
第
五
〇
回

光
華
講
座

仏
教
が
現
代
に
寄
与
で
き
る
こ
と

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
勧
学
・
京
都
女
子
大
学
名
誉
教
授

徳

永

一

道

一
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
初
め
て
こ
の
大
学
に
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
私
は
京

都
女
子
大
学
で
三
十
三
年
間
も
教
員
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
女
子
大
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
た
い
へ
ん
親
し
み
が
あ
る
の
で
す
。

ま
た
こ
れ
は
私
の
人
生
の
い
ち
ば
ん
大
切
な
経
験
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
女
子
大
生
を
対
象
に
仏
教
あ
る
い
は
浄
土
真
宗
の
教
え
を

講
義
と
し
て
伝
え
て
お
り
ま
し
た
こ
と
が
、
私
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
精
神
的
財
産
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
ち
ら
の
大
谷
派
の
方
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
一
般
に
仏
教
ひ
い
て
は
浄
土
真
宗
の
教
え
は
実
に
独
特
な
、
か
つ
難
し
い
言
葉
を
使

っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
学
問
と
し
て
は
従
来
は
江
戸
時
代
の
宗
学
用
語
を
そ
の
ま
ま
に
、
ま
た
近
年
は
西
洋
哲
学

の
概
念
や
用
語
を
用
い
て
仏
教
思
想
ひ
い
て
は
親
鸞
思
想
を
表
現
す
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
は
た
し
て
そ
れ
な
く
し
て
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浄
土
真
宗
は
語
れ
な
い
の
か
と
い
う
の
が
私
の
忌
憚
の
な
い
思
い
で
あ
り
ま
す
。
極
端
に
言
え
ば
、
一
般
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

火
星
人
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
よ
う
な
言
葉
し
か
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

私
は
長
年
京
都
女
子
大
学
で
学
生
た
ち
を
対
象
に
講
義
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
風
潮
を
何
と
か
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
痛
感
し
た
わ
け
で
す
。
仏
教
ひ
い
て
は
浄
土
真
宗
の
教
え
は
従
来
の
よ
う
な
特
殊
な
こ
と
ば
、
特
殊
な
概
念
だ
け
を
用
い

て
い
て
は
一
般
の
人
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
長
年
の
間
女
子
大
生
を
対
象
に
し
て
教
え
て
き
た
経

験
か
ら
得
た
信
念
の
よ
う
な
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
念
願
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
思
い
は
女
子
大
学
で
の
経
験
に
加
え
て
、
仏
典
英
訳
と
い
う
作
業
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
う
ち
の
宗
門

に
本
願
寺
国
際
セ
ン
タ
ー
と
い
う
機
関
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
英
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
し
か
な
い
ん
で
す
け
ど
、
聖
典
の
翻
訳
と

い
う
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
。
私
は
今
ま
で
四
十
三
年
の
間
、
そ
こ
で
浄
土
真
宗
聖
典
の
英
訳
の
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
今
は
勧

学
寮
と
い
う
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
国
際
セ
ン
タ
ー
で
聖
典
の
英
訳
の
仕
事
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

浄
土
真
宗
の
聖
教
を
翻
訳
す
る
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
仏
教
ひ
い
て
は
浄
土
真
宗
の
人
た
ち
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
視
野
が
狭
い
ん
で
す
ね
。
大
谷
派
も
似
た
よ
う
な
も
の
だ
と

思
い
ま
す
が
、
う
ち
の
方
は
特
に
そ
う
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

「
こ
う
い
う
有
難
い
教
え
が
外
国
人
に
わ
か
る
ん
で
す
か
？
」

「
浄
土
真
宗
の
お
聖
教
が
英
語
に
な
ん
か
な
る
ん
で
す
か
？
」

と
い
う
よ
う
な
質
問
が
今
で
も
平
気
で
な
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
質
問
に
対
し
て
、
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「
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
原
典
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
い
う
イ
ン
ド
の
言
葉
で
す
よ
」

と
い
う
よ
う
な
対
応
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
通
じ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

二
仏
教
は
そ
の
発
祥
の
地
で
あ
る
イ
ン
ド
か
ら
各
地
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
経
典
の
翻
訳
に
よ
っ
て

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
言
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
聖
典
の
翻
訳
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
い
く
つ
も
の
大
き
な
制
約
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
翻
訳
と
い
う
の
は
原
本
か

ら
離
れ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
ね
。
し
た
が
っ
て
も
と
の
用
語
や
概
念
が
訳
さ
れ
る
べ
き
言
語
に
な
い
場
合
、
言
う
ま
で
も
な
く

ほ
と
ん
ど
が
そ
う
な
の
で
す
が
、
そ
れ
に
近
い
言
葉
を
用
い
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
作
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
読

む
人
が
そ
の
翻
訳
を
通
じ
て
た
だ
ち
に
理
解
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
工
夫
し
て
翻
訳
を
し
て

も
、
そ
れ
を
読
ん
で
た
だ
ち
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。『
歎
異
抄
』
の
よ
う
に
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
な
聖
典
の
英
訳
は
数
多
く
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
が
微
妙
に
違
い
ま
す
し
、
時
に
は
大
き
く
違
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
し
て
、
他
の
浄
土
真
宗
の
聖
教
を
一
生
懸
命
に
英
語
に
翻
訳
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

翻
訳
に
限
ら
ず
、
仏
教
思
想
と
い
う
も
の
は
そ
れ
を
的
確
に
伝
え
る
人
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
を
通
し
て
原
語
や
原
文

の
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
教
え
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
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に
翻
訳
聖
典
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
経
験
か
ら
申
し
ま
す
と
、
い
つ
も
苦
労
す
る
の
は
「
ど
う
い

う
ふ
う
に
伝
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
や
っ
て
き
た
の
は
聖
典
英
訳
の
作
業
で
す
が
、
も
と
も
と
英
語
に
は
仏
教
用
語
な

ど
一
語
も
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
単
語
が
英
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
は
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
と
か
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
か
サ
ン
サ
ー
ラ
（
輪
廻
）
な
ど
と
い
う
言
葉
は
も
う
英
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
て
、
だ
い
た
い
の
意
味
ま
で
み
ん
な
知
っ
て
い
る
の
で
、
英
語
と
し
て
用
い
て
も
い
い
の
で
す
が
、
浄
土
真
宗
の
用
語
が
そ
の
ま

ま
英
語
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
も
の
の
考
え
方
が
大
き
く
違
う
の
で
、
そ
の
考
え
方
の
違
い
か
ら
説
明

し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
今
日
は
、
仏
教
独
自
の
概
念
や
用
語
か
ら
入
っ
て
い
か
ず
に
、
一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
日
本
語
（
仏

教
語
も
入
り
ま
す
）
と
英
語
の
違
い
を
み
な
さ
ん
方
に
ご
紹
介
し
て
、
そ
こ
か
ら
仏
教
の
思
想
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
日
本
語
の
日
常
表
現
の
中
に
英
語
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
や
概
念
が
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
日
本

人
が
ず
っ
と
保
持
し
続
け
て
き
た
心
情
や
価
値
観
、
し
か
も
外
国
に
は
見
ら
れ
な
い
心
情
・
価
値
観
で
あ
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
の

で
す
。

ま
ず
、
み
な
さ
ん
に
お
渡
し
し
て
あ
る
資
料
の
１
番
目
を
見
て
く
だ
さ
い
。

「
英
語
（
西
洋
語
）
に
翻
訳
で
き
な
い
仏
教
語⇔

訳
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
の
考
え
方
、
ひ

い
て
は
そ
う
い
う
人
間
観
・
世
界
観
が
英
語
世
界
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
注
意
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
言
葉
も
英
語
に
訳
し
て
し
ま
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
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ま
せ
ん
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
英
語
に
訳
し
て
そ
の
ま
ま
通
じ
る
言
葉
は
ご
く
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
も
の
の
考
え
方
の
根
本
が
違
う
か
ら
で
す
。

例
え
ば
「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
ご
く
日
常
的
な
日
本
語
で
す
が
、
こ
れ
は
英
語
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
書
き
ま

し
た“I

see
the

m
ountain

in
the

distance.”

は
中
学
一
年
生
で
習
う
よ
う
な
易
し
い
英
語
で
す
が
、
こ
れ
は
「
向
こ
う
に
山
が
見

え
る
」
と
は
ま
っ
た
く
違
う
ん
で
す
ね
。
翻
訳
の
機
械
で
は
こ
れ
が
出
て
く
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
し
、
一
般
に
は

こ
の
英
語
訳
で
済
ま
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
英
語
の
勉
強
の
仕
方
で
は
ま
っ
た
く
ダ
メ
な
の
で
す
。
み
な
さ
ん

の
中
に
は
翻
訳
機
を
お
持
ち
の
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
あ
れ
は
よ
く
な
い
。
生
き
た
言
語
の
命
を
根
こ
そ
ぎ
奪
い
取
っ
て
し

ま
う
の
が
翻
訳
機
械
だ
と
思
い
ま
す
。

「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
は
、
こ
の“I

see
the

m
ountain

in
the

distance.”

