
真

宗

の

宿

業

観

松 

原 

祐 

善

一

こ
の
た
び
「
真
宗
の
宿
業
観
」
と
い
う
題
目
を
い
た
だ
い
て
お
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
思
う
に
真
宗
の
お
聖
教
の
な
か
で
、
 

宿
業
に
つ
い
て
深
く
問
い
、
ま
た
深
く
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
『
歎
異
抄
』
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
覚
如
上
人
の
事 

蹟
が
記
さ
れ
て
い
る
『
慕
帰
絵
詞
』

第
三
に
正
応
元
年(

ー
ニ
ハ
ハ)

冬
の
こ
ろ
、

常
陸
国
河
和
田
の
唯
圓
房
が
上
洛
し
て
き
た
の
で
、
 

覚
如
上
人
は
こ
の
唯
圓
房
に
対
面
し
て
日
頃
不
審
の
法
文
に
お
い
て
善
悪
二
業
を
決
し
、
こ
ん
ど
あ
ま
た
の
問
題
を
あ
げ
て
自
他
数
遍
の 

談
に
及
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
特

に

「
善
悪
二
業
を
決
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
善
悪
の
二
業
は
宿
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
を
上
人
が
こ
の
対
談
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
正
応
元
年
と
い
え
ば
、
親
鸞
聖
人
の
入
滅
の
弘
長
二
歳(

一
二
六 

二)

か
ら
二
十
七
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

唯
圓
房
は
も
と
よ
り
聖
人
面
授
の
お
弟
子
で
あ
り' 

恐
ら
く
は
聖
人
の
晩
年
の
お
弟 

子
で
あ
っ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
が
聖
人
の
在
世
中
に
宿
業
の
問
題
に
つ
い
て
、
直
接
聖
人
か
ら
特
別
の
御
教
化
を
う
け
て
い
た
も
の
と 

思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
『
歎
異
抄
』
全
体
を
通
じ' 

ま
た
第
十
三
章
の
内
容
の
な
か
に
充
分
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ 

れ
ま
す
。
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と
も
す
れ
ば
宿
業
と
い
え
ば
一
般
に
は
何
か
運
命
的
な
必
然
と
い
う
か' 

全
く
自
由
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
、
宿
命
論
的
な
暗
い 

人
生
観
の
ご
と
く
に
誤
解
さ
れ' 

ま
た
大
き
な
蹬
き
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
徹
底
し
て
明 

瞭
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
人
生
の
根
源
を
つ
く
大
切
な
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
こ
の
『
歎
異
抄
』
の
教
え
に
よ
り
ま
す
と
、
 

こ
の
宿
業
の
自
覚
に
よ
り
て
、
ま
こ
と
に
明
る
い
人
生
観
が
開
け
、
仏
陀
の
限
り
な
き
恩
寵
を
深
く
こ
の
宿
業
の
身
に
覚
え
る
こ
と
で
あ 

り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
し
ば
ら
く
『
歎
異
抄
』
の
第
十
三
章
の
お
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
て
お
話
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま 

す
。
ご
承
知
の
ご
と
く
『
歎
異
抄
』
は
は
じ
め
に
師
訓
の
十
章
が
お
か
れ
、
後
に
異
義
批
判
の
ハ
章
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が 

大
体
師
訓
の
十
章
に
対
応
し
て
後
の
ハ
章
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が' 

勿
論
異
義
の
批
判
と
申
し
ま
し
て
も
、
 

決
し 

て
他
を
さ
ば
き
て
破
邪
顕
正
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く'

自
他
と
も
に
正
信
に
背
反
す
る
自
ら
の
異
義
を
悲
し
み
歎
き' 

懺
悔 

し
て
と
も
に
先
師
口
伝
の
真
心
を
仰
い
で
と
も
に
信
心
の一

な
ら
ん
こ
と
を
願
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
こ
の
『
抄
』
独
自
の 

純
粋
な
歎
異
の
感
情
が
、
宗
教
的
懺
悔
が
、
第
一
章
の
は
じ
め
よ
り
第
十
八
章
の
終
り
ま
で
一
貫
し
て
、
そ
の
文
章
の
底
に
流
れ
て
い
る 

の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
こ
の
十
三
章
に
対
応
す
る
初
め
の
師
訓
を
求
め
る
と' 

第
三
章
の
悪
人
正
機
が
相
応
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
三
章
の
大 

切
な
点
を
抑
え
て
み
ま
す
と
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
い
づ
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
哀
れ
み
た
ま 

ひ
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と
あ 

り
、
そ
し
て
「
自
力
作
善
の
人
は
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
い
だ
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
」
と
き
び
し
く
仰
せ
ら
れ 

て
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
の
自
覚
が
往
生
の
正
因
で
あ
り
、
悪
人
が
本
願
の
正
機
だ
と
い
う
の
で
あ
り 

ま
す
。
こ
の
悪
人
が
救
済
の
正
機
で
あ
る
と
い
う
、
機
の
深
信
を
仰
せ
ら
れ
る
こ
の
第
三
章
に
照
応
し
て
、
こ
の
十
三
章
を
見
て
ゆ
き
た 

い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
〇
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二

ま
ず
こ
の
十
三
章
を
妙
音
院
了
祥
師
は
か
り
に
題
名
を
与
え
て
禁
奢
本
願
章
と
も
或
は
怖
畏
罪
悪
章
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
章 

の
異
義
者
は
「
弥
陀
の
本
願
不
思
議
に
お
は
し
ま
せ
ば
と
て' 

悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
ま
た
本
願
ぼ
こ
り
と
て
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
」
と 

い
う
こ
と
を
主
張
し
て' 

如
何
な
る
悪
を
も
も
ら
さ
ず
救
い
た
も
う
如
来
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
と
も' 

悪
は
ど
こ
ま
で
も
お
そ
れ
ら
れ 

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
了
祥
師
は
こ
の
異
義
者
を
専
修
賢
善
の
計
と
称
し
て
、
内
心
に
は
持
戒
持
律
を
尊
重
し
そ 

れ
に
囚
わ
れ
て
い
る
律
法
主
義
者
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
主
張
は
あ
く
ま
で
も
自
業
自
得
果
で' 

善
因
楽
果
、
悪
因
苦
果
の
因
果 

を
お
し
た
て' 

浄
土
往
生
は
願
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
悪
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
、
罪
を
つ
く
れ
ば
必
ず
三
塗
に
堕
す
る
と
い
う
の 

