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瀬

今
日
、
人
類
を
取
り
ま
く
様
々
な
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。地
球
環
境
の
破
壊

・

医
学
の
進
歩
に
伴
う
新
し
い
生
命
観
確
立
等
の
問
題
、
さ
ら
に
は
、
差
別

・
平
和
の

問
題
等
々
、
ま
さ
に
無
数
の
問
題
に
取
り
囲
ま
れ
て
我
々
は
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
宗
教
は
ど
う
答
え
る
の
か
が
問
わ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
通
し
て
、
宗
教
と
は
何
で
あ
る
の
か

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
宗
教
の
側
に
身
を
置
い
て

い
る
者
に
と
っ
て
、
単
に
外
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
る
も
の
で
は

な
い
。
宗
教
に
身
を
置
い
て
い
る
者
自
身
が
、
自
か
ら
の
問
い
と
し
て
、
内
か
ら
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
今
日
は
、
課
題

が
切
実
で
あ
り
、
ま
た

一
方
に
お
い
て
、
宗
教
と
い
う
こ
と
が
不
透
明
に
な
っ
て
い

法
然

・
親
鸞
の
仏
教
の
特
質

　　　　　

・

は

じ

め

に

る
時
代
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

思
え
ば
、
浄
土
真
宗
を
開
顕
し
て
き
た
先
達
た
ち
、
す
な
わ
ち
法
然

・
親
鸞

・
蓮

如

・
清
沢
満
之
た
ち
は
、
時
代
の
変
革
期
を
生
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
様
々
な
課
題
が

惹
起
し
て
く
る
中
で
、
宗
教

(仏
教
)
を
問
い
直
し
、
問
い
直
す
こ
と
を
通
し
て
、

宗
教
の
命
を
回
復
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
宗
教
と
は
人
間
に
と
っ
て
何
で

あ
る
の
か
を
時
代
の
中
に
鮮
明
に
し
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
い

う
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
問
い
の
中
で
、
常
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
宗
教

(仏

教
)
を
浄
土
真
宗
と
い
う
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
吉
本
隆
明
氏
は
、
近
著

「未
来
の
親
鸞
」
に
お
い
て
、
鎌
倉
旧
仏
教
の
人
々
と
、
法
然

・
親
鸞
と
の
異
な
り

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ご
く
ふ
つ
う
の
人
た
ち
が
、
こ
ん
な
生
き
難
い
現
世
に
生
き
て
る
と
い
う
こ
と

に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
、
来
世
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
悩
み
は

じ
め
た
。
そ
の
こ
と
に
た
い
し
て
、
解
脱
上
人
も
明
恵
上
人
も
直
接
じ
ぶ
ん
を
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同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
三
号

そ
の
な
か
に
入
れ
て
、
じ
ぶ
ん
の
仏
教
に
た
い
す
る
考
え
方
を
開
い
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
お
も
い
ま
す
。
(中
略
)
ご
く
ふ
つ
う
の
人
た
ち

が
か
ん
が
え
て
い
る
こ
と
を
じ
ぶ
ん
も
か
ん
が
え
た
か
、
か
ん
が
え
な

い
か
、

そ
れ
を
じ
ぶ
ん
の
仏
教
の
教
え
、
思
想
の
な
か
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た

か
、
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
が
法
然
あ
る
い
は
親
鸞
と
、
他
の

当
時
の
す
ぐ
れ
た
坊
さ
ん
と
の
差
異
だ
と
お
も
い
(
(
。

時
代
の
問
い
を
捨
消
し
、
時
代
の
問
題
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
理
念
と
し
て

仏
教
を
追
求
し
て
い
っ
た
旧
仏
教
の
人
々
に
対
し
て
、
法
然

・
親
鸞
は
時
代
の
課
題

と
の
格
闘
の
中
で
、
仏
教
を
明
ら
か
に
し
、
開
い
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
浄
土
教
の
先
達
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
時
代

社
会
の
投
げ
か
け
る
課
題
に
応
答
し
、
応
答
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
ら
の
帰
依
し
た

仏
道
を
時
代
の
中
に
打
ち
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然

・
親
鸞
に
と
っ
て

浄
土
教
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
法
然

・
親
鸞
は
浄
土
教
に
帰
依
し
て
生
き
る
者
と

し
て
、
ど
の
よ
う
に
人
間
の
現
実
に
関
わ
っ
て
生
き
た
の
か
を
改
め
て
尋
ね
て
み
た

い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
今
日
の
時
点
に
お
い
て
、
宗
教
の
側
に
あ
る

者
と
し
て
、
時
代
の
課
題
を
ど
う
捉
え
、
さ
ら
に
宗
教
が
人
間
に
と
っ
て
何
で
あ
る

の
か
を
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
。
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二

問
題
に
対
し
て
の
具
体
的
な
対
応
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
法
然

・
親
鸞
の
仏
教
は
現
実
生
活

へ
の
指
針
を
示
し
え
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
体
の
問
題
指
摘
も
な
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
身
近
な
と
こ
ろ
で
、

特
に

「末
鐙
紗
」
第
六
通
に
記
さ
れ
て
い
る
、
未
曾
有
の
飢
饉
に
対
す
る
、

な
に
よ
り
も
、
こ
ぞ
こ
と
し
、
老
少
男
女
お
ほ
く
の
ひ
と
び
と
の
死
に
あ
ひ
て

候
ら
ん
こ
と
こ
そ
、
あ
は
れ
に
候

へ
。
た
ゞ
し
、
生
死
無
常
の
こ
と
は
り
、
く

は
し
く
如
来
の
と
き
を
か
せ
お
は
し
ま
し
て
候
う
へ
は
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め

す
べ
か
ら
ず
候
う
。
ま
づ
、
善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
、

信
心
決
定
の
ひ
と
は
、
う
た
が
ひ
な
け
れ
ば
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
に
て
候
な

り
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
愚
磨
元
智
の
人
も
、
を
は
り
も
め
で
た
く
候

へ
。
如
来
の

御
は
か
ら
ひ
に
て
往
生
す
る
よ
し
、
ひ
と
び
と
に
ま
ふ
さ
れ
候
け
る
、
す
こ
し

も
た
が
は
ず
候
な
り
。
と
し
ご
ろ
、
を
の
を
の
に
申
し
さ
ふ
ら
ひ
し
こ
と
、
た

が
は
ず
こ
そ
良
心
。

と
い
う
親
鸞
の
書
簡
を
め
ぐ
っ
て
の
、
吉
本
隆
明
氏
と
丸
山
照
男
氏
の
指
摘
を
紹
介

し
て
お
き
た

い
。、

吉
本
隆
明
氏
は
、
『最
後
の
親
鸞
』
に
お
い
て
、

「老
少
男
女
」
の
多
く
が
、
飢
え
の
た
め
に
眼
の
前
で
死
ん
で
ゆ
く
と
き
、
た

だ

「生
死
無
常
」
を
説
く
こ
と
は
、
現
実
の
世
界
を
諦
め
に
よ
っ
て
不
動
な
も

の
と
定
め
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
の
絶
対
的
な
跳
び
超
し
を
与
え
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
飢
え
て
死
ぬ
者
た
ち
に
と
っ
て
、
必
要
で
充
分
な
こ
と
は