と
い
う
英
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
が
違
う

ん
で
す
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
日
本
語
に
は
�
Ｉ
�
が
な
い
で
し
ょ
う
？
「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
は
「
私
は
、
向
こ
う
の
山
を
見

て
い
ま
す
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
い
っ
た
い
こ
の
文
章
の
主
語
は
何
で
し
ょ
う
か
？

実
は
こ
の
文
章
の
主
語
は
「
山
」
で
し
ょ
う
？
「
山
」
が
「
見
え
て
い
る
」、
だ
か
ら
「
山
」
が
主
語
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な

の
に
、
見
て
い
る
の
は
「
私
」
だ
と
い
う
状
況
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
み
な
さ
ん
驚
か
れ
ま
せ
ん
か
？
文
法
的
に
言
え
ば

主
語
は
「
山
」
で
し
ょ
う
。「
山
が
見
え
る
」
ん
で
す
か
ら
ね
。
で
も
、
見
て
い
る
の
は
「
私
」
で
す
。
こ
の
構
造
に
は
実
に
深
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。
は
っ
き
り
言
い
ま
し
て
「
他
力
」
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
他
力
的
な
発
想
で
し
か
、
こ
う
い

う
表
現
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
山
が
先
に
あ
っ
て
そ
れ
が
私
の
眼
に
映
じ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
こ
の
日
本
語
は
表
現
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。

「
小
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
」
と
い
う
の
も
同
じ
で
、
こ
の
場
合
の
主
語
は
「
小
鳥
の
声
」
で
し
ょ
う
。「
私
が
、
小
鳥
の
声
を
聞
い
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て
い
る
」
と
い
う
文
章
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
普
通
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
「
私
は
、
小
鳥
の
声
を
聞
く
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、「
小
鳥
の
声
」
が
主
語
、「
山
」
が
主
語
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
は
英
語
で
は
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
説
明
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

今
あ
げ
た
二
つ
の
表
現
は
文
章
と
し
て
の
例
で
す
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
簡
単
に
単
語
だ
け
の
例
を
あ
げ
た
ら
、
例
え
ば
「
遠
慮
」

と
い
う
言
葉
は
英
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
英
の
辞
書
を
引
い
た
ら“hesitation”

と
い
う
よ
う
な
対
訳
語
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
「
た
め
ら
い
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
悪
く
言
え
ば
優
柔
不
断
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
遠
慮
」
は
そ
う
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
？
「
遠
慮
」
と
い
う
の
は
日
本
語
で
は
美
徳
で
し
ょ
う
？
と
こ
ろ
が“hesitation”

は
決
し
て
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
「
遠
慮
」
と
い
う
言
葉
が
英
語
に
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
向
こ
う
の
人
は
遠
慮
を
し
な
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、

「
遠
慮
」
と
い
う
言
葉
は
要
ら
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
、
誰
か
に
招
待
さ
れ
て
、「
コ
ー
ヒ
ー
と
お
茶
の
ど
ち
ら
に
し
ま
し
ょ
う

か
？
」
と
か
言
わ
れ
た
と
き
、
日
本
人
は
ま
ず
「
い
や
い
や
、
け
っ
こ
う
で
す
」
な
ど
と
ま
ず
言
っ
て
、
さ
ら
に
す
す
め
ら
れ
る
と

「
ど
ち
ら
で
も
け
っ
こ
う
で
す
」
と
答
え
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
遠
慮
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
ち
ら
さ
ま
の
出
し
や

す
い
方
を
出
し
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
意
味
で
す
ね
。

で
も
、
向
こ
う
の
人
は
「
ど
ち
ら
で
も
け
っ
こ
う
で
す
じ
ゃ
、
わ
か
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
て
、
悪
く
す
る
と
し
ま
い
に
は

ケ
ン
カ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
向
こ
う
で
は
は
っ
き
り
と
意
思
表
示
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。「
お
茶
と
コ
ー
ヒ
ー
の

ど
ち
ら
に
す
る
か
？
」
と
訊
か
れ
た
ら
、
は
っ
き
り
と
「
お
茶
を
く
だ
さ
い
」
と
か
「
コ
ー
ヒ
ー
を
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
発
想
が
違
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
日
本
語
の
「
さ
よ
う
な
ら
」
は“G

ood
bye.”

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
も
同
じ
別
れ
の
言
葉
で

は
あ
り
ま
す
が
、“G

ood
bye.”

の
原
意
は
「
神
様
と
一
緒
に
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
さ
よ
う
な
ら
」
は
そ
う
い
う
意
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味
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

同
じ
よ
う
に
、「
有
難
う
」
は
決
し
て“Thank

you.”

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
者
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。「
有
難
う
」
は
漢
字

を
お
読
み
に
な
っ
た
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
有
る
こ
と
が
難
い
」、「
有
る
こ
と
が
難
し
い
」、
つ
ま
り
「
滅
多
に
な
い
」、
と
い
う
意

味
で
す
。「
あ
な
た
が
私
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
親
切
、
あ
る
い
は
、
あ
な
た
が
私
に
く
だ
さ
っ
た
も
の
は
、
そ
の
へ
ん
に
ざ
ら
に

あ
る
よ
う
な
、
そ
の
へ
ん
に
転
が
っ
て
い
る
よ
う
な
安
っ
ぽ
い
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
感
謝
の
言

葉
に
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、“Thank

you.”

は
、
私
は
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
の
奥
に
は

「
私
」
と
い
う
の
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
日
本
語
が
す
で
に
仏
教
精
神
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。「
有
難
う
」
な
ど
と
い
う
言

葉
は
仏
教
の
も
の
じ
ゃ
な
い
、
な
ど
と
思
い
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
に
用
い
て
い
る
言
葉
に

仏
教
精
神
が
流
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
う
な
見
方
か
ら
始
め
て
い
か
な
い
と
、
仏
教
が
日
常
か
ら
か
け
離
れ
た
や
た
ら
と
難
し
い
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
私
は
思
う
の
で
す
。

三
今
こ
こ
で
例
に
挙
げ
た
よ
う
な
日
本
語
は
、
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
「
主
語
」
を
も
た
な
い
と
い
う
文
章
例
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
が
日
本
語
の
特
徴
、
つ
ま
り
日
本
人
の
発
想
の
独
自
性
で
あ
り
、
ま
た
特
徴
で
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
仏
教
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く

同
じ
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
は
な
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
西
洋
人
は
、
ま
ず
主
語
を
明
ら
か
に
し
て
、
主
語
を
中
心
に
発
想
し
、
つ
い
で
そ
れ
を
言
葉
で
表
現
し
て
、
は
じ
め
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て
世
界
が
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
私
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
い
る
時
に
、
ゴ
ー
ド
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
と
い
う
有
名
な
キ
リ
ス
ト
教
神

学
の
教
授
の
講
義
が
非
常
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
、
時
間
が
あ
る
限
り
聴
講
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
あ
る
時
、
彼
が
講
義
の
始
め

に
、「
英
語
を
話
す
国
民
（Englishi-speaking

people

）」
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
人
と
か
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
三
歳
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
ら
、

�
Ｉ
�
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
る
」
と
言
い
、「
そ
の
時
、
そ
の
子
ど
も
に
自
我
が
生
ま
れ
る
ん
だ
」
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
し

た
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
い
っ
て
も
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
ん
な
話
ば
っ
か
り
で
、
非
常
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
彼
は

そ
こ
に
座
っ
て
い
る
私
に
目
を
と
め
て
、「
あ
、
こ
こ
に
日
本
人
が
い
る
」
と
い
っ
て
、「
日
本
語
で
は
ど
う
だ
」
と
質
問
し
た
の
で

す
。
い
き
な
り
そ
ん
な
こ
と
を
訊
か
れ
た
の
で
、
私
は
た
い
へ
ん
困
り
ま
し
た
。

日
本
人
の
子
ど
も
は
い
つ
か
ら
「
わ
た
し
」
や
「
ぼ
く
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
る
ん
だ
と
い
う
質
問
で
、
私
は
と
っ
さ
に
は

返
事
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
。
一
週
間
、
次
の
時
間
ま
で
に
用
意
を
し
て
お
く
か
ら
」
と
言

っ
て
、
一
週
間
の
あ
い
だ
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
週
間
後
に
そ
の
講
義
に
行
っ
た
ら
、
み
ん
な
私
の
返
事
を
待

ち
か
ま
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
私
が
ど
う
い
う
答
え
を
し
た
か
と
い
う
と
、

「
よ
く
考
え
て
み
た
け
ど
、
一
般
に
日
本
人
の
子
ど
も
は
�
Ｉ
�
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
」

と
、
こ
う
言
っ
た
ん
で
す
。「
例
え
ば
、
ケ
ン
と
い
う
名
前
の
子
が
い
た
と
し
よ
う
（
ケ
ン
と
い
う
名
前
は
ア
メ
リ
カ
に
も
あ
る
の

で
、
一
番
通
用
し
や
す
い
）。
そ
の
子
は
自
分
の
こ
と
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い
う
と
、�
ケ
ン
ち
ゃ
ん
�
と
言
う
ん
だ
」
と
。
そ
う

で
す
ね
。
自
分
の
こ
と
を
、「
ケ
ン
ち
ゃ
ん
は
ね
…
」
と
言
い
ま
す
。
三
歳
の
子
が
自
分
の
こ
と
を
「
ぼ
く
は
ね
…
」
と
は
言
い
ま

せ
ん
ね
。
さ
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
」
と
言
う
の
で
、「
そ
の
子
は
家
族
の
中
で
は
�
ケ
ン
ち
ゃ
ん
�
と

呼
ば
れ
て
い
る
、
そ
の
呼
び
名
の
こ
と
だ
」、
つ
ま
り
「
家
族
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
分
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
言

葉
を
も
ち
い
て
自
分
と
い
う
も
の
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
」
と
答
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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と
こ
ろ
が
�
Ｉ
�
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
以
外
の
存
在
を
い
っ
さ
い
切
り
捨
て
た
�
私
�
で
し
ょ
う
ね
。
し
た
が
っ
て
、�
Ｉ
�

と
�
ケ
ン
ち
ゃ
ん
�
に
は
そ
れ
ぐ
ら
い
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
翻
訳
の
機
械
で
は
こ
の
両
者
は
た
だ
ち
に
同
一
の

概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
翻
訳
の
機
械
で
は
ダ
メ
で
す
よ
。
こ
う
い
う
も
の
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の

で
す
。
も
と
も
と
こ
の
二
つ
の
言
語
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
用
い
る
人
の
発
想
が
違
う
ん
だ
か
ら
、
つ
ま
り
も
の
の
考
え
方
が
違
う

ん
だ
か
ら
、
直
ち
に
置
き
換
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
が
な
い
の
で
す
。
外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
学

ぶ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
な
い
と
意
味
が
な
い
。
機
械
的
に
置
き
換
え
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
私
は
こ
の
頃
は
翻
訳
の
機
械
は
よ
く
な
い
、
ど
こ
ろ
か
非
常
に
苦
々
し
い
と
言
い
続
け
て
い
る
の
で
す
。
二
つ
の
言
語
の
背
景
に