で
あ
り
ま
す
。
い
う
な
れ
ば
こ
の
異
義
者
は
廃
悪
修
善
の
道
徳
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
が
実
行
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
己
を
過
信
し 

て
徒
ら
に
他
の
悪
を
さ
ば
く
自
力
作
善
の
善
人
で
あ
り
ま
す
。
唯
圓
房
は
こ
の
異
義
者
の
言
葉
を
批
判
し
て
「
こ
の
条' 

本
願
を
疑
ふ
、
 

善
悪
の
宿
業
を
こ
こ
ろ
え
ざ
る
な
り
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
異
義
者
の
主
張
は' 

総
じ
て
は
如
来
の
本
願
を
疑
う
こ
と
か
ら
起 

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
別
し
て
い
え
ば
善
悪
の
宿
業
を
こ
こ
ろ
え
ざ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
苟
る
と
い
う' 

こ
の
二
つ
の
失
を
あ
げ
て 

答
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
二
つ
の
失
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
で' 

善
悪
の
二
業
は
宿
業
に
よ
る
こ
と
を
異
義
者
は 

信
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
罪
福
信
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
 

罪
悪
を
怖
れ
て
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
こ 

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
思
う
に
浄
土
往
生
を
さ
ま
た
ぐ
る
も
の
は
道
徳
的
な
悪
で
は
な
く
て' 

本
願
を
疑
う
罪
で
あ
り
ま
す
。
 

仏
智
の
不
思
議
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
ず' 

不
了
仏
智
に
よ
る
と
こ
ろ
の
疑
惑
の
罪
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
疑
い
の
無
明
が
一
切
を
覆
う
て 

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
唯
圓
房
は
聖
人
の
お
言
葉
を
引
用
し
て' 

ま
ず
善
悪
の
二
業
が
宿
業
に
よ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
明
瞭
な
ら 

し
め
ん
こ
と
を
努
力
し
て
い
ま
す
。

「
よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
業
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り' 

悪
し
き
こ
と
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
る
も 

悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
へ
な
り
」
と
い
う
て' 

よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も' 

善
悪
と
も
に
宿
業
に
よ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
は
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善
悪
を
選
択
し
、
 

決
定
す
る
人
間
に
お
け
る
意
志
の
自
由
も
許
さ
れ
な
い
の
で
、
 

そ
の
自
由
意
志
そ
の
も
の
を
も
支
配
す
る
根
源
の
悪
の 

あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
意
志
そ
の
も
の
が
宿
業
の
支
配
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ 

こ
に
聖
人
の
お
言
葉
と
し
て
「
卯
毛
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
塵
ば
か
り
も
ゝ
つ
く
る
罪
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
し
る
べ
し
」 

と
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
思
う
こ
と
ゝ
行
為
す
る
こ
と
ゝ
ー
切
が
つ
く
る
罪
の
宿
業
に
あ
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で 

あ
り
ま
す
。
悪
は
も
と
よ
り
修
善
も
罪
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
ま
こ
と
に
罪
業
深
重
の
身
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
罪
業
深
重
の
自
覚 

は
仏
智
の
し
ろ
し
め
す
他
力
の
自
覚
で
あ
っ
て
ゝ
わ
れ
わ
れ
の
知
性
や
理
性
の
自
覚
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
の
う
ち
な 

る
罪
と
い
う
の
で
は
な
く
、
罪
業
が
人
間
実
存
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
罪
業
の
自
覚
は
罪
業
の
信
知
で
あ
り
、
罪
業
の
機
の
深 

信
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
唯
圓
房
は
聖
人
の
ご
在
世
中
に
、
こ
の
宿
業
の
問
題
に
つ
き
、
直
接
聖
人
か
ら
ご
教
化
を
蒙
っ
た
そ
の
お
言
葉
を
想
起
し
て
い 

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
の
生
涯
を
通
し
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
ゝ
身
に
痛
感
さ
れ
懺
悔
せ
し
め
ら
れ
て
き
た 

も
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
と
き
聖
人
が
唯
圓
房
わ
た
く
し
に
対
し
、
わ
が
い
う
こ
と
を
信
ず
る
か
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
ゝ
さ
よ
う
で
ご
ざ 

い
ま
す
と
、
も
う
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
 

重
ね
て
聖
人
は
念
を
お
さ
れ
る
の
で
、 

そ
の
と
お
り
と
申
し
あ
げ
る
と
ゝ
で
は
ひ
と
を
千
人
こ
ろ 

し
て
く
れ
な
い
か
ゝ
そ
う
す
れ
ば
往
生
は
か
な
ら
ず
一
定
で
あ
る
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
、
 

さ
す
が
仰
せ
で
は
あ
り
ま
す
が
、 

わ
が
身
の
こ 

の
器
量
で
は
と
て
も
一
人
も
殺
せ
そ
う
に
思
わ
れ
ま
せ
ん
と
申
し
上
げ
る
と
、
で
は
親
鸞
の
い
う
こ
と
に
は
決
し
て
違
反
し
な
い
と
い
う 

た
で
は
な
い
か
と
仰
せ
ら
れ
、
言
葉
を
つ
い
で
聖
人
は
「
な
に
ご
と
も
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な
ら
ば
、
往
生
の
た
め
に
千
人
こ
ろ 

せ
と
い
は
ん
に
、
す
な
は
ち
こ
ろ
す
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
一
人
に
て
も
か
な
ひ
ぬ
べ
き
業
縁
な
き
に
よ
り
て
害
せ
ざ
る
な
り
、
わ
が
心
の 

よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ
じ
と
お
も
ふ
と
も
百
人
千
人
を
こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
、
更

に

「
さ
る
べ 

き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば' 

い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
業
縁
の
存
在
で
あ
り
ま
す
。
っ 

み
を
つ
く
ら
ず
し
て
は
生
き
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
く
る
つ
み
の
宿
業
を
身
に
負
う
た
存
在
で
あ
り
ま
す
。
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「
う
み
か
わ
に' 

あ
み
を
ひ
き' 

つ
り
を
し
て
世
を
わ
た
る
も
の
も
、
野
や
ま
に
し
し
を
か
り
、
鳥
を
と
り
て
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
と
も 

が
ら
も
ゝ
あ
き
な
ゐ
を
も
し
、
 

田
畠
を
つ̂

り
て
す
ぐ
る
人
も
た
だ
お
な
じ
こ
と
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
ヽ
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
生
き
も 

