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一
、
真
宗
の
研
究
に
つ
い
て
の
問
題

　
現
代
の
真
宗
に
対
す
る
研
究
の
態
度
は
、
極
言
す
れ
ば
、
徳
川
時
代
の
宗
学
の

、
カ
テ
ゴ
リ
を
余
り
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
自
己
め
所
属
す
る
宗
教
が
最
優
秀

の
も
の
で
あ
る
と
信
じ
、
こ
の
最
優
秀
性
を
大
前
提
と
し
て
一
切
の
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
た
と
い
真
宗
が
最
優
秀
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
立
証

さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
は
多
く
の
資
料
と
多
角
的
な
論
証
が
必
要
な
筈
で
あ
る
。
そ

れ
な
の
に
、
そ
の
な
す
と
こ
ろ
は
多
く
は
訓
詰
謹
釈
を
主
体
と
し
、
新
し
い
解
釈

も
な
け
れ
ば
批
判
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
神
話
学
的
で
、
独
善
的
で
あ
り
、
弁
護

的
で
あ
り
、
是
認
的
で
あ
る
。
さ
な
く
ば
、
抽
象
的
な
形
而
上
学
的
な
哲
学
で
し

か
な
い
。
批
判
と
自
由
な
る
解
釈
の
な
い
と
こ
ろ
に
学
問
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う

か
。　

昔
か
ら
宗
祖
の
著
述
に
つ
い
て
は
、
　
「
一
言
一
句
も
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら

ぬ
」
と
云
う
。
こ
れ
で
は
宗
教
の
学
問
的
研
究
は
歯
止
め
を
さ
れ
た
も
同
然
で
あ

　
　
　
　
　
真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

る
。
因
み
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
云
う
人
は
、
親
鶯
の
主
著
で
あ
る
「
教
行
信
証

」
の
「
信
巻
」
の
別
序
を
心
し
て
読
む
が
よ
い
。
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「
浄
邦
を
ね
が
ふ
徒
衆
、
臓
域
を
い
と
ふ
庶
類
、
取
捨
を
く
は
ふ
と
い
ふ
と
も

　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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毒
忌
を
生
ず
る
こ
と
な
か
れ
」
　
（
点
線
は
筆
者
）

親
藩
自
身
は
、
取
り
、
捨
て
て
く
れ
て
も
よ
い
、
と
云
は
れ
て
お
り
、
た
冒
こ
れ

を
そ
し
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
典
と
云
え
ど
も
取
捨

選
択
は
自
由
に
許
さ
れ
て
あ
る
。
故
意
や
悪
意
や
無
知
の
た
め
に
こ
れ
を
悪
口
し

た
り
、
そ
し
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
云
う
の
で
あ
る
。
親
鶯
自
身
の
著
述
の
多
く
は
、

先
師
先
輩
の
著
述
を
自
由
に
取
捨
選
択
し
た
最
も
よ
き
見
本
で
は
な
か
っ
た
か
。

一
言
一
句
も
動
か
さ
ず
し
て
、
宗
学
や
教
学
の
研
究
は
、
成
立
す
る
も
の
で
は
あ

る
ま
い
。
又
こ
の
よ
う
な
態
度
で
は
、
宗
学
や
教
学
の
進
歩
も
な
け
れ
ば
、
現
代

的
適
応
性
も
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
来
宗
教
は
人
間
の
な
ま
な
ま
し
い
生
活
の
中
に
発
生
し
、
生
長
し
た
も
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
は
も
と
も
と
人
間
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
同
学
や
教
学
の
た
め
に
人
間
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
現
実
に
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生
き
る
実
存
的
人
間
の
苦
悩
、
悲
憂
、
矛
盾
、
対
立
、
闘
争
、
不
安
、
絶
望
、
破

綻
を
解
決
し
て
、
　
「
安
心
立
命
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
宗
教
の
究
極
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
の
人
間
を
抜
き
に
し
、
人
間
の
理
解
出
来
な
い
、
宗
学
や
教
学
が
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
私
が
安
ら
か
な
心
で
、
日
々
を
よ
ろ
こ
び
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
、
人
生
を
終
る
と
き
、
安
ら
か
な
心
で
よ
ろ
こ
び
死
ん
で
行
く
こ
と
の
出
来
る

道
こ
そ
宗
教
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
ま
た
同
時
に
宗
学
、
教
学
と
呼
ば
れ
る

も
の
の
重
要
な
課
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
現
代
に
於
て
㍉
真
宗
を
研
究
す
る
学
問
の
名
称
は
不
定
で
、
多
数
あ
る
よ
う
で

あ
る
。
　
「
早
宮
」
　
「
宗
乗
」
　
「
真
宗
教
学
」
　
「
真
宗
学
」
　
「
真
宗
概
論
」
　
「
真
宗

学
概
論
」
等
々
と
。
私
の
手
許
に
あ
る
僅
か
な
書
物
の
中
に
さ
え
、
こ
の
よ
う
に

色
々
の
名
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
著
述
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
立
派
な
研

究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
本
質
的
内
容
に
は
殆
ん
ど
異
変
は
な
く
、
残
念
な
こ

と
に
は
一
般
大
衆
に
は
恐
ら
く
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
き
伝
統
の

ヘ
　
　
へ

わ
く
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
、
出
る
こ
と
が
仲
々
に
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
多

少
の
用
語
や
表
現
の
近
代
化
や
、
西
欧
の
哲
学
的
思
想
の
応
用
は
あ
っ
て
も
、
本

質
的
に
は
依
然
と
し
て
、
　
「
わ
が
宗
尊
し
」
で
あ
り
、
わ
が
宗
こ
そ
最
優
秀
で
あ

り
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
是
認
し
、
弁
護
し
て
い
る
立
場
が
殆
ん
ど
の
研
究
で

と
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
学
問
論
と
し
て
一
時
、
「
方
法
論
」
が
や
か
ま
し
く
論

議
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
成
果
は
期
待
し
た
ほ
ど
実
際
の
宗
学
の
学
問

的
研
究
に
は
生
か
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
代
の
宗
学
的
研
究
に
い
ま

一
度
、
学
問
研
究
上
の
方
法
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
解
釈
と
批
判
の
自
由
な
純
粋

な
学
問
的
討
議
の
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
非
神
話
化
の
提

　
②

唱
に
も
宗
学
の
研
究
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。
バ
ル
ト
や
ブ
ル
ソ
ナ
ー
の

二

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
も
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
か
ろ
う
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
等
の
実
存
哲
学
者
を
初
め
と
し
て
、
欧
米
の
専

門
仏
教
学
者
の
主
張
に
も
耳
を
か
す
べ
き
も
の
も
あ
ろ
う
。
宗
教
学
や
宗
教
哲
学

の
研
究
も
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
私
の
望
み
た
い
こ
と

は
、
真
宗
学
系
統
の
学
者
と
仏
教
学
系
統
の
学
者
と
の
協
力
、
共
同
研
究
は
、
真

宗
学
の
研
究
に
大
き
な
プ
ラ
ス
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
真
宗
の
学
問
と
は
何
か
、
真
宗
は
果
し
て
純
粋
学
問
の
対
象

に
な
る
宗
教
で
あ
ろ
う
か
。

　
真
宗
を
学
問
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
真
宗
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
、
真
宗
的
生

活
か
ら
遠
ざ
か
る
、
と
云
っ
た
よ
う
な
学
問
で
あ
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
文