あ
る
も
の
が
す
べ
て
犠
牲
に
さ
れ
て
、
上
っ
面
の
意
味
だ
け
し
か
伝
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
、
き
わ
め
て
薄
っ
ぺ
ら
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
の
で
す
。

話
を
も
と
に
戻
し
ま
す
と
、�
Ｉ
�
と
い
う
主
語
が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
日
本
人
は
「
自
分
」
を
表
に
出
さ
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
現
代
日
本
語
の
「
私
」
と
い
う
言
葉
は
、
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の
話
で
は
、
明
治
の
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
出
て
き
た
言

葉
で
、
も
と
も
と
日
本
人
は
�
Ｉ
�
に
相
当
す
る
言
葉
を
使
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。
映
画
な
ど
で
侍
が
よ
く
「
拙
者
」
な
ん
て
言
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
だ
っ
て
厳
密
に
は
�
Ｉ
�（「
私
」）
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
状
況
の
中
で
単
に
自
分
を
位

置
づ
け
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
映
画
で
は
そ
う
い
う
使
い
方
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
差
し
置
い
て
�
Ｉ
�
を
主

張
す
る
よ
う
な
表
現
で
は
な
い
し
、
ま
た
も
と
も
と
そ
う
い
う
発
想
は
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

が
日
本
人
の
も
の
の
考
え
方
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
は
仏
教
の
影
響
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
二
番
目
の
「
衆
生
」
と
い
う
概
念
で
す
が
、
こ
れ
は
、「
も
ろ
も
ろ
の
生
あ
る
も
の
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
と
い
う

意
味
で
す
。
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ね
ん
ど
う

こ
う
む

う

く

諸
天
・
人
民
、
蠕
動
の
類
、
み
な
慈
恩
を
蒙
り
て
憂
苦
を
解
脱
す
。

と
い
う
文
章
は
、
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
で
あ
る
『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
に
見
ら
れ
る
表
現
で
す
。
諸
天
は
天
人
、
人
民

は
人
間
、
そ
し
て
こ
こ
で
は
そ
れ
で
終
わ
り
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
は
た
ら
く
対
象
は
「
諸
天
・
人
民
」

だ
け
で
は
な
く
て
、
蠕
動
の
類
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
蠕
動
の
類
」
と
い
う
の
は
「
う
じ
虫
」
の
よ
う
な
、
地

面
を
ク
ネ
ク
ネ
と
体
を
く
ね
ら
せ
て
這
っ
て
い
る
よ
う
な
虫
の
こ
と
で
す
。

け
ん
ぴ

「
無
量
寿
経
』
で
は
こ
の
蠕
動
の
前
に
、「

飛
」
と
い
う
言
葉
が
つ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

飛
は
、
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
飛
び
跳
ね

て
い
る
バ
ッ
タ
と
か
、
ト
ン
ボ
と
か
、
そ
う
い
う
虫
の
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
は
、
人
間
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
ト
ン
ボ

や
バ
ッ
タ
、
う
じ
虫
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
陀
の
大
悲
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
も
う
じ
虫
も
同
じ
範
疇
に

入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
ご
い
考
え
方
、
す
ご
い
世
界
観
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

つ
い
で
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
有
名
な
旧
約
聖
書
『
創
世
記
』
の
「
神
の
世
界
創
造
」
の
と
こ
ろ
に
は
こ

う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

神
は
自
分
の
か
た
ち
に
人
を
創
造
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
の
か
た
ち
に
創
造
し
、
男
と
女
と
に
創
造
さ
れ
た
。
神
は
彼
ら
を

祝
福
し
て
言
わ
れ
た
、「
生
め
よ
、
ふ
え
よ
、
地
に
満
ち
よ
、
地
を
従
わ
せ
よ
。
ま
た
海
の
魚
と
、
空
の
鳥
と
、
地
に
動
く
す

べ
て
の
生
き
物
と
を
治
め
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
神
様
が
人
間
に
向
か
っ
て
「
動
物
や
そ
の
他
の
も
の
を
全
て
支
配
下
に
置
け
」
と
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
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す
。
聖
書
の
別
の
と
こ
ろ
に
は
、「
こ
の
け
も
の
た
ち
を
食
糧
と
し
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
は
「
万
物
の
霊
長
」

つ
ま
り
人
間
は
特
別
な
存
在
で
、
自
然
界
に
あ
る
も
の
を
自
ら
の
支
配
下
に
置
き
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
で
す
。
で
す
か
ら
、
英
語
世
界
に
「
衆
生
」
と
い
う
概
念
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
比
べ
て
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
は
、
人
間
も
ト
ン
ボ
も
バ
ッ
タ
も
、
ひ
い
て
は
う
じ
虫
に
い
た

る
ま
で
み
な
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
「
衆
生
」
と
い
う
言
葉
を
、
一
応
は
英
語
に
訳
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
を
理
解

し
て
も
ら
う
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
普
通
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
で
も
、
な
か
な
か
翻
訳
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
違
い
を
強

調
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
の
が
、
現
在
の
仏
教
の
大
切
な
仕
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
い
き
な
り
高
尚
な
救
済
思
想
を
バ
ー
ン
と
ぶ
つ
け
て
、「
ど
う
だ
、
有
難
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
て
も
ま
っ
た
く
伝
わ
っ
て
は
い

な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
日
常
の
発
想
が
全
然
違
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
違
い
は
仏
教
的
発
想
か
ら
来
て
い
る
ん
だ
と
い
う
よ
う

な
導
き
方
で
話
し
て
い
か
な
い
と
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

や
や
も
す
る
と
、
仏
教
徒
に
は
「
こ
ん
な
立
派
な
深
い
教
え
は
な
い
ん
だ
ぞ
」
と
い
う
意
識
が
非
常
に
強
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
で
は
仏
教
的
発
想
を
押
し
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
み
な
さ
ん
、
よ
く
承
知
し
て
い
た

だ
き
た
い
こ
と
は
、
世
界
の
宗
教
の
中
で
、
残
念
な
が
ら
日
本
の
仏
教
徒
は
１
％
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
い
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
日
本
の
仏
教
徒
に
は
「
西
洋
人
ご
と
き
に
こ
ん
な
深
遠
な
思
想
が
分
か
る

は
ず
が
な
い
」
と
い
う
人
も
多
い
の
で
す
。
だ
い
ぶ
前
の
経
験
で
す
が
、
私
が
聖
教
を
英
語
に
翻
訳
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
耳
に

さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
偉
い
学
者
さ
ん
か
ら
、「
あ
ん
た
、
お
聖
教
を
英
語
に
翻
訳
し
て
い
る
そ
う
だ
け
ど
」
と
言
わ
れ
て
、「
そ
う
で

げ
ど
う

す
」
と
い
う
と
、「
外
道
に
浄
土
真
宗
の
教
え
が
が
わ
か
る
の
か
」
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
だ
い
た
い
「
外
道
」
と
い
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う
言
葉
は
こ
れ
は
ひ
ど
い
差
別
語
で
す
よ
。
こ
う
い
う
こ
と
を
平
気
で
口
に
す
る
よ
う
な
人
が
浄
土
真
宗
の
中
に
は
い
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
で
は
も
う
ど
う
に
も
な
ら
な
い
で
す
ね
。

わ
れ
わ
れ
が
仏
教
の
教
え
が
い
か
に
深
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
伝
わ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
ん
で
す
。
伝
わ

ら
な
か
っ
た
ら
何
も
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
は
日
常
的
に
用
い
て
い
る
言
葉
の
、
ひ
い
て
は
発
想
の
元
が
違
う
と
い
う
こ
と
か

ら
入
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
と
ば
し
て
い
き
な
り
深
い
か
つ
高
等
な
教
え
を
押
し
つ
け
て
も
、
相
手
に
と

っ
て
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
、
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
な
の
で
す
。

今
問
題
に
し
て
い
る
「
衆
生
」
と
い
う
概
念
を
、
い
ち
お
う
は
一
定
の
言
葉
で
訳
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
は
正
確
に
は
伝

わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四
次
に
、
今
日
私
が
用
意
し
て
き
た
、
い
く
つ
か
代
表
的
な
言
葉
を
挙
げ
て
、
み
な
さ
ん
に
お
わ
か
り
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。「
日
常
語
に
な
っ
た
仏
教
の
価
値
観
」
で
す
。
な
か
で
も
私
が
い
ち
ば
ん
大
事
に
し
て
い
る
の
は
「
ご
縁
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

み
な
さ
ん
方
は
こ
れ
は
普
通
の
日
本
語
だ
と
お
思
い
で
し
ょ
う
ね
。
何
の
不
思
議
も
な
く
抵
抗
も
な
し
に
用
い
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、

実
は
こ
れ
は
英
語
に
は
訳
せ
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
英
語
を
話
す
人
た
ち
は
こ
う
い
う
発
想
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

西
洋
で
は
自
分
の
意
志
で
人
生
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
発
想
が
基
本
的
な
も
の
で
す
か
ら
、「
私
が
置
か
れ
た
状
況
の
お
か

げ
、
私
が
関
係
す
る
人
た
ち
の
お
か
げ
」
と
い
う
「
ご
縁
」
と
い
う
発
想
は
一
般
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
。「
ご
縁
」
は
私
の
意

志
は
二
の
次
だ
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
意
志
は
表
に
で
て
い
ま
せ
ん
。
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例
え
ば
、
今
日
、
み
な
さ
ん
方
と
私
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
お
会
い
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
ご
縁
」
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
。
私
が
ど
れ
ほ
ど
強
い
意
志
や
願
望
を
も
っ
て
努
力
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
機
会
を
自
分

で
は
作
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
一
度
で
き
た
ご
縁
は
死
ぬ
ま
で
消
え
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
人
生
は
ご

縁
の
連
続
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
仏
教
か
ら
く
る
発
想
で
す
。

皆
さ
ん
に
お
渡
し
し
て
あ
る
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
に
、「
釈
尊
の
正
覚
の
内
容
は
縁
起
（
因
縁
生
起
）
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
釈
尊
の
正
覚
（
さ
と
り
）
の
内
容
は
「
縁
起
」
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
真
理
は
全
て
縁
起
に
由
来