の
を
殺
し
て
渡
世
す
る
猟
師
た
ち
が
罪
が
重
く
て
、
田
畠
を
耕
作
す
る
百
姓
の
生
活
が
罪
が
軽
く
見
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み 

な
同
じ
こ
と
で
、
か
か
る
罪
業
に
朝
夕
ま
ど
う
て
、
ま
こ
と
に
「
濁
世
の
起
悪
造
罪
は
暴
風
駛
雨
に
こ
と
な
ら
ず
」(
安
楽
集)

で
あ
り
ま 

す
。
か
く
て
唯
圓
房
は
聖
人
の
お
言
葉
を
う
け
て
「
わ
れ
ら
が
こ
こ
ろ
の
よ
き
を
ば(
往
生
に)

よ
し
と
お
も
ひ' 

あ
し
き
こ
と
を
ば(

往 

生
に)

あ
し
と
お
も
ひ
て
、
願
の
不
思
議
に
て
た
す
け
た
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ざ
る
こ
と
を
」
仰
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
領
解
し
、
 

ま

た

「
さ
れ
ば
よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
、
 

業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
ひ
と
へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
れ
ば
こ
そ
、 

他
力
に
て
は
さ 

ふ
ら
へ
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
願
力
に
乗
托
す
れ
ば
罪
業
深
重
の
身
も
重
か
ら
ず
で
あ
り
ゝ
無
辺
の
仏
智
の
ひ
か
り 

に
は
散
乱
放
逸
の
身
も
す
て
ら
れ
ず
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
善
悪
は
往
生
の
た
め
に
は
失
と
も
得
と
も
な
ら
ず'

よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ 

と
も
宿
業
の
報
い
の
ま
ま
に
、
素
直
に
こ
れ
を
受
け
い
れ
て
、
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
み
、
願
力
の
自
然
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
に
、
罪
業
の
身 

も
よ
ろ
こ
び
と
希
望
と
ひ
か
り
に
み
ち
あ
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

三

こ
こ
で
私
は
仏
教
の
宿
業
と
か
業
縁
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

お

お

よ

そ

『
歎
異
抄
』

の
背
景
に
は
ま
ず 

『
観
無
量
寿
経
』
が
近
く
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。
無
論
浄
土
の
三
部
経
を
離
れ
て
『
観
経
』
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
観
経
教
学
と 

い
え
ば
善
導
大
師
を
思
い
ま
す
。
第
二
章
に
も
釈
迦
、
善
導' 

法
然
の
二
祖
の
相
承
が
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
宿
業
の
語
は
聖
教
の
上
で 

は
善
導
大
師
の
『
観
経
序
分
義
』
の
厭
苦
縁
の
経
文
解
釈
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
善
導
大
師
は
『
観
経
』
序
分
を
七
縁
に
分
ち
て 

綿
密
な
解
釈
を
な
さ
れ
て
い
ま
す
が' 

要
す
る
に
こ
の
七
縁
は
厭
苦
縁
と
欣
浄
縁
に
お
さ
ま
り
ま
す
。
経
文
で
は
わ
が
子
の
阿
闍
世
の
た 

め
に
深
宮
に
幽
閉
さ
れ
た
韋
提
希
は
、
そ
の
請
に
応
じ
て
空
よ
り
降
臨
し
た
も
う
た
釈
迦
世
尊
を
み
前
に
し
て
、
全
く
理
性
を
見
失
っ
て
、

90



自
ら
の
環
珞
を
ひ
き
裂
き
、

五
体
を
地
に
投
げ
て
号
泣' 

動

転

し

て

「
世
尊' 

わ
れ
む
か
し
何
の
罪
あ
り
て
か
こ
の
悪
子
を
生
め
る
。
 

世
尊
ま
た
何
ら
の
因
縁
ま
し
ま
し
て
か
提
婆
達
多
と
と
も
に
眷
属
た
る
や
」
と
怨
言
を
は
か
れ
ま
す
。
そ
こ
に
善
導
大
師
は
宿
業
因
縁
と 

い
う
語
を
用
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
夫
人
は
自
ら
障
り
深
く
し
て
宿
因
を
知
ら
ず
と
い
う
て
い
ま
す
。
地
に
倒
れ
し
も
の
は
地
に
よ
り
て 

起
っ
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が' 

宿
業
の
大
地
に
五
体
を
投
げ
て' 

そ
の
倒
れ
た
五
体
を
通
し
て
宿
業
の
大
地
に
覚
め
、
は
じ
め
て 

曠
劫
流
転
の
生
死
を
超
ゆ
る
浄
土
の
み
教
を
世
尊
に
求
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
宿
業
因
縁
の
語
は
『
涅
槃
経
』
硫
欝
一
苑)

に
見
出 

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
親
超
聖
人
も
『
信
巻
』
に
こ
の
経
文
を
引
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
羅
閲
祇
の
王
頻
婆
沙
羅' 

そ
の
王
の
太
子
名 

づ
け
て
善
見
と
い
う
。
業
因
縁
の
故
に
悪
逆
の
心
を
生
じ' 

そ
の
父
を
害
せ
ん
と
欲
す
る
に
便
り
を
得
ず
。
そ
の
時
に
悪
人
提
婆
達
多
、
 

ま
た
過
去
の
業
因
縁
に
よ
る
が
故
に
、
ま
た
我
が
所
に
お
い
て
不
善
心
を
生
じ
て
我
を
害
せ
ん
と
欲
す
云
々
」
と
あ
り
ま
す
。

思
う
に
業 

輪
廻
の
思
想
と
い
う
か
、
或
は
輪
廻
転
生
の
神
話
と
い
う
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
印
度
で
は
古
き
ベ
ー
ダ
の
時
代
か
ら
語
ら
れ
て 

き
た
思
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
業
因
縁
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
特
色
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
こ
で
わ
た
く
し
は
『
歎
異
抄
』
の
善
悪
と
も
に
宿
業
の
も
よ
お
し
と
す
る
罪
業
観
、
あ
る
い
は
宿
罪
観
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
が
、
こ 

れ
に
は
善
導
大
師
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
釈
が
思
い
あ
わ
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
善
導
大
師
の
本
願
の
唯
除
の
文
の
解
釈
で
あ
る
が
、
 

已
造
業
は
摂
取
し' 

