘
文
』

に 

次
の
よ
う
に
語
る
。

「
言
南
無
者
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
帰
命
と
ま
う
す
み
こ
と
ば
な
り
。

帰

命
は
す

な

わ

ち

釈

迦

・
弥
陀
一 

ー
尊
の
勅
命
に
し
た
が
い 

て
め
し
に
か
な
う
と
ま
う
す
こ
と
ば
な
り
。

こ

の

ゆ

え

に

「
即
是
帰
命
」

と
の
た
ま
え
り
。

「
亦
是
発
願
廻
向
之
義
」

と
い
う
は
、
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二
尊
の
め
し
に
し
た
が
う
て
安
楽
浄
土
に
う
ま
れ
ん
と
ね
が
う
こ
こ
ろ
な
り
と
の
た
ま
え
る
な
り
。(

傍
点
筆
者) 

こ

こ

ま

で

が

「
南
無
」
の
解
釈
に
当
た
る
。

「
南
無
」
は
、

二
尊
の
勅
命
と
そ
の
勅
命
を
受
け
止
め
る
と
い
う
関
係
を
表
す
〈
こ
と
ば
〉 

で
あ
り
、

ま

た

そ

の

内

な

る

意

義

と

し
て

は

「
ね
が
う
こ
こ
ろ
」

の
表
明
で
あ
る
と
了
解
し
て
い
る
。

〈
こ
と
ば
〉

に
よ
っ
て
願
心
を
見 

出
す
の
で
あ
る
。
親

鸞

が

〈
こ
と
ば
〉
を
廻
施
さ
れ
た
こ
と
に
た
い
す
る
深
い
感
動
が
窺
え
る
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
か
ら
も 

名
号
が
、
対
象
を
指
示
す
る
記
号
や
非
ロ
ゴ
ス
的
な
呪
文
で
な
く
「根
源
語
」

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
と
っ
て
南
無 

と

し

て

呼

び

か

け

る

〈
こ
と
ば
〉

の
廻
施
の
他
に
宗
教
的
事
実
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、

@

、
「
言
阿
弥
陀
仏
者
」
と
ま
う
す
は'

「
即
是
其
行
」
と
な
り
。
即
是
其
行
ほ
こ
れ
す
な
わ
ち
法
蔵
菩
薩
の
選
択
本
願
な
り
と
し
る
べ
し 

と
な
り
。
安
養
浄
土
の
正
定
の
業
因
な
り
と
の
た
ま
え
る
こ
こ
ろ
な
り(

傍
点
筆
者)

と

「
阿
弥
陀
仏
」
と

い

う

〈
こ
と
ば
〉

に
つ
い
て
解
釈
す
る
。

つ
ま
り
南
無
す
べ
き
阿
弥
陀
仏
と
い
う
根
源
語
は
、
衆

生

に

「
法
蔵
菩
薩 

の
選
択
本
願
」

こ

そ

真

の

行
で

あ

る
こ

と

を

「
し
る
べ
し
」
と
語
り
か
け
て
く
る
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。

一
如
平
等
か
ら
の
呼
び
か
け 

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば' 

宗

教

的

現

行

と

い

う

こ

と

は

「
荘
厳
仏
国
清
浄
の
行
を
思
惟
摂
取
」
す
る
選
択
本
願
の
他
に
は
な
い
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。
も
ち

ろ

ん
南
無
阿

弥

陀

仏
は

唯

一

の

〈
こ
と
ば
〉

で
あ
り
、

「
南
無
」
の
呼
び
か
け

の
な

か
に
「
阿
弥
陀
仏
」
は
す
で
に
含
ま 

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
安
易
に
分
割
し
て
解
釈
を
施
す
こ
と
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

そ

の

こ

と

は

「
行
巻
」

に
お
い
て
、

@
し

か

れ

ば

「
南
無
」

の
言
は
帰
命
な
り
。(

中
略)

こ

こ

を

も

っ

て

「
帰
命
」

は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。

「
発
願
廻
向
」

と
言
う
は. 