し
て
い
ま
す
。
仏
教
の
究
極
的
な
真
理
は
、
い
ろ
ん
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
縁
起
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
時
間
的
・
空
間
的
に
関
係
し
合
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、
私
が
今
な
ぜ
こ

こ
に
立
っ
て
み
な
さ
ん
に
お
話
し
て
い
る
か
説
明
し
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
て
も
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
一
郷
先
生
に
招
か
れ
た

か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
は
説
明
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
私
が
い
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
一
郷
先
生
が
い
な
け
れ
ば
、
と
い
う
前
提
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
私
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
か
と
い
う
命
題
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
を
さ
ら
に
問
う
と
、
な
ん
で
私
の
両
親
が
結
婚
し
た
の
か
、
そ
の
前
に
な
ん
で
両
親
が
出
遇
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
な
ん
で
両
親
が

生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
な
り
、
こ
れ
は
つ
い
に
は
空
間
的
に
は
世
界
の
果
て
ま
で
、
時
間
的
に
は
歴
史
の
始
ま
り
ま
で
さ
か

の
ぼ
る
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
人
生
は
そ
う
い
う
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
わ

れ
わ
れ
日
本
人
は
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
「
ご
縁
」
と
し
て
扱
っ
て
き
た
の
で
す
。

こ
れ
が
、
日
本
人
の
非
常
に
す
ぐ
れ
た
、
ま
た
美
し
い
人
生
観
で
す
。
結
婚
の
こ
と
を
縁
談
と
言
い
ま
す
ね
。「
ご
縁
」
に
よ
っ

て
で
き
た
話
だ
か
ら
縁
談
と
い
う
の
で
す
。
一
人
の
男
性
と
一
人
の
女
性
が
知
り
合
っ
て
夫
婦
に
な
る
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
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と
で
は
説
明
で
き
な
い
出
来
事
で
す
。
今
は
そ
ん
な
こ
と
は
抜
き
に
し
て
「
愛
だ
、
愛
だ
」
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
愛
」
な
ん

て
も
の
は
「
ご
縁
」
に
比
べ
た
ら
け
し
飛
ぶ
ほ
ど
軽
い
も
の
で
し
ょ
う
。
も
と
も
と
、「
ご
縁
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
、
存
在
の

根
本
に
か
か
わ
っ
て
い
る
原
理
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
ご
縁
」
は
英
語
に
は
翻
訳
で
き
な
い
言
葉
な
の
で
す
。

ハ
ー
バ
ー
ド
で
の
最
初
の
講
義
で
、
学
生
は
三
〇
人
に
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
私
は
君
た
ち
を
知
ら
な
い
。
事
務
所
で
、

今
日
は
こ
の
教
室
で
講
義
を
し
ろ
と
言
わ
れ
て
来
た
。
こ
れ
か
ら
覚
え
て
い
く
け
れ
ど
も
、
君
た
ち
の
名
前
を
知
ら
な
い
。
君
た
ち

も
僕
を
知
ら
な
い
。
講
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
て
、
や
っ
て
来
た
ら
僕
が
こ
こ
に
い
た
。
お
互
い
に
知
ら
な
い
も
の
同
士
が
初
め
て

こ
こ
で
対
面
す
る
。
こ
う
い
う
の
を
日
本
語
で“go-en”

と
言
う
ん
だ
。」
私
は
そ
こ
か
ら
始
め
た
ん
で
す
。「
ご
縁
と
い
う
の
は
、

こ
う
こ
う
こ
う
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
人
生
と
い
う
の
は
ご
縁
で
成
立
し
て
い
る
。
今
日
も
貴
重
な
ご
縁
で
あ
る
。
私
と
君
た
ち
と

の
対
面
が
成
立
し
た
。
お
互
い
に
こ
の
ご
縁
を
大
切
に
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。」
こ
こ
ま
で
説
明
し
た
ら
み
ん
な
分
か
り
ま
す
。“go

-en”

と
い
う
発
音
は
難
し
い
ん
で
す
け
ど
、
英
語
に
翻
訳
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
で
通
す
し
か
な
い
ん
で
す
。
一
時
、

私
の
身
近
な
学
生
た
ち
の
共
通
の
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
顔
を
見
た
ら“H

i,go-en!”

っ
て
、
し
ば
ら
く
の
間
、
私
の
ニ
ッ
ク

ネ
ー
ム
は“go-en”

に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
発
想
、
も
の
の
考
え
方
を
知
ら
な
か
っ
た
人
た
ち
が
、
ち
ゃ
ん
と
理
解
で
き
た
わ

け
で
す
。

仏
教
は
、
は
る
か
昔
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
人
間
関
係
を
含
む
世
界
、
あ
る
い
は
人
生
を
と
ら
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
現
代
の
日
本
人
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
貴
重
な
考
え
方

で
あ
っ
て
、
的
確
な
説
明
さ
え
す
れ
ば
、
西
洋
人
も
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
の
意
志
と
努
力
で
切
り
開
く
の
が
人
生
だ
と
い
う
こ
と
を
、
第
一
に
考
え
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
現
実
は
「
ご
縁
」
が
な
け
れ
ば
何
事
も
成
立
し
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
が
こ
の
世
に
存
在
し
た
こ
と
も
「
ご
縁
」
で
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す
ね
。
そ
れ
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。「
私
は
自
分
の
意
志
で
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
」
な
ん
て
言
え
る
人
は
い
ま
せ
ん
ね
。

言
う
ま
で
も
な
く
「
ご
縁
」
は
釈
尊
の
さ
と
り
の
内
容
で
あ
る
「
縁
起
」
か
ら
く
る
の
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
場
合
、「
縁
起
」

と
い
う
言
葉
は
お
使
い
に
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
「
縁
」
と
い
う
概
念
は
用
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
に
挙
げ
て
お
き
ま

し
た
、
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
の
序
文
、「
総
序
」
と
申
し
ま
す
が
、
そ
こ
に
「
あ
あ
、
弘
誓
の
強�

縁�

」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。「
強
縁
」
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
強
力
な
「
ご
縁
」
の
こ
と
で
す
。

こ
の
「
強
縁
」
の
「
強
」
は
「
弱
」
に
対
す
る
言
葉
で
は
な
く
て
、「
絶
対
的
な
」
と
い
う
意
味
で
す
。
私
ど
も
の
英
訳
で
は
こ

れ
をdecisive

つ
ま
り
「
決
定
的
な
」
と
訳
し
ま
し
た
。
私
を
真
実
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
た
っ
た
一
つ
の
、
つ
ま
り
決

定
的
な
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
だ
け
だ
、
と
い
う
思
い
か
ら
親
鸞
聖
人
は
こ
の
表
現
を
用
い
て
お
ら
れ
る
、
つ
ま
り
本
願
の
ご
縁

の
み
に
よ
っ
て
、
私
が
真
実
に
目
覚
め
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
に
喜
ん
で
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
「
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
」
と
い
う
言
葉
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
は
る
か
な
過
去
か
ら
連
綿
と
続
い
て
き
た
ご
縁

が
、
今
、
こ
こ
に
私
の
上
で
稔
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
が
、「
有
難
い
」
と
い
う
言
葉
で
す
。“Thank

you.”

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。“Thank

you.”

は
「
私
は
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
全
然
違
い
ま
す
。
あ
な
た
が
私
に
施
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
親
切
は
、
め

っ
た
に
な
い
、
有
る
こ
と
が
難
い
、
そ
の
へ
ん
に
転
が
っ
て
い
る
も
の
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
に
は

「
私
」
が
な
い
で
し
ょ
う
。“Thank

you.”

に
は
�
Ｉ
�
と
い
う
主
語
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
有
難
い
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は

「
私
」
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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五
私
が
今
日
み
な
さ
ん
方
に
い
ち
ば
ん
わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
用
意
し
て
き
た
の
が
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉

で
す
。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
さ
ん
、
ケ
ニ
ア
の
女
性
の
大
臣
で
、
残
念
な
が
ら
も
う
癌

で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
ど
、
環
境
保
護
運
動
を
し
て
い
た
方
で
す
。
こ
の
人
が
日
本
に
来
て
、
た
ま
た
ま
「
も
っ
た
い
な
い
」
と

い
う
言
葉
を
教
え
ら
れ
、
非
常
に
感
動
し
た
そ
う
で
す
。
特
に
自
然
界
に
対
し
て
も
つ
べ
き
人
間
の
姿
勢
を
表
現
す
る
言
葉
と
し

て
、
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
思
う
に
至
っ
た
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
こ
の
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
英
語
に
翻
訳
で

き
な
い
ん
で
す
。

翻
訳
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
を
知
っ
た
ら
、
実
に
大
事
な
こ
と
だ
と
い
う
の
で
こ
の
マ
ー
タ
イ
さ
ん
は
「M

O
TTA

I-

N
A
I

」
運
動
を
始
め
た
の
で
す
。
今
の
東
京
都
知
事
の
小
池
百
合
子
さ
ん
が
強
力
に
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
私
は

小
池
百
合
子
さ
ん
が
大
好
き
で
す
（
笑
い
）。
あ
の
人
は
意
志
が
強
い
人
で
す
ね
。
現
在
真
剣
に
原
発
廃
止
を
提
唱
し
て
い
る
元
首

相
の
小
泉
純
一
郎
氏
も
こ
の
運
動
に
共
鳴
し
た
人
で
す
。
今
の
政
治
家
に
は
な
か
な
か
こ
ん
な
理
念
を
も
っ
た
人
は
い
ま
せ
ん
ね
。

み
な
さ
ん
方
も
、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
お
使
い
に
な
る
わ
け
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
で
す

か
。
難
し
い
で
す
ね
。
和
英
辞
典
を
引
く
と
、
ふ
つ
うw

asteful,w
asting,too

good

な
ど
と
い
う
訳
語
が
当
て
て
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
違
い
ま
す
ね
。w

asteful

は
、
無
駄
が
多
い
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。w

asting

も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
し
、too

good

は
、
良
す
ぎ
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
「
も
っ
た
い
な
い
」
っ
て
い
う
言
葉
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
こ
れ
は
ど
う
に
も
言
葉
で
表
現
し
に
く
い
概
念
で
す
ね
。