未
造
業
は
抑
止
す
る
と
い
う
こ
と
も' 

宿
業
観
の
徹
底
が
な
く
て
は
領
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
い 

ま
は
そ
の
三
心
釈
で
あ
り
ま
す
が
、

『
観
経
』
で
は
、
三
心
と
は
一
に
は
至
誠
心' 

二
に
は
深
心
、
三
に
は
廻
向
発
願
心
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
三
心
を
具
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
浄
土
往
生
は
得
な
い
と
あ
り
ま
す
。
ま
ず
そ
の
至
誠
心
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、
善
導
は
至
誠
の
二 

字
の
字
訓
を
あ
げ
て
、
 

「
至
と
は
真
な
り
ゝ
誠
と
は
実
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
真
実
心
と
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
思
う
に 

至
誠
心
は
ひ
ろ
く
儒
教
道
徳
に
も
説
か
れ
て
ゝ
人
生
に
あ
っ
て
至
誠
心
が
何
よ
り
も
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
践
は
容 

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
間
は
誰
に
て
も
至
誠
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
自
負
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
い
ま
字
訓
す
る
ご
と 

く
真
実
心
と
い
え
ば
更
に
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

真
実
清
浄
の
心
は
如
来
に
お
い
て
は
じ
め
て
い
わ
れ
う
る
如
く
で
あ
り
ま
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す
。
大
師
の
解
釈
に
よ
れ
ば
「
至
と
は
真
な
り
、
誠
と
は
実
な
り
。

一
切
衆
生
の
身
口
意
業
に
修
す
る
所
の
解
行
、 

必
ず
須
く
真
実
心
の 

中
に
作
す
べ
き
こ
と
を
明
か
さ
ん
と
欲
す
。
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ
と
を
得
ざ
れ
。
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
に
し 

て
悪
性
や
め
難
き
こ
と
蛇
竭
に
同
じ
き
は
、
名
づ
け
て
雑
毒
の
善
と
な
す
。
ま
た
虚
仮
の
行
と
名
づ
く
。
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
也
。
 

も
し
か
く
の
如
き
安
心
起
行
を
作
さ
ん
者
は' 

た
と
ひ
身
心
を
苦
励
し
て
、
日
夜
十
二
時
急
走
急
作
す
る
こ
と' 

頭
燃
を
灸
う
が
如
く
す 

る
者
も
衆
て
雑
毒
の
善
と
名
づ
く
。
こ
の
雑
毒
の
行
を
廻
し
て
彼
の
仏
の
浄
土
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
求
め
む
と
欲
す
る
は
、
こ
れ
必
ず
不
可 

な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。
正
し
く
彼
阿
弥
陀
仏
の
因
中
に
菩
薩
行
を
行
ぜ
し
時' 

乃
至
一
念
一
刹
那
も
三
業
の
修
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
み 

な
こ
れ
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
ふ
。
お
よ
そ' 

施
為
趣
求
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
、
み
な
真
実
な
る
に
由
り
て
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
行
者 

は
ま
さ
し
く
良
心
の
こ
の
無
上
命
法
の
実
現
に
日
夜
身
心
を
苦
励
し' 

そ
の
行
の
真
実
清
浄
な
ら
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
し
て
そ
の
行
の
真
実
な
る
こ
と
の
標
準
が
阿
弥
陀
仏
の
因
中
に
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
真
実
心
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の 

良
心
の
無
上
命
法
に
堪
え
う
る
も
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
道
徳
よ
り
宗
教
へ
の
転
換
が
必
然
と
さ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の 

文
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
宗
教
的
懺
悔
の
文
と
読
み
か
え
ら
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ' 

内 

に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
。
貪
瞋
邪
偽
、
奸
詐
百
端
に
し
て
悪
性
侵
め
難
し
。
事
蛇
蝎
に
同
じ
。
三
業
を
起
す
と
雖
も
名
け
て
雑
毒
の
善
と 

為
す
。
ま
た
虚
仮
の
行
と
名
づ
く
。
真
実
の
業
と
名
づ
け
ず
云
々
」
と
あ
り
ま
す
。
深
い
罪
障
の
懺
悔
の
表
白
と
な
っ
て
い
ま
す
。
存
覚 

上
人
は
こ
れ
を
『
六
要
鈔
』
に
そ
の
雖
起
三
業
の
文
字
に
注
意
し
て
「
三
業
を
外
と
な
し
、
悪
性
を
内
と
な
す
。
常
の
義
の
如
く
は' 

外 

は
身
，
口
に
名
づ
け' 

内
を
意
業
に
名
づ
く
。
し
か
る
に
か
く
の
ご
と
く
は
二
業
を
起
す
と
雖
も
と
い
う
べ
し
。
既
に
三
業
と
い
う
。
知 

る
べ
し' 

三
業
は
た
だ
こ
れ
外
な
り
。
内
は
悪
性
な
り
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
常
の
義
と
い
う
の
は' 

普
通
一
般
の
仏
教
の
業 

論
で
は
、
思
業
・
思
已
業
と
分
け
て
、
身
・
ロ
・
意
の
三
業
の
中
で' 

思
業
を
最
も
重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
意
業
に 

お
け
る
意
志(

思)

の
選
択
決
定
が
行
為
の
善
悪
を
評
価
す
る
に
最
も
大
切
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
身
・
口
の
二
業
は
思
已
業 

と
し
て
意
思
の
決
定
し
已
っ
た
後
の
業
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
て
み
る
と
三
業
は
と
も
に
外
な
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間

92



に
お
け
る
意
志
の
自
由
を
も
支
配
す
る
、 

ま
た
そ
れ
を
超
え
た
深
い
内
な
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
内
な
る
も
の
が
悪
性
だ
と
い
う
の
で
す
。
も
は
や
そ
れ
は
善
悪
相
対
の
悪
で
は
な
い
、
悪
の
悪' 

罪
の
罪
と
で
も
い
う
べ
き
罪
性
で 

あ
り
ま
す
。
内
に
虚
仮
を
懐
き
て
貪
瞋
、
邪
偽
、
 

奸
詐
百
端
に
し
て
悪
性
や
め
難
し
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
こ
の
内
な
る
も
の
を 

唯
識
教
学
に
求
め
ま
す
と
、
外
な
る
前
六
識
に
対
し
て' 