不
知
の
平
凡
な
人
間
、
極
重
の
悪
人
で
さ
え
も
聞
か
れ
、
実
践
出
来
る
と
云
わ
れ

て
い
る
、
仏
教
の
中
で
一
番
の
易
行
道
で
あ
る
、
と
宣
伝
布
教
さ
れ
て
い
る
真
宗
　
固

は
果
し
て
学
問
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
理
解
出
来
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

一
般
大
衆
に
理
解
さ
せ
る
た
め
の
「
現
代
教
学
」
と
は
、
そ
も
如
何
な
る
内
容
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
方
法
論
上
の
問
題

は
、
極
は
め
て
地
味
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
日
、
更
め
て
真
宗
の
研
究
に
は
最

も
必
要
な
課
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
「
も
と
も
と
、
宗
教
や
信
仰
は
学
問
で
も
な
け
れ
ば
、
哲
学
で
も
な
い
。
学
問

　
や
研
究
は
宗
教
の
補
助
的
、
第
二
義
的
な
操
作
で
あ
っ
て
、
宗
教
を
信
仰
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
の
作
業
で
し
か
な
い
」

と
云
う
学
者
も
あ
る
。
ま
た
「
次
に
、
宗
教
を
必
要
と
し
、
宗
教
を
求
め
よ
う
と

　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
㈲

す
る
宗
教
的
主
体
た
る
人
間
の
宗
教
意
識
」
　
（
点
線
筆
者
）
を
、
上
か
ら
で
は
な

く
（
仏
や
さ
と
り
）
、
下
か
ら
人
間
の
側
か
ら
研
究
し
な
お
す
こ
と
も
必
要
で
は



あ
る
ま
い
か
。

　
岸
本
英
夫
博
士
は
、
　
「
宗
教
と
は
、
人
間
生
活
の
究
極
的
な
意
味
を
あ
き
ら
か

に
し
、
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な
解
決
に
か
か
わ
り
を
も
っ
と
、
人
々
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

信
じ
ら
れ
て
い
る
い
と
な
み
を
中
心
と
し
た
文
化
現
象
で
あ
る
」
と
、
一
応
定
義

づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
亦
、
宗
教
が
人
間
生
活
を
中
心
と
し
て
、
い
と
な
ま

る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
宗
学
（
一

切
の
真
宗
に
つ
い
て
の
学
問
を
含
め
て
）
は
、
余
り
に
も
哲
学
化
さ
れ
、
観
念
化

さ
れ
、
神
秘
化
さ
れ
、
神
話
化
さ
れ
す
ぎ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
宗
学
は
端

的
に
云
え
ば
人
間
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
の
平
凡
人
が
理
解
し
に
く
い

論
理
や
体
系
の
整
備
を
も
っ
て
、
真
宗
学
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
易
行
道
で

あ
る
真
宗
に
と
っ
て
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
浄
土
真
宗
を
専
門
に
研
究
す
る
最
高
の
学
府
を
卒
業
し
た
者
で
さ
え
も
、
　
「
分

ら
ぬ
」
と
悲
鳴
を
あ
げ
、
卒
業
後
更
に
修
士
課
程
や
博
士
課
程
を
経
て
さ
え
も
、

真
宗
の
本
義
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
と
さ
え
云
は
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
な
宗
学

者
の
難
解
な
専
門
的
研
究
に
よ
ら
ず
し
て
は
、
真
宗
の
正
し
い
理
解
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
ま
た
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
や
、
　
「
極
重
の
悪
人
」
の
大
衆

に
教
え
、
説
い
て
い
る
真
宗
の
学
問
は
今
一
度
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
か
に
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
っ
て
も
、
伝
統
的
な
特
殊
な
用

語
法
を
使
用
し
、
難
解
な
論
理
を
展
開
し
て
は
、
現
代
の
大
衆
は
真
宗
に
近
よ
ら

ず
、
真
宗
に
親
し
み
を
持
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
藤
玄
智
博
士
も
の
べ
た
よ
う

に
、
も
と
も
と
宗
教
は
学
問
、
哲
学
、
論
理
で
は
な
く
て
、
本
質
的
に
は
信
仰
で

あ
り
、
生
活
な
の
で
あ
る
。
信
仰
と
生
活
に
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
な
宗
学
、
教
学

こ
そ
現
代
教
学
、
現
代
宗
学
の
目
標
で
は
あ
る
ま
い
か
。
島
地
二
等
先
生
も
「
真

真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

宗
を
理
解
せ
ん
に
は
、
哲
学
的
、
理
論
的
の
疑
問
を
放
棄
し
、
批
判
的
の
見
地
を

捨
つ
べ
き
も
の
な
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
解
信
に
難
ず
し
て
仰
信
な
る
こ
と
を

　
　
　
　
ω

知
る
べ
し
。
「
と
云
は
れ
て
い
る
。
姉
崎
正
治
博
士
も
」
宗
教
意
識
は
人
類
の
生
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

よ
り
生
ず
る
自
然
の
結
果
な
り
」
と
、
人
間
の
生
存
が
早
き
に
あ
っ
て
、
そ
れ
か

ら
生
ず
る
結
果
が
宗
教
な
の
で
あ
る
。
宗
教
は
本
来
的
に
人
間
を
主
体
と
し
て
発

生
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
秘
性
や
奇
蹟
等
は
宗
教
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
は
な

い
。
姉
崎
博
士
は
ま
た
「
宗
教
意
識
の
特
徴
を
表
明
す
れ
ば
、
人
心
が
其
の
有
限

な
る
生
存
以
上
に
、
一
切
の
統
轄
を
な
せ
る
偉
大
の
勢
力
あ
る
を
設
定
意
識
し
て

此
の
勢
力
と
自
己
と
の
間
に
窮
親
的
人
格
的
関
係
を
得
ん
と
す
る
に
発
す
る
心
現

　
⑧

象
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
宗
教
に
お
け
る
人
間
の
意
識
、
人
間
の
存
在
が
優
先
す

る
も
の
で
あ
り
、
天
啓
、
神
秘
、
伝
統
、
形
而
上
学
、
宗
学
、
教
学
の
存
在
は
、

こ
の
意
識
作
用
の
働
き
に
順
応
し
て
生
ず
る
必
要
な
産
物
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
　
4
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

ら
な
い
。

　
か
く
て
宗
教
の
教
義
、
教
学
は
常
に
人
間
を
主
体
と
し
て
考
察
さ
る
べ
き
も
の

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

で
あ
る
。
宗
教
は
人
間
よ
り
埋
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
仏
教
の
場
合
、
真
宗
の
場
合
に
お
い
て
も
事
情
は
全
く
同
様
で
あ
る
と
云
は
ね

ば
な
ら
な
い
。
仏
教
は
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
シ
ャ
カ
族
の
一
王
子
シ
ツ
ダ
ー
ル

タ
・
ゴ
ー
タ
マ
が
、
二
十
九
才
に
し
て
出
家
し
て
求
道
者
と
な
り
、
六
年
の
き
び

し
い
身
心
の
工
夫
に
よ
っ
て
覚
者
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
と
な
り
、
人
間
シ
ャ
カ
が

ブ
ッ
ダ

仏
陀
シ
ャ
カ
と
な
っ
た
と
云
う
根
本
事
実
に
原
点
を
お
き
、
そ
こ
に
起
源
し
た
宗

教
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
点
を
抜
き
に
し
て
仏
教
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
仏
教