～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�

１１２

『真宗文化』第26号平成28年度2017年3月発行（真宗文化研究所）



「
も
っ
た
い
（
勿
体
）」
と
い
う
の
は
も
と
も
と
仏
教
語
で
す
が
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
辞
書
を
調
べ
ま
し
た
け
ど
、「
も
っ
た
い
な
い
」

と
い
う
表
現
は
仏
教
の
辞
典
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。「
勿
体
」
は
、
そ
の
も
の
の
自
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ�

の�

も�

の�

が�

有�

し�

て�

い�

る�

固�

有�

の�

価�

値�

、
そ�

れ�

を�

無�

駄�

に�

し�

て�

い�

る�

、
と
い
う
こ
と
が
「
も
っ
た
い
な
い
」
の
意
味
で
は
な
い
か
。
私
の
理
解
で
は
そ
う
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ど
ん
な
西
洋
語
に
も
翻
訳
で
き
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
、
こ
れ
は
非
常
に
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
客
観
的

に
説
明
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

「
も
っ
た
い
な
い
」
に
は
「
私
」
と
い
う
隠
れ
た
主
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
私
が
大
事
に
し
て
い
る
」「
私
が
保
護
し
て
い
る
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
こ
れ
は
「
私
」
が
価
値
判
断
を
す
る
以
前
の
、
そ
の
も
の
自
体
の
価
値
を
表
現
し
て
い

る
言
葉
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
点
は
今
ま
で
挙
げ
た
日
本
語
と
同
じ
で
す
ね
。「
私
」
を
表
に
出
さ
な
い
、

あ
る
い
は
中
心
に
置
か
な
い
。「
も
っ
た
い
な
い
」
は
、
も
の
そ
の
も
の
の
価
値
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー

タ
イ
さ
ん
は
、
そ
れ
こ
そ
が
現
代
に
お
い
て
最
も
必
要
な
姿
勢
だ
と
、
特
に
自
然
保
護
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
こ
の
言
葉
を
使
い
ま

し
た
。

あ
る
い
は
も
っ
と
日
常
的
な
こ
と
に
適
用
し
ま
す
と
、
現
代
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
贅
沢
ば
か
り
、
無
駄
ば
か
り
す
る
こ
と
が

人
生
の
権
利
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
警
告
の
こ
と
ば
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
マ
ー

タ
イ
さ
ん
は
、
国
連
の
女
性
地
位
向
上
委
員
会
で
、
出
席
者
全
員
と
い
っ
し
ょ
に
「M

O
TTA

IN
A
I

」
と
唱
和
す
る
こ
と
を
提
唱
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
も
ニ
ュ
ー
ス
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「M

O
TTA

IN
A
I

」
を
そ
の
会
議
の
一
番
中
心
の
テ
ー
マ
に
し
て
、

出
席
者
全
員
に
唱
え
さ
せ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
文
明
に
対
す
る
、
彼
女
の
痛
烈
な
批
判
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
地
球
の
資
源
を
食
い
つ
ぶ
し
、
先
端

の
技
術
を
駆
使
し
て
い
か
に
自
分
の
物
質
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
か
、
そ
の
こ
と
ば
か
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
地
球
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が
ダ
メ
に
な
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
彼
女
は
提
唱
し
た
ん
で
す
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

私
の
宗
門
で
は
、
前
門
主
は
原
発
に
対
し
て
非
常
に
強
い
反
対
の
意
志
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
私
ど
も
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
同

調
し
て
い
ま
す
。
前
門
主
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
一
貫
し
た
筋
が
通
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

原
子
力
発
電
で
安
上
が
り
の
電
気
が
手
に
入
り
、
そ
の
電
力
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
豊
か
に
な
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
原
発
の

核
燃
料
は
処
理
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
核
廃
棄
物
は
十
万
年
か
か
っ
て
も
処
理
で
き
な
い
。
す
る
と
、
原
子
力
発
電
を
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
に
対
し
て
処
理
で
き
な
い
「
負
の
お
み
や
げ
」
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。「
そ
う
い
う
こ
と
は
自
分
に

は
耐
え
難
い
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
お
方
の
信
念
と
い
う
か
、
提
言
な
の
で
す
。
も
う
、
こ
れ
以
上
の
贅
沢
を
や
め
よ
う
じ
ゃ
な
い

か
。
便
利
で
豊
か
な
生
活
を
ち
ょ
っ
と
ス
ト
ッ
プ
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
原
子
力
発
電
に
対
す
る
考
え
方
も
変
わ
る
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
前
門
主
は
言
い
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

私
も
ま
っ
た
く
同
じ
思
い
で
、
こ
の
提
唱
に
賛
成
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
も
う
こ
れ
以
上
便
利
に
な
ら
な
く
て
い
い
。
こ
れ
以

上
豊
か
に
な
ら
な
く
て
も
い
い
。
だ
か
ら
、
も
う
少
し
、
地
球
の
将
来
、
人
類
の
将
来
を
考
え
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
発

想
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
で
す
。
電
力
に
よ
っ
て
資
源
を
食
い
荒
ら
し
て
い
く
こ
と
は
、「
も
っ
た
い
な
い
」
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

こ
の
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
女
史
の
「M

O
TTA

IN
A
I

」
運
動
に
同
調
し
た
の
が
マ
リ
ナ
・
シ
ル
バ
さ
ん
で
す
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
環

境
保
護
運
動
家
で
、
元
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
環
境
大
臣
を
務
め
た
人
で
す
が
、
ア
マ
ゾ
ン
の
破
壊
を
五
八
％
阻
止
し
た
人
で
す
。
ア
マ
ゾ

ン
は
広
大
な
原
始
林
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
人
間
の
欲
望
の
た
め
に
ど
ん
ど
ん
破
壊
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
、
五
八
％

阻
止
し
た
と
い
う
こ
と
で
評
価
さ
れ
て
い
る
人
で
す
が
、
そ
の
彼
女
の
信
念
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
が
「M

O
TTA

IN
A
I

」
精
神
で

す
「
自
分
は
ケ
ニ
ア
の
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
さ
ん
の
後
継
者
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
は
健
在
で
す
か
ら
頼
り
に
な

～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�

１１４

『真宗文化』第26号平成28年度2017年3月発行（真宗文化研究所）



り
ま
す
ね
。

六
こ
う
い
う
運
動
を
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
し
な
い
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
豊
か
で
便
利
な
生
活
が
先
進
国
の
証
し
で
あ
る
と
酔
い

し
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
そ
れ
が
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
、
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
精
神
に
抵
触
し
な
い
の

か
、
考
え
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
で
は
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
さ
え
知
ら
な
い
子
ど
も
も

多
い
の
で
す
。
大
人
で
も
、
言
葉
だ
け
は
知
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
真
の
意
味
は
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。「
無
駄
だ
」
ぐ
ら

い
に
し
か
思
っ
て
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。「M

O
TTA

IN
A
I

」
は
、
翻
訳
で
き
な
い
か
ら
そ
の
ま
ま
で
世
界
共
通
語
に
さ
れ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
の
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
真
剣
に
考
え
直
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

以
上
に
取
り
上
げ
た
「
ご
縁
」「
有
難
い
」「
勿
体
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
ら
か
に
仏
教
語
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
精
神

が
、
人
生
の
意
味
づ
け
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
あ
り
よ
う
を
批
判
し
て
い
く
大
き
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
に
、
な
ぜ
、
わ
れ
わ
れ

仏
教
徒
は
は
た
ら
き
か
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
仏
教
徒
は
う
ち
に
閉
じ
こ
も
っ
て
ば
か
り

い
て
、
外
に
向
か
っ
て
も
の
を
言
わ
な
い
ん
で
す
ね
。

私
が
た
い
へ
ん
尊
敬
し
て
い
る
人
に
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ブ
ル
ー
ム
と
い
う
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
出
身
の
ハ
ワ
イ
大
学
の
元
教
授
が

い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
父
さ
ん
だ
っ
た
の
に
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
共
鳴
し
て
改
宗
し
て
本
願
寺
で
得
度
ま
で
し
て
し
ま
っ
た

人
で
す
。
学
者
で
も
あ
り
、
妙
好
人
で
も
あ
る
人
で
す
が
、
こ
の
人
は
ず
っ
と
「
な
ぜ
、
仏
教
徒
は
外
に
向
か
っ
て
発
信
し
な
い
の

か
」
と
言
い
続
け
て
い
ま
す
。
私
の
悟
り
が
ど
う
の
こ
う
の
、
救
い
は
ど
う
の
こ
う
の
、
そ
ん
な
こ
と
ば
っ
か
り
や
っ
て
い
る
、
と

～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�

１１５ 仏教が現代に寄与できること

『真宗文化』第26号平成28年度2017年3月発行（真宗文化研究所）



彼
は
批
判
し
て
い
ま
す
。
今
は
老
齢
の
た
め
に
で
き
な
い
の
で
す
が
、
ず
っ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
浄
土
真
宗
の
教
え
に
つ
い
て
発

信
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
人
の
影
響
で
浄
土
真
宗
の
教
え
の
扉
を
叩
い
て
き
た
人
は
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。

私
も
そ
の
お
か
げ
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
せ
い
で
、
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
「
教
え
て
く
れ
」
と
よ
く
メ
ー
ル
が
来
ま
す
。
ブ
ル
ー
ム

が
私
の
こ
と
を
書
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
ブ
ル
ー
ム
さ
ん
は
、「
仏
教
徒
は
、
な
ぜ
自
分
の
も
っ
て
い
る
、
他
に
は
見
ら
れ
な

い
世
界
観
と
か
人
生
観
の
価
値
を
外
に
向
か
っ
て
発
信
し
な
い
の
か
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
に
は
社
会
性
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
今
の
立
場
に
な
っ
て
か
ら
、「
浄
土
真
宗
の
社
会
性
」
を
言
い
続
け
て
る
ん
で
す
が
、
私
の
宗
門
に
限