そ
の
意
識
下
と
い
う
か
、
更
に
深
層
の
意
識
と
し
て
第
七
マ
ナ
識
と
か
第
八
ア 

ラ
ヤ
識
と
い
わ
れ
る
も
の
を
以
て
照
ら
せ
ば
、
蛇
蝎
奸
詐
の
悪
性
は' 

わ
れ
わ
れ
の
無
意
識
の
深
層
に
あ
り
て
、
ね
て
も
さ
め
て
も
間
断 

な
く
は
た
ら
い
て
い
る
我
執
識
と
し
て
の
第
七
マ
ナ
識
に
相
当
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

マ
ナ
識
に
は
我
痴 

-

我
見
・
我
慢
・
我
愛
の
四
大
煩
悩
が
相
応
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
第
八
ア
ラ
ヤ
識
は
『
ナ
識
の
た
め
に
自
我
と
し
て
執
せ
ら
れ
て
い
る 

の
で
あ
り
ま
す
が' 

自
己
本
来
の
主
体
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ア
ラ
ヤ
識
の
三
相
と
し
て
、
因
相
・
自
相
・
果
相
が
い
わ
れ
ま
す
が
、
 

そ
の
果
相
と
は
善
悪
業
の
異
熟
果
報
識
で
あ
り' 

因
相
は
染
汚
の
法
に
よ
り
熏
習
せ
ら
れ
た
種
子
識
で' 

こ
の
因
相
と
果
相
を
兼
ね
あ
わ 

せ
て
ア
ラ
ヤ
識
の
自
相
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が' 

こ
の
ア
ラ
ヤ
識
は
刹
那
刹
那
生
滅
し
て' 

種
子
生
現
行
、
現
行
薫
種
子
と
、
種
子 

と
染
汚
法
と
更
互
に
媒
介
し
、
因
果
同
時
に
、
縁
起
展
転
し
て
相
続
し
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
人
間
に
お 

け
る
業
流
転
の
現
実
相
が
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
さ
き
の
至
誠
心
釈
を
う
け
て' 

第
二
の
深
心
釈
で
あ
り
ま
す
が
、
善
導
大
師
は
こ
の
深
心
を
深
く
信
ず
る
心
と
読
ま
れ
て' 

信
心 

の
こ
と
に
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
深
信
に
二
種
あ
り
ま
し
て
、
機
法
二
種
の
深
信
が
い
わ
れ
ま
す
。
真
宗
の
宿
業
観
、
罪
業
観
は
ま
さ 

し
く
こ
の
二
種
深
信
で
あ
り
ま
す
。

「
ー
に
は
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
常
に
没
し 

常
に
流
転
し
て
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。
二
に
は
決
定
し
て
深
く
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
、
四
十
八
願
も
て
衆
生
を
摂
受
し
た
ま
ふ
。
 

疑
ひ
な
く
慮
り
な
く
彼
の
願
力
に
乗
じ
て' 

定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
「
今
斯
の
深
信
は
他
力
至
極
の
金 

剛
心
、

一
乗
無
上
の
真
実
信
海
な
り
」
(

『
愚
禿
鈔
』)

と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
存

覚

師

の

『
六
要
鈔
』

に

は

「
有
善
無
善
を
論
ぜ
ず' 

自
の
功
を
仮
ら
ず' 

出
離
ひ
と
へ
に
他
力
に
あ
る
こ
と
を
明
す
。
聖
道
の
諸
教
は
盛
ん
に
生
仏
一
如
の
理
を
談
ず
。
今
の
教
は' 

自
力
無
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効
を
知
る
に
依
り
て
ゝ
偏
へ
に
仏
力
に
帰
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
此
の
信
、
殊
に
最
要
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す3  

こ
の
機
法
二
種
の
深
信
は
一
念
同
時
で
あ
り
ま
す
が' 

義
と
し
て
お
の
ず
か
ら
一
・
二
と
い
う
順
序
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
機
と
い
え 

ば
法
を
離
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
の
照
ら
し
に
よ
り
て
機
の
真
実
が
知
ら
さ
れ
、
機
の
深
信
を
い
え
ば
そ
こ
に
法
の
深
信
も
摂
め
ら
れ 

て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
、
機
の
深
信
と
し
て
わ
が
身
は
永
遠
に
救
い
な
き
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
り' 

徹
底
地
獄
ー 

定
の
悪
人
で
あ
る
こ
と
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
て
は
じ
め
て
自
力
の
私
心
を
離
れ' 

自
己
を
し
て
自 

我
の
我
性
よ
り
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
に
自
力
と
い
う
に
つ
い
て
、
聖
人
の
消
息
に
「
ま
づ
自
力
と
申
こ
と
は
行
者
の
お
の 

お
の
の
縁
に
し
た
が
ひ
て
、
餘
の
仏
号
を
祢
念
し
、
餘
の
善
根
を
修
行
し
て
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
は
か
ら
ひ
の
こ
こ
ろ
を
も
て' 

身
口
意
の
み
だ
れ
ご
こ
ろ
を
つ
く
ろ
ひ
、
 

め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
む
と
お
も
ふ
を
自
力
と
申
な
り
。
ま
た
他
力
と
申
こ
と
は 

弥
陀
如
来
の
御
ち
か
ひ
の
中
に
、
選
択
摂
取
し
た
ま
へ
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
楽
す
る
を
他
力
と
申
な
り
。
如
来
の
御
ち
か 

ひ
な
れ
ば
、
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
と
聖
人
の
お
ほ
せ
ご
と
に
て
あ
り
き
。
義
と
い
う
こ
と
は
は
か
ら
う
こ
と
ば
な
り
。
行
者
の
は 

か
ら
ひ
は
自
力
な
れ
ば
義
と
い
ふ
な
り
。
他
力
は
本
願
を
信
楽
し
て
往
生
必
定
な
る
ゆ
へ
に
、
さ
ら
に
義
な
し
と
な
り
。
し
か
れ
ば
わ
が 

み
の
わ
る
け
れ
ば' 

い
か
で
か
如
来
む
か
へ
た
ま
は
む
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず' 

凡
夫
は
も
と
よ
り
煩
悩
具
足
し
た
る
ゆ
へ
に
わ
る
き
も
の 

と
お
も
ふ
べ
し
。
ま
た
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
け
れ
ば
往
生
す
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず' 

自
力
の
御
は
か
ら
い
に
て
は
真
実
の
報
土
へ
む
ま
る
べ 

か
ら
ざ
る
な
り
云
々
」
(

『末
燈
鈔
』
ニ
章)