に
と
っ
て
最
も
大
切
な
る
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
如
く
神
で
は
な
く
、
人
間
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

り
し
シ
ャ
カ
族
の
一
王
子
を
し
て
覚
者
た
る
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
し
め
た
処
の
「
も
の

三



　
　
　
　
　
真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

」
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
は
、
神
の
存
在
と
神
の
創

造
、
神
の
支
配
、
神
の
意
思
、
即
ち
、
天
啓
、
啓
示
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ

ス
ト
教
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
仏
教
は
、
そ
の
出
発
点
と

し
て
は
、
現
実
の
人
生
に
於
け
る
実
存
的
人
間
の
苦
悩
、
こ
の
苦
悩
か
ら
い
か
に

し
て
解
放
さ
れ
、
自
由
と
な
る
か
、
が
問
題
の
焦
点
な
の
で
あ
る
。
現
実
の
三
三

苦
悩
か
ら
の
解
放
と
自
由
こ
そ
、
仏
教
の
最
高
理
想
で
あ
り
、
究
極
の
道
標
な
の

で
あ
る
。
仏
陀
ブ
ッ
ダ
と
は
、
実
に
こ
の
現
実
の
三
三
と
苦
悩
か
ら
完
全
に
自
由

に
な
り
、
解
放
さ
れ
る
原
理
と
な
る
道
と
法
と
を
自
覚
し
体
得
し
た
最
高
の
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
だ
つ

に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
解
放
さ
れ
た
自
由
と
平
安
の
境
地
を
「
解
脱
」
と
名
つ

　
　
　
ね
は
ん

け
、
　
「
浬
葉
」
と
云
い
、
　
「
成
仏
」
　
「
正
覚
」
と
も
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
解
脱
と
は

現
実
の
苦
悩
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
　
離
脱
で
あ
る
。
　
ネ
ハ
ン
と
は
原
語
ニ
ル
ヴ

ー
ナ
の
音
訳
で
あ
り
、
邪
悪
な
る
利
己
我
欲
と
情
念
の
「
火
の
吹
き
消
さ
れ
た
」

静
か
な
る
世
界
を
意
味
し
、
最
高
の
自
由
と
平
和
と
同
意
で
あ
る
。
覚
者
と
は
真

理
、
法
、
ダ
ル
マ
を
体
得
し
た
人
の
意
で
あ
り
、
原
語
の
ブ
ッ
ダ
、
仏
陀
で
あ

る
。
何
れ
に
も
せ
よ
、
仏
教
の
出
発
点
と
な
り
原
点
と
な
る
も
の
は
、
人
間
の
実

存
に
根
強
く
か
ら
み
つ
く
、
こ
の
苦
悩
で
あ
り
憂
悲
で
あ
り
、
矛
盾
で
あ
り
、
悲

歎
で
あ
る
。
こ
の
苦
悩
と
．
憂
悲
と
の
根
源
を
つ
き
と
め
、
こ
れ
を
解
決
し
た
釈

尊
、
ブ
ッ
ダ
の
自
覚
と
体
験
そ
の
も
の
が
仏
教
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
仏
教

に
は
既
に
幾
度
か
の
べ
た
よ
う
に
、
超
越
的
、
一
神
的
、
支
配
的
な
神
の
実
在
は

必
要
で
は
な
く
、
覚
者
、
ブ
ッ
ダ
と
同
じ
道
を
歩
む
な
ら
ば
、
万
人
は
等
し
く
釈

尊
と
同
じ
ブ
ッ
ダ
と
な
れ
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
人
格
の
完
成
者
、
ダ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ

マ
の
体
験
者
と
し
て
の
覚
者
、
ブ
ッ
ダ
を
ブ
ッ
ダ
た
ら
し
め
た
法
こ
そ
、
仏
教
に

四

あ
っ
て
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
。
ワ
ル
ポ
ー
ル
・
ラ
フ
ラ
師
は
ブ
ッ

ダ
の
暑
伝
を
次
の
如
く
語
っ
て
い
る
。

　
「
ブ
ッ
ダ
の
名
は
シ
ツ
ダ
ー
ル
タ
、
姓
は
ゴ
ー
タ
マ
で
、
西
暦
前
六
世
紀
頃
北

部
イ
ン
ド
に
住
ん
で
い
た
。
父
は
ス
ー
ド
ダ
ナ
で
、
彼
は
シ
ャ
カ
族
の
王
国
の
支

配
者
で
あ
り
、
母
は
マ
ー
ヤ
で
あ
る
。
当
時
の
習
慣
に
従
っ
て
、
彼
は
十
六
才
の

若
さ
で
、
美
し
い
心
、
正
し
い
心
の
ヤ
ソ
ダ
ラ
姫
と
結
婚
し
た
。
若
き
王
子
は
意

の
ま
ま
に
豪
華
な
生
活
を
王
宮
で
す
ご
し
た
。
併
し
彼
は
突
如
、
人
生
の
実
相
と

人
間
の
苦
悩
と
に
直
面
し
て
、
こ
の
普
遍
的
苦
悩
か
ら
の
解
決
の
道
を
求
め
ん
と

し
て
、
二
十
九
才
の
時
、
一
子
ラ
フ
ラ
の
誕
生
後
間
も
な
く
王
国
を
去
り
、
一
人

の
苦
行
者
と
な
っ
た
。
六
年
の
間
苦
行
者
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
流
域
を
さ
ま
よ
い

歩
き
、
有
名
な
宗
教
的
教
師
に
会
い
、
道
を
学
び
、
師
の
示
す
体
系
や
方
法
に
従

い
、
き
び
し
い
苦
行
に
身
を
さ
さ
げ
た
。
併
し
、
そ
れ
ら
は
彼
を
満
足
さ
せ
な
か
　
3
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1

つ
た
。
そ
こ
で
彼
は
一
切
の
伝
統
的
宗
教
と
、
そ
の
方
法
と
を
捨
て
、
彼
自
身
の

道
を
歩
ん
だ
。
か
く
て
あ
る
夜
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
近
く
、
ニ
レ
ン
ジ
ャ
川
の
ほ
と
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ト
り

あ
る
ピ
ッ
パ
ラ
樹
の
下
に
静
座
し
た
。
三
十
五
才
の
時
、
ゴ
ー
タ
マ
は
悟
を
開
い

た
。
さ
と
り
の
後
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
最
初
の
説
法
を
、
ベ
ナ
レ
ス
の
近
く

に
あ
る
サ
ル
ナ
ー
ト
に
居
た
旧
友
で
あ
る
五
人
の
仲
間
に
説
い
た
。
そ
れ
以
来
あ

ら
ゆ
る
階
級
の
男
女
－
一
国
王
、
バ
ラ
モ
ン
、
農
夫
、
浮
浪
者
、
銀
行
家
、
乞
食
、

聖
者
、
盗
人
一
に
対
し
て
も
い
さ
さ
か
の
差
別
な
く
説
法
し
た
。
彼
は
階
級
制
度

な
り
社
会
的
集
団
に
何
の
差
別
を
認
め
ず
、
彼
の
説
い
た
道
は
、
あ
ら
ゆ
る
男
女

一
道
を
理
解
し
道
に
従
は
ん
と
す
る
す
べ
て
の
者
に
開
放
さ
れ
た
。
八
十
才
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