っ
て
言
え
ば
、
現
実
に
は
非
常
に
抵
抗
が
強
い
の
で
す
。「
社
会
性
な
ど
は
浄
土
真
宗
の
教
え
に
は
関
係
が
な
い
」
と
い
う
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
教
え
は
。「
私
と
阿
弥
陀
さ
ま
」
と
の
一
対
一
の
関
係
で
あ
る
、
こ
の
私
が
い
か
に
す
れ
ば
救
わ
れ
る
か
と
い
う
問

題
な
ん
だ
、
と
私
を
批
判
す
る
人
は
言
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
社
会
性
を
言
わ
な
い
か
ら
倫
理
性
も
出
て
こ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

「
浄
土
真
宗
の
救
い
は
倫
理
じ
ゃ
な
い
」
と
、
ま
る
で
オ
ウ
ム
の
よ
う
に
繰
り
返
し
て
言
っ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
あ
の
有
名
な
「
善

人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
は
、「
善
悪
」
と
い
う
倫
理
的
価
値
を
前
提
と
し

て
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
で
は
な
い
の
で
す
か
。
阿
弥
陀
さ
ま
に
よ
る
救
い
は
倫
理
を
超
え
て
い
る
と
い
う
教
え
は
、
倫
理
を
前
提
と

し
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ブ
ル
ー
ム
が
言
っ
て
い
る
の
は
、「
浄
土
真
宗
の
教
え
が
、
現
代
と
い
う
時
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
全
体
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
浄
土
真
宗
は
な
ぜ
伝
え
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
関
係
ば
か
り
を
問
題
に
し
て
、
隣

の
人
、
よ
そ
の
人
は
関
係
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
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七
ど
こ
か
に
書
き
ま
し
た
が
、
私
の
尊
敬
す
る
先
輩
の
布
教
使
さ
ん
が
、
あ
る
時
、
大
阪
の
私
ど
も
の
別
院
（
津
村
別
院
）
で
法
話

ど
う
ぎ
ょ
う

を
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
一
人
の
同
行
が
お
礼
を
言
い
に
来
ら
れ
た
ん
で
す
。「
今
の
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

と
ま
ず
礼
を
述
べ
て
、
次
い
で
「
私
は
こ
の
講
座
を
一
度
も
欠
か
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
誇
ら
し
げ
に
言
っ
た
そ
う
で
す
。

先
輩
が
「
そ
れ
は
結
構
で
す
が
、
お
仕
事
は
何
を
な
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
か
」
と
訊
い
た
ら
、
そ
れ
に
答
え
て
く
れ
た
の
で
、

「
そ
れ
は
お
忙
し
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
な
の
に
ご
家
族
は
よ
く
あ
な
た
を
聴
聞
に
行
か
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
ね
。
ご
家
族
の
方
は

は
偉
い
で
す
ね
」
と
ご
家
族
を
誉
め
た
の
で
す
。
す
る
と
そ
の
同
行
は
「
い
え
、
う
ち
の
家
族
は
み
な
フ
ツ
ー
の
人
間
ば
か
り
で

す
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
人
は
「
偉
い
の
は
私
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。「
仕
事
が
忙
し
い
の
に
、
聴
聞
だ
け
は
一
度

も
欠
か
し
た
こ
と
が
な
い
、
だ
か
ら
私
が
一
番
偉
い
ん
だ
」
と
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
法
話
を
聴
く
と
い
う
姿
勢
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
は
自
己
満
足
を
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
の

で
し
ょ
う
か
？
「
こ
う
い
う
傾
向
が
続
い
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
」
と
、
私
は
う
ち
の
宗
門
の
法
座
で
い
つ
も
言
っ
て
い
ま

す
。
戒
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
隣
の
人
は
関
係
な
い
、
家
族
さ
え
関
係
な
い
、
私
と
阿
弥
陀
さ
ま
と
の
一
対
一
の
関
係
が
浄
土
真
宗

の
救
い
の
問
題
だ
と
、
こ
れ
ば
っ
か
り
伝
え
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
大
乗
仏
教
と
言
え
る
ん
だ
ろ
う

か
。
大
乗
は
大
き
な
乗
り
物
と
い
う
意
味
で
す
。
誰
で
も
乗
れ
る
。
私
だ
け
が
乗
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、

大
谷
派
も
う
ち
も
同
じ
で
す
。
明
治
以
後
の
浄
土
真
宗
は
、
こ
の
考
え
方
ば
っ
か
り
に
明
け
暮
れ
て
き
た
ん
で
す
。
横
の
人
に
目
を

向
け
よ
う
と
し
な
い
、
家
族
に
さ
え
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
大
乗
だ
ろ
う
か
。
他
者
の
救
い
は
阿
弥
陀
さ
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ま
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
疑
問
を
近
年
に
な
っ
て
も
ち
始
め
て
、

さ
か
ん
に
言
う
ん
で
す
け
ど
、
現
実
は
な
か
な
か
抵
抗
が
強
い
と
い
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
ん
じ
ん

浄
土
真
宗
の
法
義
に
対
す
る
こ
う
い
う
姿
勢
は
、「
安
心
（
信
心
の
こ
と
で
す
）
は
一
人
一
人
の
し
の
ぎ
の
問
題
で
あ
る
」
と
い

か
た
く

う
考
え
方
か
ら
く
る
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
頑
な
に
そ
う
い
う
姿
勢
を
守
っ
て
き
た
し
、
ま
た
強
調
し
て
き
た
の
で
す
。
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
は
、
盛
ん
に
実
存
哲
学
と
い
う
も
の
を
用
い
て
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
し
ば
ら
く
続
き
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
い
っ
さ
い
社
会
性
と
い
う
も
の
が
な
い
。
教
え
は
ひ
と
え
に
「
私
の
実
存
の
問
題
だ
」
と
。
こ
う
い
う
傾
向
で

は
、
教
え
の
客
観
性
・
普
遍
性
・
公
共
性
と
い
う
も
の
の
出
る
幕
が
な
い
、
し
か
も
教
え
が
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
う
か
わ
か
ら
な

い
、
と
い
う
の
が
私
が
つ
ね
づ
ね
も
っ
て
い
る
危
機
意
識
で
す
。
こ
れ
を
何
と
か
打
破
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

話
を
元
に
戻
し
ま
す
と
、
今
ま
で
挙
げ
て
き
ま
し
た
例
は
、
非
常
に
一
般
的
な
用
例
で
、
日
常
語
に
な
っ
た
仏
教
語
で
す
。
わ
れ

わ
れ
日
本
人
は
、
日
常
に
お
い
て
仏
教
的
発
想
を
用
い
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
日
本
人
の
精
神
性
の
大
き
な
柱
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
代
で
、
仏
教
徒
は
そ
れ
を
取
り
戻
す
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
長
年
の
間
勤
務
し
た
京
都
女
子
大
学
は
私
ど
も
の
宗
門
系
の
大
学
で
あ
り
ま
す
が
。
仏
教
学
科
と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
、
仏
教
を
専
攻
す
る
よ
う
な
学
生
は
一
人
も
い
な
い
の
で
す
。
し
か
し
「
仏
教
学
」
と
い
う
必
須
科
目
が
あ
り
ま
し
て
、
一

回
生
と
、
三
回
生
で
そ
の
単
位
を
取
ら
な
い
と
卒
業
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
は
非
常
に
厳
し
い
大
学
な
ん
で
す
が
、
私
は
そ
れ
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

京
都
女
子
大
学
の
そ
の
仏
教
学
の
講
義
に
お
い
て
は
、
専
門
用
語
を
用
い
て
仏
教
学
・
真
宗
学
専
門
の
学
生
た
ち
相
手
に
話
す
よ

う
な
わ
け
に
は
に
は
い
か
な
い
こ
と
は
当
然
で
す
。
仏
教
用
語
を
で
き
る
だ
け
用
い
る
こ
と
な
く
、
学
生
た
ち
に
釈
尊
の
教
え
、
親

鸞
聖
人
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
の
で
す
が
、
こ
れ
が
私
の
人
生
の
貴
重
な
財
産
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
実
は
七
転
八
倒
す

～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�

１１８

『真宗文化』第26号平成28年度2017年3月発行（真宗文化研究所）



る
く
ら
い
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
仏
教
用
語
を
使
え
ば
ラ
ク
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
使
わ
ず
に
仏
教
の
教
え
を
説
明

す
る
。
そ
う
い
う
努
力
を
、
仏
教
学
・
真
宗
学
の
専
門
家
た
ち
は
考
え
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
の
大
学
に
は
京
都
女
子
大
学
付
属
小
学
校
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
校
長
先
生
が
女
性
の
先
生
だ
っ
た
時
に
、
私
に
「
先

生
、
う
ち
の
子
ど
も
た
ち
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
話
を
し
て
あ
げ
て
」
と
よ
く
頼
ま
れ
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
小
学
校
一
年
、
二
年
の
子

ど
も
た
ち
に
法
話
を
し
ろ
と
い
う
ん
で
す
。
こ
れ
は
難
し
か
っ
た
で
す
ね
。
小
学
校
一
年
、
二
年
の
こ
ど
も
た
ち
も
、
明
ら
か
に
十

方
衆
生
で
す
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
の
心
を
伝
え
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
大
学
生
を
相
手
に
、
特
に
仏
教
学
専
攻

ち
ょ
う
も
ん

の
学
生
を
相
手
に
、
あ
る
い
は
法
座
に
聴
聞
に
く
る
耳
の
肥
え
た
お
同
行
た
ち
を
相
手
に
す
る
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
極
め
て
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
勉
強
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
語
を
一
つ
も
用
い

ず
に
仏
教
の
心
を
伝
え
る
。
こ
う
い
う
努
力
を
仏
教
学
者
た
ち
は
一
切
考
え
な
い
で
す
ね
。
独
特
の
専
門
用
語
す
な
わ
ち
業
界
用
語

を
使
っ
て
す
ま
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
反
省
か
ら
、
私
は
い
つ
も
こ
う
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る

わ
け
で
す
。

八

じ
ね
ん
ほ
う
に

次
は
、
４
番
目
の
「
自
然
法
爾
」
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
専
門
的
に
な
り
ま
す
。「
自
然
法
爾
」
と
い
う
思
想
は
、
講
義