如
来
す
で
に
発
願
し
て
、

衆
生
の
行
を
回
施
し
た
も
う
の
心
な
り
。

「
即
是
其
行
」

と
言
う
は' 

す
な
わ
ち
選
択
本
願
こ
れ
な
り
。
 

「
必
得
往
生
」
と
言
う
は
、

不
退
の
位
に
至
る
こ
と
を
獲
る
こ
と
を
彰
す
な
り
。(

後
略) 

と
随
分
と
深
い
配
慮
を
も
っ
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
と
思
う
。

と

に
か
く
南
無
阿
弥
陀
仏
と

い
う

〈
こ
と
ば
〉

は
、

一
如
が
衆
生
に
働
き
か
け
る
構
造
を
も
っ
と
も
純
化
し
た
表
現
な
の
で
あ
り
、

こ 

の

〈
こ
と
ば
〉

に

宗

教

的

現

行

の

構

造(

因
縁)

が
尺
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
六
字
の
名
号
は
宗
教
的
自
覚
に
お
け
る
根
源
語
な
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の
で
あ
る
。

一
如
の
本
願
は
、

「
南
無
」

と
な
っ
て

一
切
衆
生
に
呼
び
か
け(

本
願
の
招
喚)

、
呼
び

か
け
に
信
順
し
た
衆
生
を
「
阿
弥
陀
」 

と

名
づ
け

ら

れ

る

智

慧

の

内

に

収

め

る(

光
明
の
摂
取)

の
で
あ
る
。
衆

生

が

本

願

の

呼

び

か

け

の

〈
こ
と
ば
〉

に
目
覚
め
れ
ば
、
本
願 

を

象

徴

す

る

〈
こ
と
ば
〉
が
目
覚
め
た
衆
生
を
包
む
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
 

南
無 

:

・
本
願
の
招
喚
を
表
現
す
る
〈
こ
と
ば
〉:

・

廻

向

行

信

…
宗
教
的
自
覚
の
因 

阿
弥
陀
仏
…
光

明

の

摂

取

を

象

徴

す

る

〈
こ
と
ば
〉:

，荘

厳

仏

土

…
宗
教
的
自
覚
の
縁 

と
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、

一
切
衆
生
を
救
済
す
る
法
は
す
で
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
〈
こ
と
ば
〉
と
し
て
成
就
し
て
い
る
。

そ

こ

に

こ

の

〈
こ
と
ば
〉 

を
ど
の
よ
う
に
し
て
衆
生
に
自
覚
せ
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
が
如
来
の
本
願
の
新
た
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ

の

〈
こ

と

ば

〉

に 

「
如
実
修
行
相
応
」
す
る
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
課
題
と
さ
れ
る
。

こ

の

〈
こ
と
ば
〉
を
自
覚
し
て
欲
し
い
と
い
う
如
来 

の

切

な

る

願

い

が

「
欲
生
我
国
」
と
十
方
衆
生
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

こ

の

如

来

の

意

欲

を

「
本
願
の
欲
生
心
」
と
名
づ
け
る
。
 

南

無
(

阿
弥
陀
仏)

の
自
覚:
.

欲

生(

我
国)

(

南
無)

阿
弥
陀
仏
の
自
覚:

：
：(

欲
生)

我
国 

(

未
完) 

註①
 

『
観
経
疏
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善

義(

『
真
宗
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典
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②
 

『
唯
信
鈔
文
意
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『
真
宗
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典
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五
五
二
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③
 

『
一
念
多
念
文
意
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『
真
宗
聖
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五
四
五
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④
⑤
 

『
唯
信
鈔
文
意
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『
真
宗
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五
五
二
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⑥
 

ボ
ー
ル
・
テ
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リ
ッ
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『
存
在
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の
勇
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目
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ル
・
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法
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大
乗
論
世
親
釈
』(

『
大
正
蔵
』
三
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⑨

⑩

『
末
灯
鈔
』(

『
真
宗
聖
典
』
六
〇
一
頁)

⑪

『
唯
信
鈔
文
意
』(

『
真
宗
聖
典
』
五
五
四
頁)

二
証
巻
」(

『
真
宗
聖
典
』
二
八
〇
頁)

等
参
照

⑫
 

『
唯
信
鈔
文
意
』(

『
真
宗
聖
典
』
五
五
四
頁)