て
、
ブ
ッ
ダ
は
ク
シ
ラ
ガ
ラ
に
於
て
入
滅
さ
れ
た
。
」
　
（
此
丈
）



　
極
は
め
て
粗
野
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
人
間
シ
ャ
カ
が
ブ
ッ
ダ
．
シ
ャ
カ
と
な

り
、
道
と
法
と
を
体
得
し
、
伝
道
し
、
静
か
に
こ
の
世
を
去
っ
た
姿
が
目
に
浮
ぶ

よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
真
宗
を
学
ぶ
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
仏
教
の
原
型
を

学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
仏
教
の
神
観
と
救
済
観
に
つ
い
て
の
問
題

　
仏
陀
は
、
死
後
に
於
て
弟
子
達
の
悲
し
み
と
、
偉
大
な
る
師
を
思
う
心
、
そ
の

他
色
々
の
事
情
に
よ
っ
て
神
格
化
さ
れ
た
が
、
本
来
の
仏
教
で
は
超
越
的
神
の
存

在
は
全
く
否
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
仏
教
は
無
神
論
で
あ
っ
た
。
無
神
論

な
る
が
故
に
ま
た
無
祈
祷
で
あ
っ
た
。
無
神
、
無
祈
祷
を
宗
教
の
特
性
と
す
る
仏

教
は
、
宗
教
と
し
て
は
全
く
特
異
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
神
と
祈
祷

と
を
中
心
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
生
れ
育
っ
た
、
西
欧
の
学
者
の
中
に
は

仏
教
の
宗
教
画
を
否
定
す
る
学
者
も
あ
る
。

　
「
吾
々
は
歴
史
的
目
的
か
ら
は
仏
教
を
宗
教
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
出
来
る

　
が
、
仏
教
は
実
際
に
は
宗
教
的
観
念
を
欠
除
し
て
お
り
、
宗
教
の
名
を
受
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
に
値
い
し
な
い
。
」

　
「
少
く
と
も
、
最
も
初
期
に
於
け
る
、
そ
し
て
最
も
真
正
な
る
形
で
の
仏
教

　
は
、
全
く
宗
教
で
は
な
く
て
、
人
生
に
対
す
る
厭
世
主
義
的
理
論
の
上
に
築
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
あ
げ
ら
れ
た
単
な
る
道
徳
及
び
哲
学
の
体
系
で
あ
る
。
」

フ
ラ
ン
ス
の
印
度
学
者
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
そ
の
著
「
印
度
仏
教
史
序
説
」
に
於
て
仏

教
を
「
神
を
持
た
ぬ
道
徳
的
組
織
お
よ
び
自
然
な
き
無
神
論
で
あ
る
」
と
述
べ
、

　
　
　
　
　
真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

ド
イ
ツ
の
仏
教
学
者
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
も
彼
の
著
「
仏
陀
、
そ
の
生
涯
と
教
理
教

団
」
に
於
て
、

　
「
解
脱
を
渇
望
す
る
世
界
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
は
、
　
一
個
の
神
も
い
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
因
縁
の
連
鎖
と
い
う
自
然
の
法
則
が
た
だ
一
つ
残
さ
れ
て
お
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
学
者
は
仏
教
の
非
宗
教
性
、
乃
至
は
無
神
論
を
強
調
し
、
仏
教
は
む
し

ろ
道
徳
、
哲
学
の
体
系
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
今
少
し
仏
教
の
原
型
を
さ
ぐ
る
資
料
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
ブ
ッ
ダ
は
、
こ
の
世
最
後
の
弟
子
達
へ
の
説
法
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。　

「
さ
れ
ば
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
な
ん
じ
ら
は
た
だ
自
ら
を
燈
明
と
し
、
自
ら
を
帰

　
依
と
し
、
他
人
を
依
処
と
せ
ず
、
法
を
燈
明
と
し
、
法
を
依
処
と
し
て
、
他
を

依
処
と
す
る
こ
と
な
く
住
す
る
が
よ
い
・
噸
　
　
　
　
　
3
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自
燈
明
、
法
燈
明
、
自
帰
依
、
法
帰
依
こ
そ
全
仏
教
体
系
の
基
本
的
な
柱
で
あ
る

と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
仏
教
が
本
来
主
張
し
た
も
の
、
仏
教
の
底
を
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
さ

ぐ
っ
て
み
た
い
。
、

　
「
仏
教
徒
は
、
単
に
仏
陀
に
帰
依
し
、
仏
陀
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら

　
の
浄
化
を
な
し
得
る
と
は
考
え
な
い
。
他
人
の
不
浄
を
洗
い
流
す
こ
と
は
、
仏

　
陀
の
力
の
限
界
外
の
も
の
で
あ
る
。
厳
密
に
云
っ
て
、
人
は
他
人
を
浄
化
す
る

　
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
又
他
人
を
汚
染
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
教
師
と
し
て

　
の
仏
陀
は
補
助
役
的
な
も
の
で
あ
り
、
吾
々
自
身
の
浄
化
は
吾
々
自
身
に
責
任

　
　
　
　
　
㈲

　
が
あ
る
。
」

　
人
間
自
身
が
常
に
自
ら
の
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
、
説
か
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

る
点
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
仏
陀
は
、
真
理
の
探
求
者
に
対
し
て
、
他
人
の
権
威
に
の
み
た
よ
っ
て
何
ご
と

も
承
皓
し
て
は
な
ら
な
い
と
助
言
し
て
い
る
。
吾
々
自
身
の
理
性
を
働
か
せ
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
の

が
正
し
い
か
、
何
が
不
正
で
あ
る
か
を
自
分
の
力
で
判
断
せ
よ
。

　
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
か
、
な
い
か
を
判
断
し
決
定
す
る
最
終
の
基
準
は
汝
自
身

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
理
性
の
働
き
で
あ
る
と
仏
陀
は
教
え
た
。

　
「
更
に
、
仏
教
に
は
祈
り
の
な
い
こ
と
を
の
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
か

に
仏
陀
に
対
し
て
祈
っ
た
と
こ
ろ
で
、
人
は
救
は
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
仏
陀

は
世
俗
的
な
願
い
に
つ
い
て
祈
る
こ
と
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
、
又
、
祈
っ
た
と

こ
ろ
で
救
は
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
説
い
た
。
む
し
ろ
、
自
己
自
身
に
信
頼
す

べ
き
で
あ
り
、
自
ら
の
自
由
と
浄
化
と
を
か
ち
と
る
た
め
に
は
、
努
力
し
て
は
げ

　
　
　
　
　
　
　
⑬

む
べ
き
で
あ
る
。
」

　
祈
り
や
願
い
に
よ
っ
て
人
は
救
は
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
ら
の
浄
化
や
解
放
を

か
ち
と
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

　
「
多
く
の
宗
教
に
於
け
る
よ
う
に
、
仏
教
徒
は
恐
れ
た
り
、
服
従
す
べ
き
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
、
全
能
の
創
造
神
を
仏
教
は
持
た
な
い
。
」

　
全
知
全
能
の
神
の
否
定
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
教
授
は
、
　
「
仏
陀
は
単
に
苦
悩
か
ら
離
脱
す
る
道
の
教
師
に
す
ぎ
な