飢
え
な
い
現
実
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
の
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
絶

従
来
か
ら
、
法
然

・
親
鸞
の
仏
教
に
対
し
て
は
、
様
々
な
人
々
か
ら
、
現
実
の
諸



対
的
に
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
そ
の
具
体
的
な
処
方
を
つ
く
っ
て
い
な
い
。

と
述
べ
て
、
具
体
的
な
対
応
を
示
し
て
い
な
い
親
鸞
の
宗
教
思
想
の
性
格
を
押
さ
え

て
、
率
直
な
か
た
ち
で
、
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
(た
だ
し
、
吉
本
隆
明
氏
は

そ
の
後
の
思
想
的
歩
み
の
中
で
、
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
深
ま
り
を
も
っ

て
論
を
展
開
し
て
い
る
。
近
著

「未
来
の
親
鸞
」
参
照
)

日
蓮
教
徒
で
あ
る
丸
山
照
男
氏
は
、
日
蓮
と
の
対
比
を
通
し
て
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
野
間
宏
氏
と
の
対
談
の
中
で
、

「末
灯
抄
」
の
中
に
、
ち
ょ
う
ど
日
蓮
が

「立
正
安
国
論
」
を
書
い
て
鎌
倉
幕

府
に
提
出
し
た
の
が

一
二
六
〇
年

(文
応
元
年
)
の
七
月
だ
っ
た
か
と
思
い
ま

す
が
、
そ
の
年
の

一
一
月
で
す
か
、
時
間
的
に
は
若
干
の
ズ
レ
が
あ
る
ん
で
す

が
、
同
じ
時
に
書
簡
を
書
い
て
い
て
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど

『立
正
安
国
論
』
の

冒
頭
に
、
そ
の
時
代
の
民
衆
の
置
か
れ
て
い
る
苦
難
と
い
い
ま
す
か
、
痛
苦
に

つ
い
て
ふ
れ
た
描
写
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
事
態

を
親
鸞
聖
人
の
目
で
見
た
時
代

へ
の
証
言
と
で
も
い
う
べ
き
表
現
が
あ
る
ん
で

す
。日

蓮
は
そ
の
事
態
を
宗
教
批
判
と
い
う
も
の
を
通
し
て
政
治
批
判
と
い
う
形

に
突
き
抜
け
て
い
く
、
そ
う
い
う
形
で
展
開
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
親
鸞
聖
人
の
ほ
う
は
、
人
間
ば
か
り
で
は
な
い
。
牛
馬
の
屍
も
巷
に
累
々
と

し
て
置
か
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
当
時
の
飢
饉
、
疫
病
、
そ
れ
か
ら
天
災
と
い

う
ふ
う
な
時
代
状
況
に
対
し
て
、
「生
死
無
常
の
理
、
詳
し
く
は
如
来
の
説
き

お
か
せ
お
わ
し
ま
し
て
候

へ
ば
、
驚
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
候
」
と
い
う
ふ

法
然

・
親
鸞
の
仏
教
の
特
質

う
に
、人
間
の
生
死
と
い
う
も
の
は
無
常
な
ん
だ
と
い
う
形
で
ま
ず
押
さ
え
て
、

さ
れ
ば
こ
そ
愚
痴
無
知
の
人
々
は
善
悪
を
申
さ
ず
信
心
決
定
し
て
い
け
ば
仏
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
救
い
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
日
蓮
の
問
題
提
起
と
裏
表
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
一
つ

の
事
柄
が
、
宗
教
批
判
か
ら
政
治
批
判

へ
向
か
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
日
蓮

の
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
驚
き
あ
わ
て
る
な
、
ま
ず
信
心
決

定
せ
よ
、
と
い
う
形
で
そ
の
時
代
に
対
応
し
て
い
く
親
鸞
の
姿
勢
と
い
う
も
の

が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
代
を
背
景
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
蓮
の

根
本
的
な
仏
教
観
と
親
鸞
の
仏
教
観
と
の
違
い
、
そ
れ
か
ら
現
実
に
対
す
る
対

応
の
仕
方
の
違
い
を
表
裏
の
よ
う
に
し
め
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

親
鸞
聖
人
の
書
簡
を
読
み
ま
し
て
も
、
受
け
取
っ
た
側
の
人
の
生
活
あ
る
い

は
、
人
生
上
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
差
し
か
か
っ
て
い
て
、
ど
う
い
う
問
題
に
ぶ

つ
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
、
む

し
ろ
個
人
を
通
じ
て
回
状
の
よ
う
に
門
徒
が
読
む
、
回
し
読
み
で
き
る
形
を

と
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
説
く
も
の
は
、
人
間
の
個
別
実

存
の
中
に
深
く
入
り
な
が
ら
、
表
現
と
し
て
は

一
定
の
普
遍
性
を
持

っ
た
も
の

に
な
り
ま
す
ね
。

日
蓮
の
場
合
は
、
個
別
性
は
個
別
性
と
し
て
そ
の
ま
ま
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て

ま
い
り
ま
す
。
受
け
取
っ
た
人
の
人
生
が
、
あ
る
い
は
そ
の
社
会
的
環
境
が
全

部
見
え
る
。
そ
の
人
の
人
生
の
歩
み
の
途
上
に
お
け
る
そ
の
時
々
に
応
じ
て
問

題
を
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
方
法
乙
(
。

三



四

安
穏
に
し
て
」
文
と
。
此
の
文
の
如
く
ん
ば
、
本
地
久
成
の
円
仏
は
此
の
世
界

に
在
せ
り
。
此
の
土
を
捨
て
ゝ
何
れ
の
土
を
願
ふ
可
き
や
。
故
に
法
華
経
修
行

の
所
在
の
処
を
浄
土
と
思
ふ
可
し
。
何
ぞ
煩
し
く
他
処
を
求
め
ん
や
。
(中
略
)

法
華
経
に
結
縁
な
き
衆
生
の
当
世
、
西
方
浄
土
を
願
ふ
は
瓦
牒
の
土
を
楽
ふ
是

(
5
)

也
。

と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
「法
華
経
」
の
娑
婆
即
寂
光
土
思
想
に
立
っ
て
の
、
浄
土
教

の
浄
土

・
機
土
の
二
元
的
世
界
観
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
丸
山
照
男
氏
が
、

親
鸞
に
お
い
て
は
歴
史
社
会
の
現
実
と
は

一
線
を
画
す
る
地
点
に
お
い
て

「人

間
」
解
放
の
根
拠
を
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。
日
蓮
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
は
歴
史
に

対
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
見
え
た
で
あ
心
9
　。

と
述
べ
、
ま
た
、
渡
辺
宝
陽
氏
が
、

日
蓮
聖
人
が
そ
う
い
う
こ
と

(法
然
批
判
)
を
言
う
背
景
に
は
、
や
は
り
、
浄

土
教
の
厭
離
機
土

・
欣
求
浄
土
の
教
え
に
よ
っ
て
日
本
の
な
か
に
非
常
に
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
ニ
ヒ
リ
’ズ
ム
と
い
う
も
の
が
あ
る
た
め
に
、
社
会
的
な
実
状
に
対
し
て
目