⑬
 

親
鸞
に
於
て
明
説
さ
れ
て
あ
る
も
の
は
一
如
の
実
相
で
あ
っ
て
、

万
有
の
本
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

し
か
れ
ば
青
を
知
り
て
青
さ
を 

見
な
い
も
の
は
、
青
の
実
体
に
執
え
ら
れ
て
青
さ
の
実
相
を
知
ら
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
実
相
を
知
る
も
の
は
、

凡
知
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

さ
れ
ど
、
そ
の
智
慧
は
理
性
と
か
論
理
と
か
い
う
も
の
を
要
求
す
る 

も
の
で
は
な
い
。
た

だ

ヨ

亦5  
〇
と
領
解
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

斗
は
現
前
当
来
の
法
で
あ
る
。
ぢ5

。

は
実
相
で
あ
る
。
如
で
あ
る
。
更
に
分
別
を
要
と
し
な
い
。
そ
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
理
性
を
用
い
ず
論
理 

に
よ
ら
ず
、
そ
れ
が
如
で
あ
る
。(

『
金
子
大
栄
著
作
集
』
第
十
二
巻
「
真
宗
聞
思
録
」
光
輪
鈔
五
一
九
頁) 

⑭
⑮
 

西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』(

『
西
谷
啓
治
宗
教
論
集
ー
』
二
頁)

⑯
 

因
分
可
説
・
果
分
不
可
説(

『
大
正
蔵
』4

5—
4
7
7

 3
)

⑰

『
証
巻
』(

『
真
宗
聖
典
』
二
八
〇
頁)

⑱
 

『
唯
信
鈔
文
意
』(

『
真
宗
聖
典
』
五
五
四
頁)

⑲
 

『
良
い
地
に
落
ち
た
種
—
聖
書
に
生
か
さ
れ
た
石
川
正
一
少
年
の
詩
—
』

⑳
 

西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』(

西
谷
啓
治
宗
教
論
集
ー
』
五
頁)

「
宗
教
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
そ
の
同
じ
生
の
段
階
で
は
、

決
し
て
必
要
で
は
な
い
。

た
だ
あ
ら 

ゆ
る
も
の
が
必
要
性
を
失
う
と
こ
ろ
、

そ
の
功
用
性
を
発
揮
し
得
な
く
な
る
と
こ
ろ
、

其
れ
等
が
す
べ
て
役
に
立
た
な
く
な
る
生
の
段
階
に
於
て
、
 

初
め
て
宗
教
が
必
要
と
な
り
、
生
に
於
け
る
宗
教
の
必
然
性
が
自
覚
さ
れ
て
来
る
。
我
々
は
果
た
し
て
何
の
た
め
に
あ
る
か
、
我
々
の
存
在
が
、
或 

は
人
生
と
い
う
も
の
が
、
結
局
に
於
い
て
無
意
味
な
の
で
は
な
い
か
、

或
は
も
し
何
ら
か
の
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
 

さ
う
い
ふ
や
う
に
我
々
の
存
在
の
意
味
が
疑
問
に
な
り
、
我
々
に
と
っ
て
問
ひ
と
な
る
と
共
に
、
宗
教
的
要
求
が
我
々
の
内
か
ら
生
起
て
来
る
。
」 

㉑
 

「精
神
主
義
」(

『
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
二
頁)

㉒
 

安
田
理
深
『
は
じ
め
に
名
号
あ
り
』

一
〇
七
頁

㉓

(

『
真
聖
全
』

ー
——
九
四
五
頁)
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㉔
 

『
正
像
末
和
讃
』(

『真
宗
聖
典
』
五
〇
ニ
頁)

㉕

(

『
真
聖
全
』

ー
ー
九
四
四
頁)

㉖

『
血
脈
文
集
』(

『
真
宗
聖
典
』
五
九
四
頁)

㉗
㉘

「
正
信
偈
」(

『真
宗
聖
典
』
二
〇
五
頁)

㉙

「
化
身
土
巻
」(

『
真
宗
聖
典
』
三
四
〇
頁)

㉚

『
願
生
偈
』(

『
真
宗
聖
典
』

一
三
五
頁)