　
⑳い

」
と
の
べ
て
い
る
。
更
に
氏
は
、
　
「
東
方
聖
書
」
第
十
一
巻
の
一
一
四
頁
と
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
「
東
方
シ
リ
ー
ズ
」
に
記
載
さ
れ
た
「
膨
面
仏
教
」
を
引
用

し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
「
ブ
ッ
ダ
の
主
要
な
教
説
で
あ
り
、
死
の
直
前
に
於
け
る
最
後
の
主
張
に
も
あ

　
る
如
く
、
自
己
信
頼
、
倫
理
的
生
活
、
そ
し
て
他
の
い
か
な
る
神
的
存
在
に
対

占A

　
し
て
も
帰
依
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
彼
自
身
が
、
後
に
到
っ
て
、
世
界
史
に
存

　
在
し
た
他
の
い
か
な
る
人
々
よ
り
も
、
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
崇
拝
さ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
と
は
、
歴
史
の
皮
肉
の
一
つ
で
あ
る
。
」

ハ
ス
ト
ン
・
ス
ミ
ス
氏
は
、
仏
教
の
項
目
に
つ
い
て
の
べ
る
に
当
り
、
そ
の
第
一

頁
に
於
て
、
「
仏
教
は
人
間
と
共
に
初
ま
る
1
1
（
ロ
d
巳
α
三
。
・
日
ぴ
Φ
σ
q
冒
ω
≦
胃
ゴ
9
。

日
碧
・
）
と
云
い
、
さ
ら
に
彼
は
仏
教
の
顕
著
な
特
性
と
し
て
次
の
六
項
目
を
あ

げ
て
い
る
。
」
　
（
筆
者
要
項
訳
）

　
　
　
　
　
　
オ
！
ソ
リ
チ

6．　5．　4．　3．　2．　1

プ
ツ
ダ
は
権
威
を
持
た
な
い
。

　
　
　
リ
チ
ユ
ア
ル

ブ
ツ
ダ
は
儀
式
を
持
た
な
い
。

　
　
　
ス
ペ
キ
ユ
レ
イ
シ
ヨ
ン

ブ
ツ
ダ
は
思
弁
的
な
も
の
を
持
た
な
い
。

　
　
　
ツ
ラ
デ
イ
シ
ヨ
ン

ブ
ツ
ダ
は
伝
統
を
持
た
な
い
。

　
　
　
　
　
　
セ
ル
フ
　
エ
ホ
　
ツ

ブ
ツ
ダ
は
強
烈
な
自
己
精
進
を
説
い
た
。

　
　
　
　
ス
ー
バ
ナ
チ
ュ
ラ
ル
　
　
　
　
　
㈱

ブ
ッ
ダ
は
超
自
然
的
な
も
の
を
持
た
な
い
。

彼
は
ま
た
ブ
ッ
ダ
が
宗
教
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
仕
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
要
約

し
て
い
る
。

7．　6．　5．　4．　3．　2．　1．

経
験
的

科
学
的

実
用
的

治
療
的

心
理
学
的

民
主
的

個
人
的

（
o
ヨ
づ
三
〇
巴
）

（
ω
O
一
Φ
】
口
け
一
h
一
〇
）

（
嘆
帥
伽
q
言
帥
瓜
。
）

（
島
Φ
「
昌
窪
ユ
。
）

（
℃
薯
畠
。
δ
ぴ
q
凶
s
一
）

（α

@
ヨ
O
O
「
鋤
け
一
〇
）

（一

ﾃ
α
凶
く
一
断
口
画
一
）

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ュ
リ
ジ
氏
の
編
集
し
た
「
近
代
世
界
の
大
宗
教
」
の
中
で
、
仏

137



教
の
担
当
者
で
あ
る
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
博
士
は
、
仏
教
の
本
質
と
し
て
次
の
よ
う
に

の
べ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
主
張
で
あ
る
。

　
「
ブ
ッ
ダ
は
、
強
い
有
神
論
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
、
宗
教
一
般
に
お
け
る
、

　
神
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
思
想
や
、
人
間
と
神
と
の
関
係
と
云
っ
た
も
の
を

　
彼
の
教
説
の
最
前
線
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
彼
は
上
か
ら
の
啓
示
を
主
張
せ

　
ず
、
ブ
ッ
ダ
を
、
神
の
意
思
を
告
げ
る
よ
う
な
予
言
者
と
し
て
も
語
ら
ず
、
又

　
ブ
ッ
ダ
は
、
神
の
慈
愛
や
神
の
一
罪
の
福
音
を
人
間
に
も
た
ら
す
も
の
と
も
云

　
は
な
か
っ
た
。
　
（
中
略
）
彼
は
徹
底
的
に
自
己
へ
の
信
頼
と
自
己
の
努
力
と
を

　
説
い
た
。
彼
は
し
ば
し
ば
冥
想
し
た
が
、
か
つ
て
彼
が
祈
っ
た
と
か
、
弟
子
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
に
祈
れ
と
教
え
た
、
と
の
記
録
は
な
い
。
」

同
氏
は
、
自
著
「
日
本
仏
教
の
三
三
」
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
「
救
済
と
は
、
現
実
の
諸
悪
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
又
、
結
局
は
人

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
間
は
人
間
自
身
の
手
で
救
済
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
　
（
点
線
筆
者
）
と
の
当
時
の
思

　
想
に
共
鳴
し
た
。
併
し
、
彼
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
教
義
を
厳
格
に
ま
も
っ
た

　
が
、
そ
れ
を
実
行
す
る
も
の
は
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
彼
は
そ
の
時
代

　
の
思
想
と
も
著
し
く
異
り
、
又
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
多
く
の
人
々
の
思
想
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
異
っ
て
い
た
の
で
、
神
の
観
念
や
個
人
の
実
際
の
来
世
生
活
を
考
え
る
余
地
を

　
、
・
、
、
、
、
、
、
　
㈱

　
全
く
残
さ
な
か
っ
た
。
」
　
（
点
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

エ
デ
ィ
ス
・
ホ
ラ
ン
ド
氏
は
、
ブ
ッ
ダ
・
ゴ
ー
タ
マ
は
、
弟
子
達
に
対
し
て
、
来

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

世
の
こ
と
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
語
ら
ず
、
宝
石
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
世
界
で
、
正

し
き
者
が
あ
ら
ゆ
る
快
楽
を
た
の
し
む
こ
と
に
つ
い
て
も
多
く
を
語
ら
ず
、
彼
は

　
　
さ
と
り

た
だ
浬
藥
の
中
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
は
消
え
失
せ
、
人
間
的
情
欲
の
嵐
は
静
め

ら
れ
、
憎
悪
の
火
や
邪
悪
の
念
は
み
な
吹
き
消
さ
れ
る
、
と
の
べ
て
い
る
。
ホ
ー

真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

ナ
氏
が
「
救
済
は
本
質
的
に
は
自
己
自
身
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
の
べ
た

の
も
全
く
同
様
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

　
ホ
ッ
プ
キ
ン
ス
教
授
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
「
ブ
ッ
ダ
は
創
造
神
の
観
念
を
あ
ざ
笑
い
、
霊
魂
の
観
念
を
否
定
し
た
。
」
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
す
べ
て
の
人
間
は
彼
自
身
の
運
命
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
霊
魂
と
神
と
を