を
つ
ぶ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
日
蓮
聖
人

の
大
き
な
批
判
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま

(ぴ

　　　　　　　　　　　　　

(括
弧
内
、
筆
者
記
)

と
述
べ
る
如
く
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
人
間
の
現
実
に
対
し
て
、
直
接
的

・
積
極
的

に
関
わ
る
と
い
う
方
向
を
と
ら
な
い
浄
土
教
の
在
り
方

へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。

同
朋
学
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と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
ほ
ぼ
同
時
代
を
、
法
然

・
親
鸞
と
同
じ
よ
う
に
深
く
民

衆
と
の
関
わ
り
の
中
に
生
き
た
日
蓮
と
の
対
比
を
通
し
て
、
法
然

・
親
鸞
の
宗
教
思

想
の
特
質
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

丸
山
氏
は
、
同

一
の
惨
状
に
対
す
る
に
、
日
蓮
は
、
そ
の
惨
状
が
邪
法
で
あ
る
法

然
の
浄
土
教
が
弘
通
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
浄
土

教
を
信
奉
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
「法
華
経
」
を
信
奉
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
国
家

諌
暁
と
い
う
特
異
な
行
動
に
よ
っ
て
幕
府
に
進
言
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

親
鸞
は
、
現
実
に
対
し
て
何
ら
対
応
的
態
度
を
示
さ
ず
、
信
心
決
定
の
方
向

へ
問
題

を
展
開
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
又
、
日
蓮
と
親
鸞
と
の
消
息
の
内
容

の
こ
と
な
り
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
蓮
が
現
実
に
直
接
的
な
対
応

へ
の

方
向
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は
直
接
的
な
対
応

へ
の
方
向
を
示
し
て
お

ら
ず
、
そ
こ
に
、
親
鸞
と
日
蓮
と
の
仏
教
観
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
日
蓮
の
生
涯
は
、
主
著
で
あ
る

「立
正
安
国
論
」
と
い
う
書
名
そ

の
も
の
が
端
的
に
示
し
て
い
る
如
く
、
正
法
で
あ
る

「法
華
経
」

へ
の
帰
依
に
立
っ

た
仏
国
土
の
建
設

へ
の
志
願
に
捧
げ
ら
れ
た
生
涯
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
他
宗

へ
の

厳
し
い
破
邪
が
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
中
で
も
、
法
然
の
浄
土
教
に
対
し
て

は
生
涯
を
通
じ
て
徹
底
し
て
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
、
日
蓮
の
法
然
批
判

の
中
心
的
内
容
は
、
「立
正
安
国
論
」
に
先
立
っ
て
著
さ
れ
た

『守
護
国
家
論
』
に
。

問
う
て
云
く
法
華
経
修
行
の
者
、
何
れ
の
浄
土
を
期
す
可
き
や
。
答

へ
て
日
く
。

法
華
経
二
十
八
品
の
肝
心
た
る
寿
量
品
に
云
く
、
「我
常
に
此
の
娑
婆
世
界
に

在
り
」
と
。
亦
云
く
、
「我
常
に
此
に
住
す
」
と
。
亦
云
く

「我
が
此
の
土
は



以
上
の
よ
う
な
、
吉
本
隆
明
氏
、
及
び
日
蓮
と
の
対
比
を
踏
ま
え
た
丸
山
照
男
氏

等
の
指
摘
は
、
法
然

・
親
鸞
の
仏
教
の
、
現
実
に
対
す
る
関
わ
り
の
在
り
方
を
的
確

に
指
摘
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
は
、
法
然

・
親

鸞
の
仏
教
の
本
質
的
な
性
格
、
及
び
質
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

日
ご
ろ
の
こ
ゝ
ろ
に
て
は
往
生
か
な
ふ
べ
か
に
宍

と
の

「
お
し
皿
」
を
契
機
と
し
て
開
か
れ
る
仏
教
で
あ
る
。

親
鸞
は
、
聖
道
門
仏
教
と
浄
土
教
を
対
比
す
る
に
、
「思
不
思
之
心
」
(「教
行
信
証
」

「行
巻
」

・

『愚
禿
紗
』
)
と
い
い
、
ま
た
、

思
不
思
と
い
う
は
、
思
不
思
議
の
法
は
、
聖
道
八
万
四
千
の
諸
善
な
り
。
不
思

と
い
う
の
は
、
浄
土
の
教
は
不
可
思
議
の
教
法
虹
咄
。

と
述
べ
て
、
聖
道
門
仏
教
を

「
思
」
な
る
仏
教
、
浄
土
教
を

「
不
思
」
な
る
仏
教
と

分
判
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
聖
道
門
仏
教
が
人
間
の
思
考
範
囲
内
に
あ
る
も
の
と
し

て
、
人
間
の
営
為
の
延
長
上
の
仏
教
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
浄
土
教
が
人
間
の
思
考

を
超
え
、
営
為
を
超
え
た
と
こ
ろ
、
人
間
か
ら
は
絶
対
の
断
絶
の
と
こ
ろ
に
開
か
れ

る
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
教
の
祖
師
達
の
浄
土
教
と
の
出

遇
い
が
、
そ
の
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
こ
と
を
法
然
の
出
遇
い
、

す
な
わ
ち
回
心
を
あ
ら
わ
す
文
に
み
て
み
た
い
。

法
然
の
回
心
つ
い
て
、
「和
語
鐙
録
」
に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

出
離
の
心
ざ
し
い
た
り
て
ふ
か

ゝ
り
し
あ
ひ
だ
、
も
ろ
も
ろ
の
教
法
を
信
じ
て
、

も
ろ
も
ろ
の
行
業
を
修
す
、
お
よ
そ
仏
教
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
詮
ず
る
と
こ

ろ
戒

・
定

・
慧
の
三
学
を
ば
す
ぎ
ず
、
(中
略
)
し
か
る
に
わ
が
こ
の
身
は
、

戒
行
に
お
い
て

一
戒
を
も
た
も
た
ず
、
禅
定
に
お
い
て

一
も
こ
れ
を
え
ず
、
智

慧
に
お
い
て
断
惑
証
理
の
正
智
を
え
ず
、
(中
略
)
凡
夫
の
心
は
物
に
し
た
が

ひ
て
う
つ
り
や
す
し
、
た
と
ふ
る
に
さ
る
の
ご
と
し
、
ま
事
に
散
乱
し
て
う
ご

き
や
す
く
、

一
心
し
づ
ま
り
が
た
し
。
元
漏
の
正
智
な
に

ゝ
よ
り
て
か
お
こ
ら

五

法
然

・
親
鸞
の
仏
教

(以
下
、
浄
土
教
と
表
す
)
の
特
質
を
尋
ね
る
と
き
、

一
つ

の
言
葉
が
念
頭
に
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
、

浄
土
教
が
世
界
の
包
括
的
説
明
を
志
す
理
論
仏
教
で
は
な
く
て
、
た
だ
堕
ち
る

も
の
を
救
う
と
い
う
事
相
的
立
場
を
守
る
も
の
で
こ
い
。

と
い
う
、
折
原
脩
三
氏
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
浄
土
教
の
生
命
と
も
い
う

べ
き

一
点
を
的
確
に
押
さ
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
し
く
、
浄
土
教
は
、
世
界