@
 

『
尊
号
真
像
銘
文
』
に

「
安
楽
浄
土
に
う
ま
れ
ん
と
お
も
え
と
な
り
」(

『
真
宗
聖
典
』
五
一
ニ
頁)

と
あ
る
表
現
に
よ
っ
た
。

㉒

『
曾
我
量
深
選
集
』
第
八
巻
口
絵

@

『
正
像
末
和
讃
』(

『
真
宗
聖
典
』
五
〇
五
頁)

㉔
 

安
田
理
深
『
自
己
に
背
く
も
の
』(

文
明
堂)

@

「浄
仏
国
土
と
は
大
乗
の
菩
薩
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
未
来
に
仏
に
な
る
と
き
、
自
己
の
出
現
す
べ
き
国
土
を
清
浄
化
す
る
こ
と
を
い
う
。
国
土
を
清

浄
化
す
る
と
い
う
の
は
、

そ
の
国
土
を
形
づ
く
っ
て
い
る
衆
生
を
安
穏
に
清
浄
の
道
に
入
ら
し
め
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
仏
道
を
完
成
せ
し
め
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
乗
菩
薩
の
自
利
利
他
の
志
願
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
菩
薩
道
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た

が
っ
て
、

こ
れ
は
大
乗
仏
教
の
根
本
精
神
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
(

藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
教
思
想
の
研
究
』
五
〇
ハ
頁
〜
五
〇

九
頁)『

維
摩
経
』
仏
国
品
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

「
衆
生
之
類
是
菩
薩
仏
土
。
所
以
者
何
。
菩
薩
所
化
衆
生
而
取
仏
土
。
随
所
調
伏
衆
生
而
取
仏
土
。(

中
略)

菩
薩
取
於
浄
国
皆
為
饒
益
於
衆
生
故
。
」 

(

『
大
正
蔵
』
十
四——

5
3
7

 3
)

『
唯
信
鈔
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
国
土
を
も
う
く
る
こ
と
は
衆
生
を
み
ち
び
か
ん
た
め
な
り
。

国
土
た
え
な
り
と
い
う
と
も
衆
生
う
ま
れ
が
た
く
は
、

大
悲
大
願
の
意
趣
に
た
が 

い
な
ん
と
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
 

往
生
極
楽
の
別
因
を
さ
だ
め
ん
と
す
る
に
一
切
の
行
み
な
た
す
か
ら
ず
。(

中
略)

こ
れ
に
よ
り
て
、

一
切
善
悪
の 

凡
夫
、
ひ
と
し
く
う
ま
れ
、
と
も
に
ね
が
わ
し
め
ん
た
め
に
、
」(

『
真
宗
聖
典
』
九
一
八
頁)

@

『
真
聖
全
』

ー
ー
七
三
頁
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『
真
宗
聖
典
』

一
三
ハ
頁

@

『
高
僧
和
讃
』
天

親

讃(

『真
宗
聖
典
』
四
九
〇
頁)

@
 

「
上
国
土
荘
厳
十
七
句
、
如
来
荘
厳
ハ
句
、
菩
薩
荘
厳
四
句
為
広
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入
ー
法
句
為
略
。
」
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註
』
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巻
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真
聖
全
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ー
ー
三
三
六
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@
 

「
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巻
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真
宗
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典
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曾
我
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我
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巻
三
九
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@
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@
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正
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 3
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@
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大
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正
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十
一
ー1

9
9

〇4)

@

『
摂
大
乗
論
』(

『
大
正
蔵
』
三
十
一
ー13

6

'

@
 

マ
ル
チ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
(

創
文
社
『
孤
独
と
愛
』

ー
〜
二
頁)

@

『
観
経
疏
』(

「
行
巻
」
所

引

『
真
宗
聖
典
』

一
七
六
頁)

@

©

『
尊
号
真
像
銘
文
』(

『
真
宗
聖
典
』
五
二
ー
頁)

@

『
大
無
量
寿
経
』(

『
真
宗
聖
典
』

一
四
頁)

㉛

「
行
巻
」(

『
真
宗
聖
典
』

一
七
七
頁)
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