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
ま
た
さ
き
に
引
用
し
ま
し
た
『
歎
異
抄
』
十
三
章
の
「
よ
き
こ 

と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て' 

ひ
と
へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
れ
ば
こ
そ' 

他
力
に
て
は
さ
ふ
ら
へ
」
に
も
照
応
す 

る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

四

さ
て
乗
彼
願
力
を
信
ず
る
法
の
深
信
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
「
疑
な
く
慮
り
な
く
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
」
と
あ
り
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ま
す
。
そ
の
無
疑
，
無
慮
で
あ
り
ま
す
が
、
無
疑
と
は
法
に
対
し
て
疑
い
が
な
い
、
無
慮
と
は
機
に
対
し
て
分
別
の
思
慮
が
な
い
こ
と
で 

あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
念
仏
の
法
は
疑
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
機
に
対
す
る
自
力
の
は
か
ら
い
は
容
易
に
超
ゆ
る
こ
と
が 

出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
勇
気
を
要
と
し
ま
す
。
こ
こ
に
如
来
の
廻
向
心
を
仰
ぐ
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
善
導
大
師
は
第
三 

の
廻
向
発
願
心
を
釈
す
る
に
「
ま
た
廻
向
発
願
し
て
生
れ
ん
と
す
る
者
は
必
ず
決
定
し
て
真
実
心
中
に
廻
向
し
た
ま
へ
る
願
を
も
ち
ゐ
て
、
 

得
生
の
想
を
な
せ
。
こ
の
心
深
信
す
る
こ
と' 

金
剛
の
ご
と
く
な
る
に
よ
り
て' 

一
切
の
異
見
・
異
学

，
別
解
・
別
行
の
人
等
の
為
に
動 

乱
破
壊
せ
ら
れ
ず
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

『
亠
ハ
要
鈔
』
で
は
こ
の
引
文
を' 

廻
因
向
果
の
自
力
の
廻
向
心
に
対
し
て' 

廻
思
向
道
の
他
力 

の
廻
向
心
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
廻
因
向
果
は
菩
提
廻
向
と
い
う
の
で
あ
り' 

廻
思
向
道
は
自
力
分
別
の
思
案
を
廻
転
し
て
本
願
他
力
の 

大
道
に
趣
向
す
る
、
自
力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
得
生
の
想
と
は
必
得
往
生
の
想
と
も
即
得
往
生
の
想
い
と
も
い 

え
ま
し
ょ
う
。
新
し
く
浄
土
往
生
の
心
境
が
開
け
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
か
く
て
本
願
の
信
楽
は
、
わ
れ
ら
の
自
力
の
発
起
で
は
な
い
、
 

如
来
の
大
悲
廻
向
の
欲
生
心
に
召
喚
さ
れ
、
如
来
の
至
心
の
ま
こ
と
を
体
と
し
て
、
わ
れ
ら
罪
濁
の
凡
夫
の
上
に
成
就
す
る
満
足
大
悲
円 

融
無
碍
の
信
心
海
で
あ
り
ま
す
。
超
越
即
内
在
の
仏
凡
ー
体
の
他
力
の
信
海
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
本
願
力
廻
向
の
大
信
心
な
る
が
故 

に
金
剛
不
壊
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
法
の
深
信
の
乗
彼
仏
願
力
と
あ
り
ま
す
に
つ
い
て' 

乗
と
は
彼
の
願
力
に
乗
托
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が' 

わ
た
く
し
は
清
沢 

満
之
先
生
の
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
の

「
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
任
運
に
法
爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落 

在
せ
る
も
の
即
ち
是
な
り
。
只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
亦
た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら 

ず
。
如
何
に
況
ん
や
、
之
よ
り
而
下
な
る
事
項
に
於
て
を
や
。
追
放
可
な
り
、
獄
牢
甘
ん
ず
べ
し
。
誹
謗
攪
斥' 

許
多
の
凌
辱
豈
に
意
に 

介
す
べ
き
も
の
あ
ら
ん
や
。
我
等
は
寧
ろ
、
只
管
絶
対
無
限
の
我
等
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
」
の
一
文
を
想
起
し
ま
す
。
こ 

れ
は
先
生
の
日
記
帳
『
臘
扇
記
』
の
な
か
か
ら
取
り
出
さ
れ
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
と
し
て
『
精
神
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
節
で
あ
り
ま 

す
が
、
日
記
帳
で
は
こ
の
一
文
は
吾
人
の
自
由
境
と
し
て
新
し
く
見
出
さ
れ
て
来
た
も
の
で
、
そ
の
前
に
は
、
如
何
に
推
考
を
費
す
と
も
、
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如
何
に
科
学
、
哲
学
を
尋
求
し
て
も
、
死
後
の
究
極
は
到
底
不
可
思
議
の
関
門
に
閉
さ
れ
、
死
後
の
み
な
ら
ず
生
前
の
究
極
も
絶
対
不
可 

思
議
の
雲
霧
を
望
見
す
る
の
み
、
し
か
も
只
だ
生
前
死
後
の
み
の
問
題
で
は
な
く
て
、
現
前
の
自
己
の
生
そ
の
も
の
が
不
可
思
議
で
あ
る 

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、

「
是
れ
吾
人
が
進
退
共
に
絶
対
不
可
思
議
の
妙
用
に
托
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
自
己
と 

は
何
ぞ
、
 

是
れ
人
生
の
根
本
問
題
で
あ
る
と
問
う
て' 

「
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
任
運
に
法
爾
に
此
の
現
前 

の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
即
ち
是
な
り
」
と
発
見
さ
れ
て' 

新
し
く
絶
対
の
心
境' 

自
由
境
が
開
け
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
乗
托 

が
眼
目
で
あ
り
ま
す
が' 

先
生
の
『
我
が
信
念
』
に

は

「
私
の
信
念
に
は
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
い
て
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信 

ず
る
と
云
ふ
点
が
あ
り
ま
す
。
此
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
、
其
の
頭
の
挙
げ 

や
う
の
な
い
様
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
此
が
甚
だ
骨
の
折
れ
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
窮
極
の
達
せ
ら
る
ゝ
前
に
も
、
 

随
分
宗
教
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
、
と
云
ふ
様
な
決
着
は
時
・
出
来
ま
し
た
が' 