を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
よ
う
と
す
る
所
に
立
場
を
置
く
理
論
仏
教
で
は
な
い
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
理
論
的
把
握

・
説
明
も
含
め
て
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
人
間
の

営
為
の
延
長
上
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
た
だ
堕
ち
る
も
の
を

救
う
」
と
言
わ
れ
る
如
く
、

一
切
の
、
自
己

(人
間
)
に
立
場
を
置
く
営
為
が
完
全

に
行
き
詰
ま
っ
た
所
で
、
そ
の
自
己

(人
間
)
を
再
生
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
自

己
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
期
せ
ず
し
て
出
遇
う
と
い
う
形
で
開
か
れ
る
仏
教
で
あ
る
。

「歎
異
抄
」
の
言
葉
を
も
っ
て
い
う
な
ら
。

法
然

・
親
鸞
の
仏
教
の
特
質

-

-



間
)
の
側
か
ら
は
、
論
証
的
に
導
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
自
己
を
立
場
に
し
た
判
断

・
行
為
等
の

一
切
を
も
っ
て
し
て
、

何
事
も
始
め
え
な
い
と
い
う
所

へ
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
機
の

う
え
に
、
法
そ
の
も
の
の
力
用
に
よ
っ
て
、
自
己
の
側
か
ら
は

「
不
思
議
」
な
る
こ

と
と
し
て
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
機
と
法
と
の
関
係
性
に
つ
い

て
は
、
次
の
、
『恵
信
尼
消
息
』
の
文
に
、
さ
ら
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

後
世
の
事
は
、
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
同
じ
様
に
、
生
死
出
づ
べ
き
道
を

ば
、
た
’ゝ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
し
を
、
う
け
給
は
り
定
め
て
候
し
か
ば
、
上
人

._ . y _ .
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ん
や
。
も
し
元
漏
の
智
剱
な
く
ば
、
い
か
で
か
悪
業
煩
悩
の
き
づ
な
を
た

ゝ
む

や
。
悪
業
煩
悩
の
き
づ
な
を
た

ゝ
ず
ば
、
な
ん
ぞ
生
死
繋
縛
の
身
を
解
脱
す
る

事
を
え
ん
や
。
か
な
し
き
か
な
か
な
し
き
か
な
、
い
か
’ヽ
せ
ん
い
か
ゞ
せ
ん
。

こ
ゝ
に
わ
が
ご
と
き
は
、
す
で
に
戒

・
定

・
慧
の
三
学
の
う
っ
は
物
に
あ
ら
ず
、

こ
の
三
学
の
ほ
か
に
わ
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
。
わ
が
身
に
た
へ
た
る

修
行
や
あ
る
と
、
よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と
め
、
も
ろ
も
ろ
の
学
者
に
と
ぶ
ら
ふ

し
に
、
お
し
ふ
る
人
も
な
く
、
し
め
す
と
も
が
ら
も
な
し
。
し
か
る
あ
ひ
だ
、

な
げ
き
な
げ
き
経
蔵
に
い
り
、
か
な
し
み
か
な
し
み
聖
教
に
む
か
ひ
て
、
て
づ

か
ら
身
づ
か
ら
ひ
ら
き
て
見
し
に
、
善
導
和
尚
の
『観
経
の
疏
』
に
い
は
く
、
「
一

心
専
念
弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
念
不
捨
者
、
是
名
正
定
之

業
、
順
彼
佛
願
故
」
と
い
ふ
文
を
見
え
て
の
ち
、
わ
れ
ら
が
ご
と
く
の
元
智
の

身
は
ひ
と
へ
に
こ
の
文
を
あ
ふ
ぎ
、
も
は
ら
こ
の
こ
と
は
り
を
た
の
み
て
、
念

念
不
捨
の
称
名
を
修
し
て
、
決
定
往
生
の
業
因
に
そ
な
ふ
べ
し
。
た
。ゝ
善
導
の

遺
教
を
信
ず
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
又
あ
っ
く
弥
陀
の
弘
願
に
順
ぜ
り
。
「順
彼

(
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佛
願
故
」
の
文
ふ
か
く
た
ま
し
ゐ
に
そ
み
、
心
に
と
ゞ
め
た
る
也
。

こ
こ
に
は
、
法
然
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
浄
土
教
と
出
遇
わ
れ
た
か
が
極

め
て
リ
ア
ル
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
自
己
に
立
場
を
置
い
た
生
死
出
離
の
歩
み
が
、

ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
り
、
ま
さ
し
く
堕
ち
行
く
以
外
に
な
い
所
で
、
そ
の
自
己
を

蘇
生
せ
し
め
る
法
と
し
て
、
期
せ
ず
し
て
と
い
う
形
を
も
っ
て
出
遇
い
え
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
浄
土
教
は
、
そ
の
真
実
性

・
正
当
性
を
自
己

(人

せ
給
べ
し
と
申
す
と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
、

思
ま
い
ら
す
る
身
な
れ
ば
と
、
様
々
に
人
の
申
候
し
時
も
、
仰
せ
候
し
に
呵
。

こ
れ
は
、
人
々
が
念
仏
に
対
し
て
様
々
な
疑
問
を
提
出
し
た
時
に
、
親
鸞
が
ど
の

よ
う
に
語

っ
た
の
か
を
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ど
の
様
に
し
て
私
達
が
法

に
出
遇
い
、
そ
の
法
に
生
き
る
も
の
と
し
て
自
己
決
定
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

教
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
側
か
ら
の
救
済
の
確
証
、
或
い
は
法
の
真
実

性
の
理
証
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
「世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、

と
ま
で
思
い
ま
い
ら
す
る
身
な
れ
ば
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
自
己
の
迷
妄
性

の
深
さ
、
惑
う
ほ
か
な
き
身

へ
の
徹
底
し
た
自
認
よ
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
清
沢
満
之
の
言
葉
で
い
え
ば
、

私
は
こ
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
、
生
き
て
も
い
ら
れ
ず
、
死
ん
で
往
く
こ
と

(
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)

も
出
来
ぬ
。
私
は
こ
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。

た
と
ひ
悪
道
に
わ
た
ら

の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
處
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ



「
唯
」
は
た
5　
1J
の
こ
と
ひ
と

つ
と

い
ふ
。
ふ
た

つ
な
ら
ぶ
こ
と
を
き
ら
ふ
こ

と
ば
な
り
。
ま
た

「
誰
」
は
ひ
と
り
と
い
ふ
こ

ゝ
ろ
な
り
。

い

い
、

ま
た
、

爰
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
、
慶
ば
し
い
か
な
、
西
蕃

・
月
支
の
聖
典
、
東
夏

・
日
域

の
師
釈
に
遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
。

と
語
る
如
く
、
生
死
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
負
の

一
念
に
お
い
て
そ
の

真
実
性
が
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
、
法
は

「
不
思
議
」
の
法
な
の
で

あ
っ
て
、
私
の
思
議
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
に
お
い

て
は
、
迷
う
ほ
か
な
し
の
自
認
に
お
い
て
、
そ
の
法
を
決
断
的
に
選
び
取
る
か
否
か

　　

と

の
み
が
問
わ
れ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
親
鸞
が
、
聖
道
門
を
捨
て
て
、
浄