を
し
た
ら
何
時
間
も
か
か
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
仏
教
用
語
・
浄
土
真
宗
用
語
と
い
う
よ
り
は
、
も
っ
と
普
遍
的
な
思
想
用
語
だ
と

い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
も
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
は
絶
対
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
生
涯
の
結
論
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
い
い

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
自
然
法
爾
」
と
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
議
論
が
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
ぐ
ら
い
重
要
な
概
念
な
の
で
す
。
わ
れ
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わ
れ
の
宗
門
の
学
問
に
は
「
論
題
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
宗
学
上
必
要
な
ト
ピ
ッ
ク
あ
る
い
は
命
題
を
い
く
つ
か
挙
げ

て
、
一
〇
〇
論
題
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
も
大
事
な
三
〇
論
題
と
か
い
う
よ
う
な
呼
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
教
学
に
つ

い
て
の
命
題
を
挙
げ
る
の
で
す
が
、
そ
の
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
「
自
然
法
爾
」
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
で

す
ね
。
な
ぜ
、
こ
の
親
鸞
聖
人
の
明
ら
か
な
特
徴
で
あ
る
「
自
然
法
爾
」
を
入
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
当
然
生
ま
れ
て
き
ま

す
。私

の
考
え
で
は
、
こ
れ
を
論
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
し
ま
う
と
、
他
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
議
論
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。「
自
然
法
爾
」
は
親
鸞
聖
人
の
生
涯
の
結
論
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
持
ち
出
し
て
き
た
ら
、
信
心
が
ど
う
の
、
念
仏
が
ど
う

の
、
と
い
う
問
題
は
一
切
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
概
念
は
そ
れ
ほ
ど
深
い
、
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。「
自
然
法
爾
」
は
、
日
本
語
で
「
そ
の
ま
ま
」「
こ
の
ま
ま
」
と
い
う
意
味
で
す
。
浄
土
真
宗
の
阿
弥
陀
さ
ま
と
私
の
関
係

か
ら
言
い
ま
す
と
、
阿
弥
陀
様
か
ら
見
た
ら
「
そ
の
ま
ま
救
う
」、
私
の
方
か
ら
見
た
ら
「
こ
の
ま
ま
救
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
結
論
で
し
ょ
う
。

こ
れ
を
言
っ
た
ら
も
う
何
も
言
う
必
要
が
な
い
。
念
仏
が
ど
う
の
、
信
心
が
ど
う
の
と
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
言
う
必
要
が
な
い
。
つ
ま

り
他
の
議
論
が
全
部
消
し
飛
ん
で
し
ま
う
く
ら
い
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
さ
ま
は
、「
こ
の
ま
ま
」
の
私
を
救
い
取
っ
て
く
だ
さ
る
。
念
仏
が
出
な
い
な
ら
出
な
い
ま
ま
で
、
信
心
が
喜
べ
な
い
な

ら
喜
べ
な
い
ま
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
御
慈
悲
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
自
然
法
爾
思
想
の

結
論
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
議
論
に
な
ら
な
い
の
で
、
過
去
の
教
学
に
お
い
て
は
、
敢
え
て
ト
ピ
ッ
ク
に
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
自
然
法
爾
的
発
想
は
、
何
も
親
鸞
聖
人
だ
け
の
特
徴
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
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日
本
人
が
ず
っ
と
持
っ
て
き
た
精
神
性
に
現
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
の

『
土
』。
こ
れ
は
ま
さ
に
自
然
法
爾
の
う
た
だ
と
い
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

土

こ
ッ
つ
ん

こ
ッ
つ
ん

ぶ
た
れ
る
土
は

よ
い
は
た
け
に
な
っ
て

よ
い
麦
を
生
む
よ
。

朝
か
ら
ば
ん
ま
で

ふ
ま
れ
る
土
は

よ
い
み
ち
に
な
っ
て

車
を
通
す
よ
。

ぶ
た
れ
ぬ
土
は

ふ
ま
れ
ぬ
土
は

い
ら
な
い
土
か

い
え
い
え
そ
れ
は

名
の
な
い
草
の

お
や
ど
を
す
る
よ

ど
う
で
す
か
、
す
ご
い
で
す
ね
。
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
は
天
才
と
も
い
う
べ
き
詩
人
で
す
ね
。
耕
さ
れ
な
い
か
ら
畑
と
し
て
麦
を
育
て

な
い
土
、
道
路
に
な
っ
て
車
を
通
さ
な
い
よ
う
な
土
、
つ
ま
り
人
間
の
役
に
立
た
な
い
よ
う
な
土
は
、
い
ら
な
い
土
な
の
か
。「
い

え
い
え
そ
れ
は

名
の
な
い
草
の

お
や
ど
を
す
る
よ
」
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
が
「
自
然
法
爾
」
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
そ
の
存
在
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
無
駄
な
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
す

る
と
こ
の
私
の
人
生
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�

１２１ 仏教が現代に寄与できること

『真宗文化』第26号平成28年度2017年3月発行（真宗文化研究所）



次
に
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
表
現
で
す
が
、
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
す
。

に
こ
ん

こ
ぶ
つ

ど
う
げ
ん
じ
ょ
う

而
今
の
山
水
は

古
仏
の
道
現
成
な
り
。

（
目
の
前
に
あ
る
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
山
や
川
は
、
究
極
の
悟
り
の
現
成
で
あ
る
。）

ぐ
う
じ
ん

と
も
に
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
。

（
悟
り
の
位
に
あ
っ
て
、
無
限
の
功
徳
を
出
し
つ
づ
け
て
い
る
。）

古
仏
い
は
く
山
是
山
、
水
是
水
、

（
山
は
山
、
水
は
水
だ
と
古
仏
（
道
元
）
は
言
っ
て
い
る
。）

ど
う
し
ゅ

こ
の
道
取
は

山
是
山
と
い
ふ
に
あ
ら
す
、
山
是
山
と
い
ふ
な
り
。

（
こ
の
意
味
は
、
山
は
山
と
言
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
山
は
山
な
ん
だ
と
。）

ま
さ
に
禅
問
答
と
い
う
べ
き
で
す
ね
。「
山
是
山
と
い
ふ
に
あ
ら
す
」
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
「
あ
ん
た
が
言

う
山
は
山
じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
そ
の
分
別
で
「
山
だ
」
と
言
っ
て
い
る
山
は
山
じ
ゃ
な
い
。

じ
ね
ん

あ
な
た
が
そ
う
言
う
前
に
、
山
は
す
で
に
山
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。「
自
然
」
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
の

計
ら
い
以
前
に
究
極
的
な
も
の
、
す
で
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
が
「
自
然
」
で
す
。

じ
ね
ん

こ
の
よ
う
な
意
味
で
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
ず
っ
と
用
い
て
き
て
、
明
治
に
な
っ
て
、
そ
の
言
葉
を
借
り

し
ぜ
ん

て
西
洋
の“nature”

と
い
う
概
念
の
対
訳
語
と
し
て
「
自
然
」
と
い
う
新
し
い
言
葉
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
す
。
現
在
の
わ
れ
わ

し
ぜ
ん
か
い

れ
は
、
山
や
川
、
動
物
や
植
物
な
ど
の
よ
う
な
、
人
間
以
外
の
存
在
を
ひ
っ
く
る
め
て
「
自
然
界
」
と
言
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
そ
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し
ぜ
ん

う
い
う
発
想
は
日
本
人
に
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
現
在
の
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
は“nature”

と
い
う
英
語
の
対
訳
語
で
す
。
こ

れ
を
つ
く
っ
た
の
は
誰
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
（
お
そ
ら
く
福
沢
諭
吉
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
）、
も
と
も
と
「
し
ぜ
ん
」
と
い
う
読
み

方
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
じ
ね
ん
」
と
し
か
読
ま
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
私
の
あ
り
よ
う
、
世
界
の
あ
り
よ
う
を
全
部
含
め
た

上
で
、
そ
の
う
ね
り
の
よ
う
な
も
の
を
言
う
わ
け
で
す
。

九

じ
ね
ん

じ
ね
ん

親
鸞
聖
人
は
こ
の
「
自
然
」
を
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
の
は
た
ら
き
に
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
は
「
自
然
」
と

い
う
こ
の
概
念
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
他
力
を
表
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
生
涯
の
結
論
に
な
り
ま
し
た
。
私

ど
も
の
救
い
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
す
べ
て
完
結
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

私
の
方
か
ら
差
し
出
す
も
の
、
加
え
る
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
私
の
口
か
ら
お
念
仏
が

出
た
ら
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

じ
ね
ん

ほ
っ
し
ょ
う

「
自
然
」
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
仏
教
の
発
想
で
す
。
み
な
さ
ん
方
は
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、「
法
性
」
は
こ
の
「
自

然
」
と
同
じ
意
味
で
す
。
中
国
に
仏
教
が
も
た
ら
さ
れ
た
頃
は
老
荘
思
想
が
非
常
に
盛
ん
で
し
た
。
そ
の
老
荘
思
想
の
中
心
用
語
が

む

い

「
自
然
」
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
仏
教
の
核
心
を
表
す
「
無
為
」
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
は
人
間
の
計
ら
い
を
越
え
て
い
く
と
い

う
意
味
で
す
が
、
こ
の
「
無
為
」
と
「
自
然
」
と
を
同
義
語
に
し
て
「
無
為
自
然
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

じ
ね
ん

し
か
し
も
と
も
と
「
自
然
」
は
老
荘
の
用
語
で
、
仏
教
用
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
老
荘
と
仏
教
は
非
常
に
よ
く
似
た
思

想
を
も
っ
て
い
た
の
で
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
は
抵
抗
な
く
仏
教
語
と
し
て
お
さ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
教
に
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お
い
て
も
老
荘
思
想
に
お
い
て
も
、
究
極
的
な
あ
り
よ
う
を
「
無
為
自
然
」
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
「
私
の
悟
り
も
無
為
自
然
の
中

で
成
立
す
る
」
と
い
う
の
が
親
鸞
聖
人
の
生
涯
の
結
論
で
す
。
こ
の
無
為
自
然
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
に
適
用
さ
れ