其
が
後
か
ら
後
か
ら
打
ち
壊
は
さ
れ
て
し
ま
う 

た
こ
と
が
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
。
論
理
や
研
究
で
宗
教
を
建
立
し
や
う
と
思
う
て
居
る
間
は
、
此
の
難
は
免
れ
ま
せ
ぬ
。
何
が
善
だ
や
ら 

悪
だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
非
真
理
だ
や
ら
、
何
が
幸
福
だ
や
ら
不
幸
だ
や
ら
、

一
つ
も
分
る
も
の
で
は
な
い
。
我
に
は
何
に
も
分
ら 

な
い
と
な
っ
た
処
で' 

一
切
の
事
を
挙
げ
て' 

悉
く
之
を
如
来
に
信
頼
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
が' 

私
の
信
念
の
大
要
点
で
あ
り 

ま
す
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
が
、
 

ま
こ
と
に
自
力
の
無
効
を
信
知
し
て' 

他
力
不
可
思
議
の
妙
用
に
乗
ず
れ
ば' 

そ
こ
に
絶
対
の
自 

由
の
心
境
が
開
け
て
参
り
ま
し
て
、
そ
の
心
境
を
以
て
あ
ら
ゆ
る
境
遇
を
照
ら
さ
れ
て
、
す
べ
て
如
来
よ
り
賦
与
の
も
の
と
し
て
の
意
味 

を
も
ち
、
 

宿
業
も
如
来
の
光
の
掌
中
に
あ
る
こ
と
が
信
知
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
一
つ
思
い
出
を
語
ら
せ
て
貰
い
ま
す
が
、
昭
和
十
四
年
の
頃
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
私
は
本
学
を
卒
え
ま
し
て
地
方
で
仕
事
を 

も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
金
沢
の
旧
制
の
第
四
高
等
学
校
に
木
場
了
本
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
北
隆
仏
教
青
年
会
を
再
興
し
て
、
聖 

徳
太
子
の
『
三
経
義
疏
』
の
研
究
会
を
開
く
か
ら
参
加
す
る
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
ま
し
て' 

私
も
月
々
通
う
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ 

の
年
の
九
月
の
会
合
の
日
で
あ
り
ま
し
た
が' 

木
場
先
生
に
宛
て
て
鎌
倉
の
西
田
幾
太
郎
先
生
か
ら
書
簡
が
参
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
弥
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陀
の
永
劫
の
修
行
は
親
鸞
一
人
が
た
め
で
あ
る
と
い
っ
た
語
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
、
そ
の
言
葉
は
ど 

ん
な
言
葉
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
ど
ん
な
書
物
に
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
お
た
ず
ね
の
手
紙
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
西 

田
先
生
は
そ
れ
は
他
力
信
仰
の
深
い
自
己
懺
悔
の
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 

私
は
そ
の
と
き
木
場
先
生
と
二
人
で
、
西
田
幾
太
郎
先
生
は
『
歎
異
抄
』
の
こ
と
を
お
忘
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
話
し
合
う
た
の 

で
あ
り
ま
す
が' 

し
か
し
思
う
て
み
ま
す
と
、

『
歎
異
抄
』
の
名
前
は
忘
れ
て
も
よ
ろ
し
い
が' 

こ

の

「
聖
人
の
常
の
仰
せ
に
は
、
弥
陀 

の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親̂

一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
苟
り 

け
る
を
、
 

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
御
述
懐
さ
れ
た
お
言
葉
こ
そ' 

『
歎
異
抄
』
を
し
て
『
歎 

異
抄
』
た
ら
し
め
て
い
る
、
永
遠
に
忘
る
る
こ
と
の
で
き
な
い
お
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
、
は
じ
め
て
知
ら
せ
て
貰
っ
た
感
に
て
、
い
つ
も 

感
銘
深
く
思
い
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
は
『
歎
異
抄
』
の
本
文
十
八
章
が
終
り
ま
し
て
後
述
と
申
し
ま
す
が' 

長 

い
跋
文
が
あ
り
ま
し
て' 

唯
圓
房
は
そ
こ
に
「
大
切
な
証
文
ど
も
、
少
々
ぬ
き
い
で
ま
ひ
ら
せ
さ
ふ
ら
う
て
、
目
や
す
に
し
て
こ
の
書
に 

そ
え
ま
ひ
ら
せ
さ
ふ
ら
う
」
と
い
わ
れ
て' 

ま
ず
聖
人
御
述
懐
の
い
ま
の
文
を
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
了
祥
師
は
こ
の
お
言
葉 

を

「
深
信
の
祖
語
」
と
呼
び' 

今
一
つ
後
の
を
「
還
愚
の
祖
語
」
と
よ
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
「
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は' 

善
悪
の
二 

つ
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ
、
善
を
し 

り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
。
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ' 

悪
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具 

足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は' 

よ
ろ
づ
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に' 

た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ 

と
に
て
お
は
し
ま
す
」
と
あ
る
お
言
葉
で
す
。
こ
の
祖
語
の
二
つ
が
こ
の
『
歎
異
抄
』
に
添
え
ら
れ
た
大
切
な
証
文
で
あ
る
と
抑
え
ら
れ 

ま
す
の
が
多
屋
頼
俊
先
生
の
説
で
あ
り
ま
す
が' 

私
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
祖
話
の
二
つ
を
も
っ
て
、
 

『
歎
異
抄
』
の
宿
業
観
を
申
し
上
げ
た
く
本
日
は
思
う
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
以
上
語
ら
な
く
て
も
皆
様
に
は
了
解
し
て
い
た
だ
け
る 

も
の
と
思
ハ
ま
す
〇
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五

終
り
に
わ
た
く
し
ど
も
は
か
ね
て
曾
我
先
生
か
ら
宿
業
本
能
と
い
う
こ
と
を
承
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
の
宿
業
観
を
通
し
て
、
 

実
は
純
粋
本
能
の
広
大
な
天
地
に
覚
醒
せ
し
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
は
理
知
分
別
の
世
界
の
奴
隸
と
な 

っ
て
、
純
粋
本
能
の
大
地
を
忘
れ
、
傲
慢
に
も
人
間
の
理
性
を
の
み
自
負
し
て
本
能
の
霊
性
を
貶
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
試
み
に 

先
生
の
お
言
葉
の
一
端
を
『
神
を
開
く
』
(

六
〇
頁)