土
門
に
帰
す
る
こ
と
を
勧
め
る
に
あ
た
っ
て
、
浄
土
門
の
真
実
性
の
主
張
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
「自
ら
己
が
能
を
思
慮
せ
£
」
「己
が
分
を
思
慮
せ
。ぷ
」
と
い
う
語
に
象

徴
さ
れ
る
如
く
、
徹
底
し
て
、
機
の
自
覚
を
呼
び
か
け
る
こ
と
を
以
て
す
る
所
以
が

あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
付
言
す
る
な
ら
、
そ
の
機
の
自
覚
は
、
自
覚

一
般
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
え
な
い
。
徹
底
し
て
具
体
的

一
人
に
お
け
る
こ
と
で
あ
り
、
今
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
折
原
脩
三
氏
が

「事
相
的
」
と
押
さ
え
る
こ
と
の
大
切
な
内
容
が
あ
る
。
「事

相
的
」
と
は
、
理
論
的

・
一
般
的
に
対
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
実
践
的
、
あ
る
い
は

具
体
的
と
い
う
よ
う
な
内
容
を
含
ん
だ
意
味
と
し
て
私
は
了
解
す
る
。
親
鸞
が
、
自

ら
の
信
を
語
る
に
、
「親
鸞
に
お
い
乙
匹
」
と
し
て
語
り
、
ま
た
、
大
切
な
と
こ
ろ
で
、

「
一
人
」
の
確
認
語
を
以
て
す
る
意
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、
「今
」
の
語
を
も
っ
て

す
る
意
も
、
そ
の
よ
う
な
、
事
相
的
立
場
に
立
っ
て
の
表
明
で
あ
る
と
い
え
る
。

事
相
的
立
場
に
立
つ
浄
土
教
は
、
具
体
的

一
人
に
お
け
る
今
の
こ
と
で
あ
る
こ
と

に
お
い
て
、
決
し
て
既
成
化

・
理
論
化
し
な
い
仏
教
で
あ
る
。
親
鸞
は
。

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

一
人
が
た
め

な
り
け
り
。

法
然

・
親
鸞
の
仏
教
の
特
質

然
る
に
今

特

に
方
便
の
真
門
を
出
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
七
咄
。

等
と
い
う
。
一
人
に
お
い
て
、
今
な
る
こ
と
と
し
て
、
法
に
出
遇
う
。
逆
に
い
え
ば
、

法
と
の
出
遇
い
、
そ
こ
に
、
始
め
て

「今
」
が
与
え
ら
れ
、
「
一
人
」
が
開
か
れ
る

と
い
え
る
。
ま
さ
し
く
、
空
過
が
破
ら
れ
て
、
自
覚
的
現
在
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
如
き

「堕
ち
る
も
の
を
救
う
」
と
い
う
事
相
的
立
場

に
用
ら
く
法
、
そ
れ
が
、

如
来
の
作
願
を
た
づ
ぬ
れ
ば

　

苦
悩
の
有
情
を
す
て
ず
し
て

回
向
を
首
と
し
た
ま
ひ
て

　　

大
悲
心
を
ば
成
就
七
伺

と
和
讃
さ
れ
る
如
く
、
理
想
的
に
彼
方
に
追
い
求
め
ら
れ
る
、
果
成
の
智
慧
と
し
て

の
法
で
は
な
く
て
、
苦
悩
の
現
実
の
根
源
に
感
得
さ
れ
、
見
出
さ
れ
る
本
願
と
し
て

の
因
位
の
法
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
ま
た
、
苦
悩
の
有
情
と
し
て
、
堕
ち
行
く
も
の
の
自
覚
に
お
い
て
出
遇
わ

れ
る
法
、
故
に
そ
れ
は
、
衆
生
の
現
実
を
徹
底
的
に
超
越
し
て
働
く
法
で
な
け
れ
ば

七
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な
ら
な
い
。
超
越
し
て
働
く
が
ゆ
え
に
、

一
切
の
条
件
を
問
う
こ
と
な
く
、
何
時
で

も
、
ど
ん
な
時
で
も
そ
の
法
に
立
ち
帰
り
、
そ
こ
に
救
い
を
え
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。

法
然
は
、
「選
択
集
」
「
二
行
章
」
に
お
い
て
、
善
導
の
文
に
も
と
づ
い
て
、
聖
道

・

浄
土
の
二
門
に
つ
い
て
正
雑
二
行
の
得
失
を
判
じ
て
、
親
疎
対

・
近
遠
対

・
無
間
有

間
対

・
不
回
向
回
向
対

・
純
雑
対
の
五
つ
の
相
対
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
後

の
純
雑
対
の
み
は
善
導
の
文
に
な
く
、
善
導
の
文
か
ら
は
、
は
み
出
し
て
い
る
。
又

そ
の
純
雑
対
を
も
っ
て
全
体
の
結
論
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
雑
二
行
を
相
対
す

る
に
つ
い
て
、
法
然
に
と
っ
て
、
い
か
に
純
雑
対
が
重
要
で
あ
っ
た
か
が
伺
え
る
。

そ
こ
に
は
、

第
五
に
純
雑
対
と
い
ふ
は
、
先
ず
純
と
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
は
、
純
ら
是

極
楽
の
行
な
り
。
次
に
雑
と
は
、
是
純
ら
極
楽
の
行
に
あ
ら
ず
。
人
天
及
び
三

乗
に
通
じ
、
亦
十
方
浄
土
に
通
ず
。
故
に
雑
と
云
う
。
然
れ
ば
、
西
方
の
行
者
、

須
か
ら
く
雑
行
を
捨
て
て
正
行
を
修
す
べ
き
に
必
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

一
切
の
人
間
的
営
為
か
ら
自
立
し
た
宗
教
の
確
立

が
浄
土
教
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
人
間
的
営
為
か
ら
の
自
立
が
成
り

立
っ
て
い
な
い
の
が
雑
行
に
立
つ
聖
道
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
指
摘
す
る
も

の
で
あ
る
。
法
然
は
、
さ
ら
に
引
き
続
い
て
、

問
う
て
日
く
。
此
の
純
雑
の
義
、
経
論
の
中
に
於
い
て
其
の
詮
捺
有
し
昶
。

と
、
こ
れ
ま
で
に
、
仏
教
の
歴
史
の
中
で

「純
雑
」
と
い
う
相
対
が
あ
っ
た
か
と
い

う
こ
と
を
問
い
、
長
々
と
そ
の
事
例
を
挙
げ
て
答
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
問
い
、

八

長
々
と
事
例
を
挙
げ
て
答
え
る
法
然
の
意
は
充
分
に
了
解
し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

私
は
、
そ
の
問
答
の
と
こ
ろ
に
、
純
な
る
仏
教
、
す
な
わ
ち
真
に
人
間
を
超
え
て
、

そ
れ
ゆ
え
に
何
時
で
も
ど
の
よ
う
な
時
で
も
人
間
を
救
う
宗
教
を
求
め
て
つ
い
に
求

め
え
な
か
っ
た
仏
教
の
歴
史
が
法
然
の
意
中
深
く
で
振
り
返
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
法
然
は
。