ま
す
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
、
私
た
ち
の
人
生
の
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
を
含
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
し

て
す
で
に
解
決
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
親
鸞
聖
人
の
自
然
法
爾
の
思
想
で
す
。

そ
の
「
自
然
法
爾
」
思
想
は
私
の
生
涯
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
し
て
、
理
屈
を
言
え
ば
い
く
ら
で
も
広
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
す

が
、
簡
単
に
言
え
ば
今
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
の
、
念
仏
に
よ
る
救
済
思
想
、
す
な
わ
ち
私
ど
も
の

「
救
い
・
悟
り
」
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
理
屈
を
超
え
て
「
自
然
に
」
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
阿
弥
陀
さ
ま
に

託
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
発
想
は
西
洋
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
界
の
こ
と
は
す
べ
て
神
様
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
神
様
の
意
志
に
よ

っ
て
決
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
神
に
、
い
か
に
自
分
が
向
か
っ
て
い
く
か
が
西
洋
の
宗
教
の
信
仰
の
大
き
な
課
題
で
す
。

じ
ね
ん

親
鸞
聖
人
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
姿
勢
、
努
力
を
超
え
て
、
私
の
究
極
的
な
も
の
は
自
然
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
が
阿
弥
陀

さ
ま
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
は
た
ら
き
が
私
の
口
か
ら
念
仏
と
な
っ
て
出
て
く
る
。
私
の
口
か
ら
念
仏
が
出
た
ら
、
そ
れ
は

阿
弥
陀
さ
ま
の
自
然
法
爾
の
は
た
ら
き
に
つ
か
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
私
の
つ�

ば�

を
つ
け

る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
の
が
親
鸞
聖
人
の
救
い
の
論
理
の
根
底
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
教
学
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
つ�

ば�

を
つ
け
る
の
が
仕
事
で
あ
っ
て
、
あ
っ
ち
か
ら
も
こ
っ
ち
か
ら
も
、
い
ろ
い
ろ
つ
ば

を
つ
け
ま
く
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
念
仏
を
、
手
垢
ま
み
れ
の
、
つ
ば
ま
み
れ
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
で

す
。
わ
れ
わ
れ
の
口
か
ら
出
る
お
念
仏
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
の
あ
ら
わ
れ
が
「
自
然
法
爾
」
だ
と
い
う
こ
と
を
、
今
日
み
な

さ
ん
方
に
い
ち
ば
ん
わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
話
は
全
部
前
置
き
で
あ
り
ま
す
。
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十
さ
て
自
然
法
爾
を
論
じ
た
い
ち
ば
ん
い
い
例
と
い
え
ば
、『
荘
子
』
の
「
応
帝
王
編
」
で
、
そ
こ
に
は
実
に
明
快
な
譬
え
が
あ
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

し
ゅ
く

南
海
の
帝
を

と
為
し

こ
つ

北
海
の
帝
を
忽
と
為
し

こ
ん
と
ん

中
央
の
帝
を
混
沌
と
為
す

あ
い
と
も

と
忽
と
と
き
に
相
与
に
混
沌
の
地
に
遇
う

混
沌
こ
れ
を
待
つ
こ
と
甚
だ
善
し

は
か

と
忽
と
、
混
沌
の
徳
に
報
い
ん
こ
と
を
謀
り
て
曰
く

し
ち
き
ょ
う

人
皆
七
竅
有
り

し
ち
ょ
う
じ
き
そ
く

以
て
視
聴
食
息
す

此
れ
独
り
有
る
こ
と
無
し

し
ゅ
く

（
南
海
の
地
に

と
い
う
帝
王
が
い
た
）

こ
つ

（
北
海
の
地
に
忽
と
い
う
帝
王
が
い
た
）

（
ま
た
中
央
に
は
混
沌
と
い
う
帝
王
が
い
た
）

し
ゅ
く

こ
つ

（
あ
る
時
、
南
の

と
北
の
忽
と
が
中
央
の
混
沌
の
地
で
ま
み
え

た
と
こ
ろ
）

（
混
沌
は
彼
ら
を
あ
つ
く
歓
待
し
た
）

（

と
忽
は
、
混
沌
が
歓
待
し
て
く
れ
た
の
で
、
そ
の
親
切
さ
に

報
い
た
い
と
思
っ
て
相
談
し
た
）

（
人
は
誰
で
も
そ
の
顔
に
七
つ
の
凹
み
が
あ
っ
て
）

（
そ
れ
に
よ
っ
て
見
た
り
聞
い
た
り
も
の
を
食
べ
た
り
呼
吸
を
し

た
り
し
て
い
る
の
に
）

（
混
沌
だ
け
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
）
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う
が

こ
こ
ろ
み
に
之
を
鑿
た
ん

日
に
一
竅
を
鑿
つ

七
日
に
し
て
混
沌
死
す

（
そ
こ
で
そ
の
顔
に
目
鼻
を
つ
け
て
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
）

（
と
申
し
合
わ
せ
て
一
日
に
一
つ
ず
つ
目
鼻
を
つ
け
て
い
っ
た
ら
）

（
七
日
で
混
沌
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
）

実
に
す
ご
い
譬
え
で
す
ね
。

と
忽
の
親
切
心
で
、
七
日
目
に
し
て
、
目
が
二
つ
、
耳
が
二
つ
、
鼻
が
一
つ
、
口
が
一
つ
、
整
っ

た
の
に
、
そ
れ
が
お
せ
っ
か
い
な
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
混
沌
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
混
沌
は
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
ま
ま
で

よ
か
っ
た
、
と
い
う
痛
烈
な
寓
話
で
す
。

こ
れ
は
有
名
な
寓
話
で
す
け
ど
、
浄
土
真
宗
の
「
救
い
」
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は

と
忽
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
し
て
る

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
余
計
な
こ
と
ば
っ
か
り
し
て
、
大
き
な
う
ね
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
き
な
は
た
ら
き
に
、
目
が
向
い
て
い
な

い
。
逆
に
そ
れ
に
つ
ば
を
付
け
た
り
、
穴
を
穿
っ
た
り
、
そ
ん
な
こ
と
ば
っ
か
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の

救
い
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
の
価
値
を
損
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
殺
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ

の
寓
話
か
ら
く
み
取
る
べ
き
教
え
で
し
ょ
う
。

一
般
に
、
こ
う
い
う
発
想
を
わ
れ
わ
れ
現
代
の
日
本
人
は
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
西
洋
に
は
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
発
想
は
あ
り

ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
発
想
を
も
っ
て
、
自
分
の
究
極
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
そ
し
て
現
代
の
世
界
に
恩
返
し
を
し
な
い

と
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
私
が
切
実
に
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

私
の
お
話
の
あ
と
の
方
は
走
り
す
ぎ
て
わ
か
り
に
く
か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
渡
し
し
て
あ
る
資
料
を
読
ん
で
い

た
だ
く
と
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
時
間
も
き
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
終
わ
り
ま
し
ょ
う
か
。
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質
疑
応
答

●
フ
ロ
ア
ー
１

今
日
は
貴
重
な
お
話
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
今
日
の
内
容
に
ち
ょ
っ
と
関
係
す

る
こ
と
で
ご
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
ア
メ
リ
カ
に
何
年
か
住
ん
で
い
ま
し
て
、
向
こ
う
で
仏
典
翻
訳

に
少
し
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
議
論
に
な
っ
た
の
が
、
あ
る
言
葉
の
翻
訳
で
し
て
、
そ
れ
が
「
信

心
」
な
ん
で
す
ね
。「
信
」
と
い
う
言
葉
を
ど
う
訳
す
か
が
常
に
ア
メ
リ
カ
の
学
者
と
議
論
に
な
る
ん
で
す
が
、
も
し
よ
ろ
し
け
れ

ば
、
先
生
の
ご
意
見
を
伺
え
ま
す
と
幸
い
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
徳
永

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
翻
訳
を
始
め
た
最
初
の
頃
は
は
こ
う
訳
し
て
い
た
。
つ
ま
りshinjin

と
い
う
訳
語
で
す
。
う
ち
の
本
願
寺

派
の
学
者
を
み
ん
な
集
め
て
、
さ
ん
ざ
ん
議
論
し
て
、
二
十
年
か
か
っ
た
け
ど
、
結
論
が
出
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
ず
っ
と
こ
の

shinjin

を
使
い
続
け
て
き
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
信
心
」
と
い
う
の
は
浄
土
真
宗
の
専
売
特
許
の
用
語
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
？

他
の
宗
教
も
み
ん
な
使
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
第
一
、
こ
れ
は
「
信
心
」
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
し
た
だ
け
で
翻
訳
に
は
な
っ
て

い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
こ
れ
は
決
し
て
よ
い
訳
語
と
は
思
え
な
い
と
い
う
の
で
、
こ
のentrusting

heart

に
決
め
た
ん
で
す
。

entrust

は
、
委
ね
る
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、「
委
ね
る
心
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
は
す
べ
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
訳

し
て
い
ま
す
。
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●
フ
ロ
ア
ー
１

faith

と
かbelief

で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

●
徳
永

「
信
心
」
の
訳
語
と
し
て
は
必
ず
そ
れ
が
出
る
け
ど
、faith

は
ふ
つ
う
「
信
仰
」
と
日
本
語
で
は
訳
し
て
い
る
し
、belief

は

「
信
念
」
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
？
「
他
力
の
信
心
」
は
信
仰
で
す
か
？
信
念
で
す
か
？
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
私

が
固
く
神
の
救
い
を
信
じ
る
と
い
う
心
、
ひ
い
て
は
信
念
に
近
い
も
の
で
す
。
つ
ま
り
自
分
の
心
に
養
い
育
て
る
も
の
で
す
。
し
か

し
、
親
鸞
聖
人
の
「
信
心
」
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
御
慈
悲
に
「
委
ね
た
」
す
が
た
で
し
ょ
う
。
だ
か
らentrusting

heart

つ
ま
り
「
委
ね
る
心
」
と
訳
し
て
い
る
の
で
す
。

～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�

１２８

『真宗文化』第26号平成28年度2017年3月発行（真宗文化研究所）