　
否
定
す
る
点
に
於
て
、
彼
ブ
ッ
ダ
は
多
く
の
現
代
無
神
論
者
の
一
人
で
あ
っ

　
　
　
㈱

　
た
。
」

西
欧
的
資
料
の
紹
介
は
ひ
と
ま
ず
以
上
に
止
め
て
お
き
、
最
後
に
仏
教
の
根
本
的

態
度
、
そ
し
て
仏
教
の
原
型
を
見
極
は
め
る
た
め
に
、
仏
教
自
体
の
中
か
ら
若
干

の
資
料
を
取
り
出
し
て
み
た
い
。

　
先
ず
最
も
古
い
経
典
の
一
つ
と
云
は
れ
る
法
句
経
（
U
冨
日
目
9
℃
巴
僧
）
の
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
一
連
の
章
句
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ジ

　
「
自
己
こ
そ
自
己
の
主
な
れ
、
ほ
か
に
主
は
よ
も
あ
ら
じ
、
自
己
を
と
と
の

　
え
、
お
さ
め
て
ぞ
、
ひ
と
は
得
難
き
主
を
得
」
　
（
法
句
経
原
典
一
六
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
「
汝
よ
み
ず
か
ら
燈
を
と
も
せ
、
と
く
は
げ
め
か
し
、
賢
者
た
れ
、
け
が
れ
を

　
払
い
罪
な
く
ば
、
再
び
老
死
に
近
づ
か
じ
」
　
（
同
区
三
八
）

　
「
わ
れ
悪
な
せ
ば
わ
れ
濁
り
、
わ
れ
善
な
さ
ば
わ
れ
は
澄
む
、
澄
む
も
濁
る
も

　
わ
が
心
ひ
と
つ
に
そ
よ
る
、
わ
れ
な
ら
ぬ
よ
そ
び
と
の
よ
く
、
わ
が
心
を
浄
め

　
つ
く
さ
ん
こ
と
あ
ら
じ
」
　
（
同
一
六
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ワ
ア
ナ

　
「
空
に
と
ぶ
と
も
、
は
た
海
に
入
る
と
も
、
山
の
巌
窟
に
か
く
る
と
も
、
罪
業

　
　
　
　
　
　
　
サ
ト

　
を
ま
ぬ
が
れ
ん
方
所
よ
も
あ
ら
じ
」
　
（
同
＝
一
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
チ
ズ
レ

　
「
道
を
ゆ
か
ん
に
わ
れ
に
増
す
よ
き
友
も
な
く
、
ふ
さ
わ
し
き
道
伴
な
く
ば
ひ

七
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真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
モ

　
と
り
ゆ
け
、
愚
者
に
伴
侶
た
る
こ
と
な
か
れ
」
　
（
同
六
一
）

　
「
こ
こ
ろ
に
よ
り
て
も
の
み
な
は
、
み
ち
び
か
れ
て
ゆ
く
、
こ
こ
ろ
こ
そ
も
の

　
の
主
な
れ
」
　
（
同
二
）

　
「
な
べ
て
の
悪
を
つ
く
ら
ず
て
、
な
べ
て
の
善
に
は
げ
み
っ
つ
、
こ
こ
ろ
を
浄

　
め
ん
こ
と
そ
こ
れ
み
仏
た
ち
の
お
し
え
な
れ
」
　
（
同
一
八
二
）

　
　
サ
ト
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ラ

　
「
正
覚
の
み
ち
に
こ
こ
ろ
し
て
、
む
さ
ぼ
り
断
つ
を
た
の
し
み
に
、
執
わ
れ
ご

　
　
　
マ
ド
ワ
シ

　
こ
ろ
煩
悩
を
つ
く
し
か
が
や
く
そ
の
ひ
と
は
、
現
世
な
が
ら
は
や
す
で
に
、

　
サ
ト
リ

　
浬
繋
に
入
り
し
ひ
と
な
れ
や
」
　
（
同
八
九
）

中
村
元
博
士
の
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
」
の
中
よ
り
、
仏
教
の
．
原
型
に
つ
い
て
の

資
料
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
見
た
い
。

　
「
ス
バ
ツ
ダ
よ
、
わ
た
く
し
は
二
十
九
才
で
善
を
求
め
て
出
家
し
た
。
ス
バ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ダ
よ
、
私
は
出
家
し
て
か
ら
五
十
年
余
と
な
っ
た
。
正
理
と
法
の
領
域
の
み
を

　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
歩
ん
で
来
た
。
こ
れ
以
外
に
は
（
み
ち
の
人
）
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
は
そ
の
臨
終
に
お
い
て
さ
え
も
、
仏
教
と

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
い
う
も
の
を
説
か
な
か
っ
た
。
か
れ
の
説
い
た
の
は
、
い
か
な
る
思
想
家
、
宗

　
教
家
で
も
歩
む
べ
き
真
実
の
道
．
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
世
の
経
典
作
者
は
右
の

　
詩
に
接
続
し
て
、
仏
教
と
い
う
特
殊
な
教
え
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

　
る
。
」

　
「
次
い
で
釈
尊
は
深
更
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
古
く
詩

　
に
よ
っ
て
そ
の
事
件
が
詠
ぜ
ら
れ
た
。

　
世
間
に
お
け
る
一
切
の
生
有
る
も
の
ど
も
は
、
つ
い
に
は
身
体
を
捨
て
る
で
あ

　
ろ
う
。
あ
た
か
も
世
間
に
お
い
て
比
す
べ
き
人
な
き
、
か
く
の
ご
と
き
師
、
力

　
を
具
え
た
修
行
実
践
者
、
正
覚
者
が
な
く
な
っ
た
よ
う
に
。

八

　
つ
く
ら
れ
た
る
も
の
は
実
に
無
常
で
あ
り
、
生
滅
の
性
あ
る
も
の
で
あ
る
。
生

　
じ
て
は
滅
び
る
。
こ
れ
ら
（
つ
く
ら
れ
た
る
も
の
）
の
や
す
ら
い
が
安
楽
で
あ

　
る
。
」

　
「
心
の
安
住
せ
る
か
く
の
ご
と
き
人
に
は
す
で
に
呼
吸
が
な
か
っ
た
。
欲
を
離

　
れ
た
聖
者
は
や
す
ら
い
に
達
し
て
な
く
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ひ
る
ま
ぬ
心
を
以
て
苦
し
み
を
耐
へ
忍
ば
れ
た
。
あ
た
か
も
灯
火
の
消
え
失
せ

　
る
よ
う
に
、
心
が
解
脱
し
た
の
で
あ
る
。
」

　
「
そ
の
時
こ
の
怖
ろ
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
髪
の
毛
の
よ
だ
つ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
が
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
美
徳
を
具
え
た
正
覚
者
が
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
。
」

ま
た
最
も
古
き
経
典
の
一
つ
で
あ
る
「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
に
ア
シ
タ
仙
人
の
繹

尊
へ
の
予
言
の
記
事
が
の
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
云
は
れ

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

　
「
無
比
の
紀
宝
で
あ
る
か
の
ボ
ー
デ
ィ
サ
ッ
タ
（
未
来
の
仏
）
は
、
も
ろ
び
と

　
の
利
益
安
楽
の
た
め
に
人
間
世
界
に
生
れ
た
ま
う
た
の
で
す
。
シ
ャ
カ
族
の
村

　
に
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
聚
落
に
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
満
足
し
、
非
常
に
満
悦
し
て