行
住
坐
臥
に
名
号
を
と
な
ふ
べ
し
。
時
処
諸
縁
に
こ
の
願
を
た
の
む
べ
(J
・

と
述
べ
る
。

堕
ち
行
く
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
し
、
そ
の
こ
と
を
以
て
真
実
な
る
法
で
あ
る

本
願
と
値
遇
す
る
。
そ
こ
に
始
ま
る
人
生
は
、
唯
、
本
願
に
依
る
か
否
か
の
み
が
問

わ
れ
る
人
生
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の

一
点
を
外
す
と
き
、
自
ら
の
生
そ
の
も
の

が
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
生
の
全
て
を
、
そ
の

一
点
に
立

っ
て
生
き
、
そ

の
一
点
か
ら
全
体
を
捉
え
直
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
法
然

・
親
鸞
の
仏
教
が
あ
る
の

で
あ
る
。
今
、
折
原
氏
が
、
「
た
だ
堕
ち
る
も
の
を
救
う
と
い
う
事
相
的
立
場
を
守

る
も
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
意
は
、
そ
の
よ
う
な
、
機
と
法
と
の
関
わ
り
の
端

的
に
常
に
立
ち
続
け
。
そ
こ
に
開
け
る
生
を
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
浄
土
教
の
立
場

・

意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
、
「事
相
的
立
場
を
守
る
」
と
い
う

一
点

を
外
し
た
と
き
、
浄
土
教
は
、
そ
の
宗
教
と
し
て
の
独
自
な
命
を
喪
失
す
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

-

-

-



本
的
課
題
と
な
る
。
そ
こ
を
外
す
と
き
、
惑
い
の
他
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
折
原
氏
も
注
目
し
て
い
る
が
、
座
談
で
の
平
和
を
め
ぐ
る
、

曽
我
量
深
師
の
次
の
如
き
発
言
は
重
要
で
あ
る
。

こ
の
世
界
に
平
和
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
(中
略
)
五
濁
悪
世
の
中
に
お
い

て
で
す
ね
…
…
。
他
人
の
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
、
自
分
だ
け
平
和
で
あ
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
あ
り
ま
せ
ん
か
ね
。
五
濁
悪
世
を
五
濁
悪
世
と

素
直
に
受
け
取
れ
ば
い
い
。
そ
れ
を
素
直
に
受
け
取
る
心
が
平
和
な
ん
で
し
ょ

う
。
五
濁
悪
世
を
平
和
に
し
よ
う
な
ん
て
ね
、
そ
ん
な
の
は
平
和
で
あ
り
ま
せ

ん
わ
。
だ
か
ら
五
濁
悪
世
を
そ
の
ま
ま
、
こ
う
、
そ
う
い
う
も
の
に
悩
ま
さ
れ

な
い
と
。
(中
略
)
自
分
だ
け
平
和
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
他
人
の
こ

と
を
か
れ
こ
れ
い
う
の
で
は
な
い
、
世
の
中
は
ど
ん
な
に
困
難
な
問
題
が
あ
り

ま
し
て
も
、
自
分

一
人
平
和
で
あ
れ
ば
よ
い
。
自
分

一
人
平
和
で
あ
れ
ば
、
そ

の自分
一人平和
であ
るとI
どうして自分
一人平和
であ
るかと、そ

れ
を
自
分
と
同
じ
悩
み
を
も
っ
て
い
る
人
に
伝
え
て
い
け
ば
い
い
ん
で
は
あ
り

(
26
)

ま
せ

ん
か
。

私
は
、
こ
の
こ
と
が
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
が
、
浄
土
教
を
真
に
自
ら
の
宗
教
と

し
て
生
き
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
極
め
て
大
切
で

あ
る
と
思
う
。
言
い
切
れ
な
い
と
し
た
ら
、
浄
土
教
と
人
間
と
し
て
の
現
実
の
狭
間

に
あ
っ
て
、
双
方
に
対
し
て
限
り
無
く
弁
解
を
繰
り
返
し
て
い
く
以
外
に
な
い
で
あ

ろ
う
。
浄
土
教
を
自
ら
が
生
き
る
根
拠
と
し
て
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が

言
え
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。

九

で
は
、
そ
こ
か
ら
開
け
る
生
と
は
実
際
的
に
ど
の
様
な
生
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
徹
底
し
て
、
自
己
の
依
拠
で
あ
る
本
願
が
機
と
し
て
い
る
現
実
と
し
て
、
自

己
の
現
実
を
受
け
取
っ
て
い
く
歩
み
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
自
心
を
立
場
に
し
て

現
実
を
把
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「歎
異
抄
」
に
は
、
そ
の
生
き
方
が
、

親
鸞
聖
人
の
常
の
仰
せ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

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

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
あ
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
に
匹
。

こ
の
語
は
、
本
願
に
立
脚
す
る
生
き
方
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
常
に

「
よ

く
よ
く
」
本
願
を
案
ず
る
こ
と
に
お
い
て

「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
に
た

ち
か
え
り
、
そ
の
身
を
生
き
る
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
つ
ね
の
仰
せ
」
と
は
、
単

に
現
象
的
に
い
つ
も
仰
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の

人
生
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
、
親
鸞
の
生
き
方
の
全
体
性
を
示
す
言

葉
で
あ
る
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
の
生
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
こ

と
に
お
い
て

「
つ
ね
の
仰
せ
」
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
本
願
を
念
ず
る
こ
と
に
お

い
て
、
そ
の
機
と
し
て
の
現
実
、
す
な
わ
ち

「
そ
く
ば
く
の
業

ざ
も
ち
け
る
身
」
を
、

自
身
の
現
実
と
し
て
生
き
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
親
鸞
の
生
涯
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
の
み
、
堕
ち
ゆ
く
者
と
し
て
の
親
鸞
が
生
き
え
る
唯

一
の
生
き
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
、
何
を
為
す
か
と
い
う
こ
と
は
、
主
要
テ
ー
マ
と
は
な
り
え
な
い
。

唯
、
本
願
に
立
ち
帰
り
、
本
願
の
機
と
し
て
現
実
を
認
得
し
、
荷
負
す
る
こ
と
が
根

法
然

・
親
鸞
の
仏
教
の
特
質
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勿
論
こ
の
言
葉
は
、
人
間
の
自
己
意
識
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
は
な
い
。

自
己
意
識
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
現
実
に
対
す
る
無
責
任
で
人
間
生
活

を
放
棄
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
自
己
の
無

能
の
自
覚
に
お
い
て
、
本
願
に
唯

一
の
根
拠
を
見
出
し
え
た
者
が
、
本
願
に
照
射
さ

れ
つ
つ
語
っ
て
い
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
直
接
的
に
い
え
ば
本
願
の
言
な
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
私
の
方
か
ら
い
え
ば
、
本
願
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
全
現
実
を
、
始
め
て
受
け
止
め
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
こ
の
言
葉
は
、
現
実
の
一
々
の
事
柄
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど
の

よ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
語
る
も
の
で
は
な
い
。
本
願
の
機
と
し
て
始
め

て
人
間
の
全
現
実
を
捉
え
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
自
覚
的
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
に

生
き
る
こ
と
を
見
出
し
え
た
者
が
、
現
実
の
個
々
の
事
柄
に
つ
い
て
、
ど
う
認
識
を

し
、
関
わ
る
か
は
、
ま
た
別
の
レ
ベ
ル
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
本
願
の
機
と
し
て
、