の
な
か
よ
り
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
我
等
は
久
し
き
間
宿
業
の
名
を
想
う
毎
に
徒
ら
に
不
可
抗
的
絶
望
に
襲
は
れ
、
ま
た
本
能
の
語
に
接
す
る
時
直
ち
に
動
物
的
欲
情
と 

卑
し
み
来
っ
た
の
で
あ
る
が' 

今
や
現
実
人
生
を' 

挙
げ
て
宿
業
本
能
の
業
報
の
渦
中
に
見
出
し
つ
つ
一
点
の
疑
惑
と
驚
怪
と
恐
怖
と 

も
感
ぜ
ず
、
更
に
進
ん
で
唯
だ
是
れ
宿
業
本
能
を
通
し
て
の
み
、
我
等
衆
生
が
唯
そ
れ
に
於
て
生
れ
、
ま
た
唯
そ
れ
に
於
て
安
ん
じ
て 

死
し
得
る
所
の
、

一
切
衆
生
の
畢
竟
依
処
た
る
べ
き
大
自
然
界
を
感
受
し
開
入
し
証
験
し
得
べ
き
契
機
た
る
こ
と
を
明
信
感
謝
せ
し
め 

ら
れ
る
。
誠
に
大
自
然
は
現
に
不
可
知
な
る
宿
業
本
能
の
内
に
あ
る
と
同
時
に' 

本
性
と
し
て
は
此
を
超
え
て
彼
岸
に
在
る
。
現
に
宿 

業
本
能
の
内
に
あ
る
方
面
よ
り
は
、
そ
れ
は
迷
妄
な
る
業
道
自
然
で
あ
り
、
本
性
と
し
て
そ
れ
の
彼
岸
に
あ
る
方
面
よ
り
は' 

そ
れ
は 

無
為
自
然
で
あ
る(

中
略)

所
謂
此
岸
の
穢
土
と
彼
岸
の
浄
土
と
に
共
通
し
て
、

そ
れ
ら
の
「
土
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
の
も
の
は
、

こ 

の
直
感
す
る
主
体
た
る
本
能
宿
業
そ
れ
自
体
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
は
、
今
こ
そ
一
点
の
疑
な
き
法
界
の
根
本
的
事
実
で
あ
っ 

た
。
此
の
本
能
宿
業
こ
そ
久
遠
の
自
我
そ
の
も
の
で
あ
り' 

同
時
に
自
我
久
遠
の
郷
土
で
あ
り
、
永
遠
理
念
に
応
化
す
る
彼
岸
の
浄
土 

の
根
源
で
あ
る
」 

と
強
調
さ
れ
、
そ
し
て
、

「
我
等
一
切
衆
生
を
遙
か
に
覆
う
所
の
日
月
星
辰
、
近
く
載
す
る
所
の
山
河
大
地' 

何
れ
か
我
等
の
理
知
の
解
決
し
得
る
も
の
あ
り
や
。
 

我
等
衆
生
の
身
体' 

理
知
、
感
情
、
意
欲
、
何
れ
か
吾
等
人
間
の
理
性
の
決
定
し
得
る
あ
り
や
。
善
悪
邪
正' 

理
想
現
実
、
何
れ
か
吾
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等
人
間
の
理
性
の
存
知
し
得
る
も
の
あ
り
や
。
真
信
と
云
い
迷
信
と
云
い
、
邪
信
と
云
い
、
如
来
と
云
い
、
神
と
云
い
、
生
命
と
云
い. 

霊
魂
と
云
い
、
地
獄
と
云
い
、
極
楽
と
云
う
そ
の
中
の
一
つ
で
も
人
間
理
知
の
知
識
し
得
る
も
の
あ
り
や
。
凡
そ
徒
ら
に
「
知
り
て
行 

い
得
ざ
る
」
人
生
の
大
矛
盾
は
、
此
等
人
生
諸
問
題
の
応
化
の
幻
想
的
偶
然
的
虚
仮
的
象
徴
に
懈
慢
迷
執
し
て
、
深
く
そ
れ
等
に
於
て 

応
化
象
徴
す
る
自
体
相
に
当
面
せ
ざ
る
に
由
る
の
で
あ
る
。
惟
う
に
如
来
の
本
願
は
正
し
く
宿
業
本
能
を
貫
通
す
る
所
の
自
覚
原
理
で 

あ
り
、
中
心
生
命
で
あ
り' 

神
霊
で
あ
り' 

仏
体
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
は
内
在
の
穢
土
と
超
越
の
浄
土
と
を
総
合
統
一
す
る
こ
と
に
依 

っ
て' 

同
時
に
浄
土
と
穢
土
と
の
相
用
価
値
を
了
別
し
、
浄
穢
善
悪
の
観
に
よ
っ
て
往
相
を
建
立
し
、
此
等
の
不
二
の
観
に
よ
っ
て
還 

相
が
定
立
せ
ら
れ
る
」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
く
し
は
こ
こ
に 

『
大
無
量
寿
経
』

に
説
か
る
る
三
自
然
に
つ
い
て
は
じ
め
て
領
解
を
得
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
感
で
あ
り
ま
す
。
 

『
大
経
』

に
は
自
然
の
語
が
多
く 
(

五
十
四
回)

、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
箇
所
に
よ
っ
て
三
種
の
異
る
深
い
意
味
を
含
蓄
し
て
い
る
の
で 

あ
り
ま
す
。
従
来
と
も
ー
に
は
無
為
自
然
、
二
に
は
願
力
自
然
、
 

三
に
は
業
道
自
然
と
領
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
三
つ
の
自
然
は
お 

の
お
の
次
元
を
異
に
し
つ
つ
も
如
来
の
本
願
力
自
然
に
総
合
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
如
法
性
の
無
為
自
然
よ
り' 

如
来
の
願
力
自
然
が 

動
き' 

業
道
の
自
然
に
流
転
せ
る
罪
濁
の
群
前
を
し
て' 

無
為
自
然
な
る
大
自
然
の
法
性
の
故
郷
へ
と
帰
入
せ
し
め
た
も
う
の
で
あ
り
ま 

す
。
こ

の
『
無
量
寿
経
』
の
業
道
の
自
然
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
て
、
今
日
は
こ
れ
に
て
一
応
お
話
を
結
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

(
本
稿
は
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日
大
谷
大
学
図
書
館
講
堂
に
お
け
る
真
宗
学
大
会
の
講
演
を
縁
と
し
て
、
松
原
先
生
に
御
執
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
・)
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