　
い
る
の
で
す
。
一
切
衆
生
の
最
上
者
、
最
高
の
人
、
牡
牛
の
よ
う
な
人
、
生
き

　
と
し
生
け
る
も
の
の
う
ち
最
上
者
は
、
や
が
て
仙
人
（
の
あ
つ
ま
る
処
）
と
い

　
う
名
の
林
で
（
法
）
輪
を
転
ず
る
で
あ
ろ
う
。
1
猛
き
獅
子
が
百
獣
に
う
ち
勝

　
っ
て
吼
え
る
よ
う
に
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
「
こ
れ
は
無
上
の
人
で
す
。
人
間
の
最
上
者
で
す
。
」

更
に
、
中
村
博
士
は
「
人
間
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
ゴ
ー
タ
マ
」
と
の
見
出
し
で
次

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
「
教
団
が
発
展
し
て
変
容
す
る
と
、
仰
が
れ
る
開
祖
の
す
が
た
も
発
展
し
変
容



　
す
る
。
釈
尊
ゴ
ー
タ
マ
は
、
永
遠
の
真
理
（
畠
ず
9
§
”
）
と
呼
ば
れ
る
。
し
か

　
ら
ば
、
真
理
を
さ
と
っ
た
人
は
み
な
覚
者
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
の
人
は
何
ら
超
自
然
的
な
存
在
で
も
な
れ
け
ば
、
神
秘
的
な
人
物
で
も
な

　
い
。
い
わ
ん
や
超
越
神
の
ご
と
き
存
在
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

原
始
仏
教
聖
典
を
み
る
と
、
古
い
層
と
新
し
い
層
と
で
は
、
非
常
に
思
想
の
相

　
異
が
あ
る
が
、
そ
の
古
い
層
に
つ
い
て
み
る
と
、
仏
教
の
開
創
者
ゴ
ー
タ
マ
は

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ど
こ
ま
で
も
単
に
す
ぐ
れ
た
人
間
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

普
通
後
代
の
仏
教
徒
は
ゴ
ー
タ
マ
の
こ
と
を
釈
尊
（
釈
迦
牟
尼
ω
㊤
ξ
卑
ヨ
〇
三
）

　
と
呼
ぶ
が
、
最
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
は
仏
弟
子
が
ゴ
ー
タ
マ
に
向
っ
て
「
シ

　
ャ
ヵ
よ
」
　
（
ω
m
二
又
曽
）
と
よ
び
か
け
て
い
る
。
釈
尊
の
こ
と
を
尊
称
を
つ
け
な

　
い
で
「
シ
ャ
カ
よ
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
は
、
詩
の
う
ち
に
の
み
見
ら
れ
、
散

文
の
う
ち
に
は
存
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
故
に
最
初
期
の
仏
教
徒
は
ゴ
ー
タ
マ

　
　
、
、
　
、
　
、
、
、
、
　
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劔

　
を
シ
ャ
カ
族
の
一
人
の
人
間
と
の
み
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
『

　
そ
の
他
の
呼
び
名
と
し
て
「
き
み
ゴ
ー
タ
マ
よ
」
　
（
ぴ
げ
。
Ω
0
9
ヨ
螢
）
、
　
「
大

　
仙
人
」
、
　
「
，
世
尊
」
、
ま
た
「
ヴ
ェ
ー
ダ
を
知
れ
る
人
」
、
　
「
ヤ
ツ
至
悪
夜

　
叉
」
、
更
に
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
用
語
例
に
・
従
っ
て
、
　
「
真
理
を
語
る
人
」
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
勝
者
」
　
「
偉
大
な
る
英
雄
」
等
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
「
と
も
か
く
ブ
ッ
ダ
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
れ
は
「
人
間
の

　
う
ち
で
最
上
の
人
」
或
い
は
コ
切
の
生
き
も
の
の
う
ち
で
最
上
の
者
」
と
呼

　
　
　
　
　
㈱

　
ば
れ
る
。
」

　
掲
橋
一
哉
教
授
は
仏
教
の
原
型
を
示
唆
す
る
資
料
と
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て

い
る
。

　
「
一
体
仏
教
の
教
え
る
所
は
い
つ
で
も
自
己
が
焦
点
で
あ
る
。
い
か
に
高
尚
幽

真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

　
玄
な
哲
理
で
も
、
自
己
と
何
等
の
関
係
も
な
い
も
の
な
ら
ば
私
に
と
っ
て
は

　
ヘ
イ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
弊
履
に
も
等
し
い
。
仏
教
の
目
的
は
転
迷
開
悟
で
あ
る
。
」

　
又
古
く
か
ら
仏
の
十
号
と
し
て
ブ
ッ
ダ
を
呼
ぶ
称
号
と
し
て
、
　
「
如
来
、
応
下

等
正
覚
、
明
行
足
、
善
言
、
世
間
解
、
無
上
士
、
調
御
丈
夫
、
天
人
師
、
仏
世
尊

」
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
、
仏
陀
の
原
型
を
知
る
上
に
貴
重
な
手
が
か
り
で
あ
ろ

う
。
何
れ
に
も
せ
よ
、
釈
尊
、
ブ
ッ
ダ
、
ゴ
ー
タ
マ
を
語
る
言
葉
、
文
章
の
中
に

は
、
ど
こ
に
も
超
自
然
的
、
超
人
間
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
が
色
々
な
事
情
や
経
過
を
経
て
、
全
く
人
間
を
超
え

た
、
人
間
と
は
本
質
を
全
く
異
に
す
る
神
秘
的
、
不
可
思
議
の
ブ
ッ
ダ
と
な
り
、

や
が
て
そ
の
よ
う
な
思
想
の
中
か
ら
、
同
じ
性
格
を
持
つ
不
可
思
議
、
超
人
間

的
、
超
自
然
的
ア
ミ
ダ
仏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
歴
史
的
発
展
の
経
過
な

り
事
情
は
、
宗
学
的
研
究
で
は
余
り
深
く
論
究
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
　
3
4

い
か
。
殊
に
、
観
念
論
的
、
形
而
上
学
的
で
あ
る
か
、
さ
な
く
ば
神
話
的
、
伝
説

的
な
物
語
り
的
表
現
を
宗
学
や
教
学
は
採
用
し
い
る
の
で
あ
る
。
難
解
な
用
語
や

体
系
を
近
代
化
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
る
ま
い
が
、
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
、
仏
教
の
原
型
と
真
宗
の
問
題

　
仏
教
の
原
型
ば
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
が
解
脱
、
浬
繋
を
体
験
し
た

事
実
に
出
発
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ハ
　
ラ
ミ
ツ

　
五
戒
、
六
婆
羅
密
、
戒
定
慧
の
．
∴
学
、
無
常
、
無
我
、
縁
起
法
を
教
え
の
基
底

と
し
、
正
覚
、
さ
と
り
に
精
進
せ
よ
と
ブ
ッ
ダ
は
四
十
五
年
聞
も
説
き
つ
づ
け
た
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真
宗
の
宗
教
学
的
研
究

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
教
説
の
中
か
ら
ど
う
し
て
浄
土
教
的
、
特
に
浄
土
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ツ
ズ
フ
グ
ウ

宗
の
よ
う
な
教
え
が
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
別
途
不
土
ハ
」
な
ど
と
云
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

大
乗
仏
教
の
中
で
も
特
別
の
途
、
道
で
あ
り
、
他
の
仏
教
と
何
ら
の
共
通
点
を
持

た
ぬ
真
宗
、
と
云
う
よ
う
な
教
え
が
ど
う
し
て
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
キ
リ