人
間
の
全
現
実
を

「
五
濁
悪
世
」
と
し
て
、
始
め
て
捉
え
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
が
、
曽
我
量
深
師
の
こ
の
言
葉
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
浄
土
教
に
生
き
る
も
の
と
し
て
自
己
決
定
し
た
者
が
、
自

己

一
人
に
お
い
て
、
ま
ず
、
こ
の
こ
と
が
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
が
決
定
的
に
重
要

な
事
柄
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
個
々
の
現
実

へ
の
歩
み
出
し
が
始
ま
る
の
で
あ

る
。
そ
の
歩
み
だ
し
と
い
う
も
、
ま
ず
、
こ
の
こ
と
が
言
い
切
れ
た
所
か
ら
し
か
、

何
事
も
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

浄
土
教
は
、
一
々
の
現
実
の
事
柄
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

一
度
は
、
そ
の
こ
と
へ
の
断
念
を
通
し
て
、
た
だ
、
何
時
で
も
ど
ん
な
時
に
も
、
本

願
に
立
つ
こ
と

一
つ
を
生
き
方
と
し
て
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
(J
・

と
の
法
然
の
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
私
達
の
日
日
は
、
常
に
個
々
の
事
柄
に
つ
い
て
、
判
断
を
迫
ら
れ
態
度

決
定
が
要
求
さ
れ
る
現
実
を
生
き
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

な
日
々
の
事
に
対
し
て
、
ど
う
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
法
然

・

親
鸞
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
「
五
濁
悪
世
」
を

一
歩
も
超
え
出
な
い
現
実

に
お
い
て
、
本
願
を
念
ず
る
歩
み
が
、
決
定
し
開
い
て
く
る
も
の
と
い
う
他
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
語
っ
て
い
る
の
が
、
法
然
の
次
の
よ
う
な
言
葉

で
あ
る
。

た
ゞ
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
ま
め
や
か
に
ほ
と
け
の
御
心
に
か
な
は
ん
事
を
お
も

ひ
て
、
う
ち
み
に
ま
事
を
お
こ
し
て
、
外
相
を
ば
機
嫌
に
し
た
が
ふ
べ
き
也
。

機
嫌
に
し
た
が
ふ
が
よ
き
事
な
れ
ば
と
て
、
や
が
て
内
心
の
ま
事
も
や
ぶ
る
る

(
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ま
で
ふ
る
ま
は
ゞ
、
又
至
誠
心
か
け
た
る
心
に
な
り
ぬ
べ
し
。

こ
こ
で
、
法
然
は
、
念
仏
者
の
生
き
方
と
し
て

「機
嫌
」
す
な
わ
ち
そ
の
時

・
所
の

状
況
に
し
た
が
っ
て
生
き
よ
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
は
言
わ
な
い

四



と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
常
に
本
願
に
立
ち
返
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
困
難
で
あ

る
か
。
二
河
1　
に
お
い
て
、
旅
人
が
水
火
二
河
を
前
に
し
て
念
言
す
る
こ
と
の
中
で
、

「南
北
に
避
り
走
ら
ん
と
大
昶
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
に
立
ち
返
る
こ
と
か
ら
離

反
し
て
、
現
実
の
課
題
に
直
接
的
に
対
応
し
て
い
こ
う
と
す
る
在
り
方
を
示
し
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時

「悪
獣
毒
虫
競
い
来
り
て
我
に
向
大
竹
」
と
あ
る
如
く
、

惑
い
の
淵
に
沈
む
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
り
、
生
の
全
体
性

・
開
け

(こ
れ
が
、
先
の

曽
我
量
深
師
の

「自
分

一
人
平
和
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
内
容
で
あ
ろ
う
)
を
喪
失

す
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
丸
山
照
雄
氏
司
会
の
も
と
に
行
わ
れ
た
、
安
田
理
深
師
と
茂
田
井
教
亨

氏
と
の
対
談

「不
安
に
立
つ
」
に
お
い
て
、
対
談
の
最
後
に
出
さ
れ
た
丸
山
照
雄
氏

の
問
い
に
対
し
て
、
安
田
理
深
師
が
当
座
に
答
え
た
発
言
を
、

一
夜
開
け
た
翌
日
に

撤
回
し
て
、
再
度
答
え
直
し
て
い
る
が
、
そ
の
展
開

・
経
緯
の
と
こ
ろ
に
、
本
願
に

立

っ
て
生
き
る
こ
と
の
困
難
さ
を
学
び
と
る
と
同
時
に
、
常
に
、
本
願
に
立
ち
返
る

こ
と
を
見
失
っ
て
惑
う
私
達
に
と
っ
て
、
本
願

へ
立
ち
返
る
べ
き
方
向
が
示
教
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
思
う
。

丸
山
照
雄
氏
は
、
安
田
理
深
師
に
、

二
十

一
世
紀

へ
向
け
て
、
宗
教
、
哲
学
、
思
想
を
ト
ー
タ
ル
に
包
ん
だ

”未
来

(
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像
”
を
ど
ん
な
ふ
う
に
お
考
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

と
問
う
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
安
田
理
深
師
は
、

(前
略
)
仏
教
の
概
念
で
い
え
ば
、
浄
土
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
(中
略
)

一

一

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
無
制
約
的
に
、
た
だ
流
さ
れ
て
生
き

よ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「内
心
の
ま
事
」
、
す
な
わ
ち
本
願
の

信
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
立
っ
て
の

「機
嫌
に
し
た
が
ふ
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「機

嫌
」
に
は
、
人
間
の
全
営
み

・
努
力
等
の

一
切
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
法
然
の
言
葉
は
、
本
願
に
立
ち
返
っ
て
、
五
濁
の
現

実
を
力
を
尽
く
し
て
生
き
よ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
法
然
が
示
す
生
き
方

を
、
今

一
歩
押
し
進
め
て
表
現
し
て
い
る
の
が
、
親
鸞
の

「世
を
厭
う
し
る
し
」
等

の
言
葉
で
あ
る
。

親
鸞
は
、

と
し
ご
ろ
念
仏
し
て
往
生
を
ね
が
う
し
る
し
に
は
、
も
と
あ
し
か
り
し
わ
が
こ

こ
ろ
を
も
お
も
い
か
え
し
て
、
と
も
の
同
朋
に
も
ね
ん
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
の
お
わ

し
ま
し
あ
わ
ば
こ
そ
、
世
を
い
と
う
し
る
し
に
て
も
そ
う
ら
わ
め
と
こ
そ
、
お

(
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ぼ
え
そ
う
ら
え
。

等
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
し
る
し
」
と
い
う
こ
と
が
、

こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
当
為
性
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本

願
の
う
な
が
し
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、自
然
に
現
れ
来
る
姿
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
は
、
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て

「
し
る
し
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。

造
悪
無
碍
の
惑
い
の
現
実
に
対
し
て
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
語
っ
て
い
る
言
葉
で

あ
る
。
本
願
に
立
脚
し
て
、
機
嫌
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
者
の
上
に
、
本
願
の
功
徳

が
現
れ
来
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
親

鸞
は

「
し
る
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
心
に
立
っ
て
、
「
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」