ス
ト
教
的
一
神
教
に
も
似
た
ア
ミ
ダ
仏
が
、
ど
う
し
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ウ

の
か
。
自
業
自
得
、
自
因
自
果
、
因
果
応
報
は
仏
教
の
鉄
則
な
の
で
あ
る
が
、
法

ゾ
ウ
ボ
サ
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
グ
マ
レ

蔵
菩
薩
の
代
受
苦
に
よ
る
、
ア
ミ
ダ
仏
の
他
力
の
本
願
が
万
人
に
廻
向
さ
れ
る
、

と
云
う
よ
う
な
他
力
の
教
義
が
ど
う
し
て
物
語
ら
れ
て
い
る
か
。
現
世
の
中
で
さ

と
り
を
開
く
こ
と
を
原
則
と
す
る
仏
教
の
中
に
、
そ
し
て
死
後
の
世
界
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ト
ケ
ノ
サ
ト
リ
ヲ
ヒ
ラ
ク

何
ら
説
か
な
か
っ
た
仏
教
の
中
に
、
死
後
の
浄
土
に
往
生
し
て
仏
性
を
開
発
す
る

と
云
う
よ
う
な
ド
グ
マ
が
ど
う
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏
と
云
う

仏
の
み
名
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
万
人
救
済
の
意
思
と
し
て
の
他
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
マ
レ

本
願
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
楽
に
再
生
し
て
仏
の
さ
と
り
を
体
験
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
云
う
よ
う
な
教
義
が
出
て
き
た
の
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
「
ど

う
し
て
」
と
一
応
ど
う
し
て
も
問
は
ざ
る
を
得
な
い
数
多
く
の
問
題
が
、
真
宗
に

は
伏
在
し
て
い
る
。
色
々
な
説
明
や
論
理
が
諸
学
な
り
教
学
に
は
説
か
れ
て
い
る

が
、
み
な
仏
教
の
原
型
か
ら
は
遠
く
は
な
れ
た
、
思
弁
的
、
独
善
的
、
形
而
上
学

的
、
弁
護
的
、
是
認
的
な
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
特
に
仏
性
論
に
つ
い
て
問

題
が
多
い
。

　
「
大
乗
仏
教
が
如
何
に
し
て
斯
か
る
純
粋
信
の
教
義
に
発
展
し
た
も
の
か
と
怪

　
し
む
者
も
あ
ろ
う
。
こ
の
信
心
の
教
義
は
、
普
通
原
始
仏
教
と
考
え
ら
れ
て
居

　
る
も
の
、
即
ち
般
若
の
智
慧
に
依
る
自
己
信
頼
と
正
覚
の
教
義
と
は
、
一
見
甚

　
し
い
相
違
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
又
往
往
真
宗
は
全
く
非
仏
教
的
な
も
の
で

一
〇

　
あ
る
と
老
え
ら
れ
る
事
す
ら
あ
る
。
」

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
大
乗
仏
教
は
釈
尊
金
口
の
説
に
基
く
宗
教
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
釈
尊
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
涯
と
人
格
と
を
め
ぐ
っ
て
発
展
し
た
宗
教
で
あ
る
。
」
　
（
点
線
筆
者
）

英
国
の
仏
教
研
究
家
、
ク
リ
ス
マ
ス
・
ハ
ン
フ
リ
ー
ズ
氏
は
、
こ
の
点
を
次
の
よ

う
に
の
べ
て
い
る
。

　
「
実
際
彼
等
の
な
す
と
こ
ろ
は
、
夜
、
昼
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
あ
り
、
神
秘

　
的
感
覚
の
知
識
と
は
異
る
も
の
で
あ
り
、
何
ん
と
か
し
て
、
ど
こ
か
で
、
埋
れ

　
か
が
彼
等
の
罪
の
結
果
か
ら
助
け
て
く
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
容
易
で
あ
り
、
単
純
な
宗
教
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
凡
て
の
行
が
一
人
の

　
た
め
に
な
さ
れ
て
お
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
道
は
た
ち
ま
ち
普
及
し
た
。
そ
し

　
て
そ
れ
は
全
然
宗
教
で
は
な
い
と
云
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
た
し
て
真
宗
は
仏
教
で
あ
ろ
う
か
。
」

か
く
て
真
宗
の
宗
教
性
、
仏
教
性
に
は
少
く
と
も
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
如
来
の
三
惑
を
た
だ
ず
ぬ
れ
ば
、
苦
悩
の
有
情
を
す
て
ず
し
て
、
廻
向
を
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
と
し
た
ひ
て
、
大
悲
心
を
ば
成
就
せ
り
」
　
（
点
線
筆
者
）

　
　
、
、
　
、
、
　
　
、
　
、
、
　
、
　
　
　
⑧

　
「
願
作
仏
心
は
度
衆
生
心
な
り
」
　
（
点
線
筆
者
）

そ
も
そ
も
本
願
は
馨
れ
の
も
の
か
、
と
質
ね
て
み
る
と
「
苦
悩
の
有
情
」
の
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
　
「
衆
生
済
度
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
苦
悩
の
人
間
、
衆
生

を
は
な
れ
て
仏
も
な
く
、
本
願
も
な
く
、
浄
土
も
な
く
、
救
済
も
成
り
た
ち
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
㈹

い
。
「
他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご
と
き
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
」
　
（
点
線
筆
者
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勧

さ
え
示
さ
れ
て
あ
る
。
　
「
極
重
の
悪
人
」
あ
っ
て
の
、
　
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
あ

っ
て
の
ア
ミ
ダ
仏
で
あ
り
、
本
願
で
あ
り
、
救
い
で
あ
り
、
往
生
で
あ
る
。
現
実

の
私
を
ぬ
き
に
し
て
は
す
べ
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
主
体
性
は
あ
く
ま
で
も
人
間
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
の
に
真
宗
は
ア
ミ
ダ
仏
に
出
発
し
、
本
願
を
前
提
と

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
初
め
に
神
あ
り
」
の
キ
リ
ス
ト
教
と
何
ら

変
は
り
が
な
い
。
初
め
に
ア
ミ
ダ
仏
あ
り
で
あ
る
。
真
宗
は
、
否
、
仏
教
は
人
間

か
ら
出
発
し
た
宗
教
で
あ
る
。
人
間
学
的
、
人
間
中
心
の
宗
教
で
は
あ
る
ま
い

か
。　

仏
教
の
原
型
の
中
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
ア
ミ
ダ
仏
、
本
願
他
力
、
往
生
浄

土
、
唯
信
独
達
の
救
済
的
宗
教
、
仏
教
と
し
て
の
真
宗
思
想
の
特
色
を
明
確
に
す

る
に
は
さ
ら
に
一
段
の
研
究
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
水
野
弘
元
氏
は
原
始
仏

教
の
特
質
の
章
で
、

　
「
仏
教
の
特
徴
と
し
て
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第
一
に
知
的
に
は
合
理
性
、
客
観
性
、
第
二
に
情
意

　
的
に
は
倫
理
性
、
人
間
性
、
第
三
に
は
世
界
性
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普
遍
性
、
解
放
性
等
の
三
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

と
の
べ
て
い
る
。
真
宗
を
研
究
す
る
た
め
に
も
、
仏
教
の
原
型
を
理
解
す
る
た
め

に
も
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な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
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）
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