法
然

・
親
鸞
の
仏
教
の
特
質



一
二

私
は
、
こ
こ
に
、
人
間
に
立
場
を
置
く
思
想
文
化
と
、
徹
底
し
て
人
間
を
超
え
た

と
こ
ろ
に
立
場
を
置
く
法
然

・
親
鸞
の
仏
教
と
の
画
さ
れ
る
べ
き

一
線
が
明
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
思
う
。
人
間
を
立
場
と
し
て
、
い
か
な
る
未
来
を
も
提
示
し
え
な
い
。

「人
間
は
た
だ
自
己
を
変
革
し
て
い
く
」
、
す
な
わ
ち
、
本
願
を
離
れ
て
立
と
う
と

す
る
自
己
を
捨
て
て
、
本
願
に
立
ち
返
っ
て
い
く
こ
と
の
み
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
立
ち
返
る
こ
と
の
徹
底
化
の
中
に
、
本
願
そ

の
も
の
が
未
来
を
開
い
て
い
く
と
し
か
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
未
来
に
つ
い
て

予
測
的
に
述
べ
る
こ
と
は
、
人
間
の
分
限
を
超
え
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
三
号

名
号
を
通
し
て
浄
土
を
実
現
す
る
。
名
号
が
本
願
で
な
い
世
界
を
包
む
。
そ
う

す
る
と
、
そ
こ
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
実
現
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
の
が
仏
教
の

側
か
ら
応
え
た
形
で
す
け
ど
、
そ
れ
を

一
般
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

マ
ル
キ
シ

ズ
ム
や
社
会
主
義
の
要
求
を
包
む
よ
う
な
ブ
ロ
デ
ィ
ス
タ
ン
ト
に
な
る
、
そ
う

(
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い
う
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

と
、
そ
の
時
に
応
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
未
来
像
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
翌
朝
、
そ
れ
を
撤
回
す
る
。

昨
晩
の
、
未
来
像
の
問
題
は
あ
れ
は
問
い
が
悪
い
。
未
来
像
と
い
う
よ
う
な
も

の
が
、
人
間
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

未
来
と
い
う
も
の
は
本
願
の
中
に
あ
る
。
。像
”
を
人
間
が
描
け
ば
妄
想
で

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
幻
に
す
ぎ
な
い
。
過
去
も
未
来
も
現
在
も
本
願
に

属
す
る
世
界
だ
。
で
は
、
凡
夫
た
る
人
間
は
ど
う
な
の
か
。
人
間
は
た
だ
自
己

を
変
革
し
て
い
く
こ
と
だ
け
し
か
で
き
な
い
。
本
願
は
如
来
の
呼
び
か
け
だ
。

そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
、
我
が
立
ち
上
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
自
己
変
革
で

(
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と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
安
田
理
深
師
の
発
言
内
容
の
撤
回
と
変
更
に
つ
い

て
、
茂
田
井
教
亨
氏
は
、
次
の
よ
う
に
、
補
記
で
述
べ
て
い
る
。

前
夜
丸
山
氏
の
質
問
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
先
生
は
、
知
識
人

・
思
想
家
と

し
て
の
安
田
理
深
で
あ
る
。
先
生
は
床
に
入
っ
て
か
ら
親
鸞
人
、
真
宗
人
に
変

わ
っ
た
。
翌
朝
の
安
田
氏
こ
そ
、
本
当
の
本
願
に
生
き
る
信
仰
人
だ
な
と
思
っ

(
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た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
法
然

・
親
鸞
の
仏
教
は
、
堕
ち
る
者
を
救
う
と
い
う
事

相
的
立
場
を
守
る
も
の
で
あ
り
、
事
相
的
立
場
に
働
く
法
で
あ
る
本
願
に
た
だ
立
脚

す
る
か
否
か
の
み
を
問
う
宗
教
で
あ
る
。
そ
の

一
点
か
ら
全
現
実
を
捉
え
て
い
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
人
間
の

一
々
の
事
柄
に
対
し
て
、
直
接
的
な

対
応
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
現
実
と
い
え
ど
も
、
本
願
の
機
と

し
て

「
五
濁
悪
世
」
を

一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
と
の
認
識
を
開
く
の
で
あ
り
、

現
実
を

「
五
濁
悪
世
」
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
を
え
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
始
ま
る
、
具
体
的
な
、
一
々

の
対
応
は
、
本
願
を
念
ず
る
歩
み
に
お
い
て
、
各
人
が
、
各
縁
の
中
で
、
時
々
に
選

び
決
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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註
ら

1
W

「未
来
の
親
鸞
」
(春
秋
社
刊
)
二
三

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
六
六
四

「最
後
の
親
鸞
」
(春
秋
社
刊
)

　

一
〇

「現
代
の
眼
」

　

一
九
七
八
年
三
月
号

　

一
四
七

「日
本
の
思
想
」
四

「
日
蓮
集
」
(筑
摩
書
房
刊
)

　

一
ニ

ー

「伝
統
と
現
代
」
三
九
号

　

一
二
〇

「親
鸞
と
日
蓮
」
(河
出
書
房
新
社
刊
)

　

一
七
八

「ひ
と
つ
の
親
鸞
」
(研
文
出
版
刊
)
二
〇
六

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
七
八
八

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
四
一
・
四
五
九

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
六
六
九

「真
宗
聖
教
全
書
」
四
1
六
七
九

「真
宗
聖
教
全
書
」
五
-

一
〇
五

「定
本
清
沢
満
之
文
集
」
九
四

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー

一
四
七
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一 一 一 一 一 一

21　 20　 19　 18　 17　 16
- - 一 一 一 一

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー

一
六
八

「歎
異
抄
」
に
何
度
か
見
ら
れ
る
。

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
七
九
二

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
六
ニ
ー

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー

ー

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー

一
六
六

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
五
二
〇

「真
宗
聖
教
全
書
」

一―
九
三
八

「真
宗
聖
教
全
書
」
四
-
五
九
七

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
七
九
二

「曽
我
量
深
対
話
集
」
(弥
生
書
房
刊
)

　

一
五
七

「真
宗
聖
教
全
書
」
四
-
六
八
三

「真
宗
聖
教
全
書
」
四
-
六

一
三

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
六
八
八

「真
宗
聖
教
全
書
」
ニ
ー
五
五

「不
安
に
立
つ
」
(東
京
新
聞
出
版
局
刊
)
三
〇

一

「不
安
に
立
つ
」
三
〇
二

今
日
、
真
宗
教
団
が
、
特
に
差
別
の
問
題

・
戦
争
責
任
の
問
題
で
厳
し
く
問
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
充
分
課
題
化
し
て
い
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
単
な
る
善
悪
レ
ベ
ル
の
事
と
し
て
で
は

な
く
、
ど
こ
ま
で
も
、
真
宗
に
生
き
る
も
の
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
解
明
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
何
故
、
そ
の
よ
う
な
過
ち
を
犯
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
犯
す

の
か
。
何
が
間
違
い
で
あ
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
本
願
の
機
と
し
て
生
き
る
こ
と

の
内
か
ら
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
思
う
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
歩
み
の
中
で
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
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引
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、
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文
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漢
文
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