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浄
土
真
宗
の
仏
教
者
で
あ
る
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
―
一
九
〇
三
）
の
思
想
に
お

い
て
、
誠
の
極
み
で
あ
る
至
誠
心
は
、
信
仰
に
お
い
て
も
道
徳
に
お
い
て
も
、
重
要

な
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
至
誠
心
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
り
、
な
ぜ
重
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
な
検
討
が
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
浄
土
真
宗
の
開
祖
と
さ
れ
る
親
鸞
に
お

け
る
真
実
心
に
つ
い
て
の
検
討
を
踏
ま
え
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

清
沢
に
お
い
て
自
己
と
は
、
各
々
区
別
を
持
つ
一
個
の
有
限
と
い
う
す
が
た
を
表

と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
裏
に
は
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
無
限
な
る
存
在
の
内
に
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
と
の
区
別
を
超
え
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
す
が
た
を

持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
す
が
た
に
お
い
て
、
他
者
と
区
別
さ
れ

た
自
己
の
心
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
区
別
を
超
え
た
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
真
実
心
が
至
誠
心
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

清
沢
は
、
こ
の
至
誠
心
に
基
づ
く
道
徳
を
、
目
指
す
べ
き
「
真
正
の
道
徳
」
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
我
々
は
あ
く
ま
で
前
者
と
し
て
の
す
が
た
を
表
と
し
て

生
き
て
い
る
ゆ
え
、
他
者
と
区
別
を
持
っ
た
心
に
よ
っ
て
行
為
す
る
こ
と
し
か
で
き

ず
、
「
真
正
の
道
徳
」
に
挫
折
す
る
こ
と
に
な
る
。
至
誠
心
を
持
た
ず
に
な
さ
れ
る
道

徳
は
、
自
己
の
独
断
に
よ
っ
て
善
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
、
他
者
へ
与
え
て
あ
げ
て

い
る
と
い
う
傲
慢
さ
を
持
ち
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
行
為
さ
え
も
、
す
べ
て
の
他

者
へ
無
差
別
平
等
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
至
誠
心
に
基
づ
く
こ
と
の
な
い
道
徳
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
陥
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
「
真
正
の
道
徳
」
に
挫
折
す
る
こ
と
で
知
ら
し
め

ら
れ
る
。
人
間
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を

自
覚
し
反
省
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
。
正
義
を
振
り
か
ざ
し
、
善
と
い
う
名
の
も

と
に
な
さ
れ
る
行
為
が
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
反
省
す
る

こ
と
の
必
要
性
を
、
清
沢
は
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

は
じ
め
に 

  

誠
の
一
字
を
目
に
す
る
と
き
、
新
撰
組
を
思
い
浮
か
べ
る
日
本
人
は
少
な
く
な
い

だ
ろ
う
。
近
藤
勇
（
一
八
三
四
―
一
八
六
八
）
を
始
め
と
す
る
面
々
が
、
徳
川
幕
府

に
対
す
る
私
心
な
く
い
つ
わ
り
の
な
い
真
実
の
心
で
あ
る
誠
を
旗
印
に
掲
げ
、
反
幕

府
勢
力
の
弾
圧
に
従
事
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
―
一
九
〇
三
）
は
、
こ
の
新
撰
組
結

成
の
年
に
生
ま
れ
、
浄
土
真
宗
の
仏
教
者
と
し
て
、
宗
教
哲
学
者
と
し
て
、
活
躍
し

た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
弟
子
で
あ
る
暁
烏
敏
（
一
八
七
七
―
一
九
五
四
）
に
よ
る
と
、

「
先
生
が
尤
も
好
ま
れ
し
文
字
を
求
む
れ
ば
、
そ
れ
誠
の
一
字
か
。
而
し
て
先
生
の

歴
史
は
、
こ
の
誠
の
一
字
に
て
貫
か
れ
た
り
と
い
ふ
も
愚
な
か
ら
ん
か
」（
１
）

と
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
清
沢
の
生
涯
も
ま
た
、
誠
で
あ
ろ
う
と
す
る
志
に
貫
か
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
（
２
）

。
そ
れ
は
、
「
信
力
院
釈
現
誠
」
と
い
う
清
沢
の
法
名
に
も
、

よ
く
表
れ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
浄
土
真
宗
で
は
、
阿
弥
陀
仏
へ
対
す
る
至
誠
心
を
、
極
楽
浄
土
へ
往

生
す
る
た
め
に
必
要
な
心
の
一
つ
と
し
て
い
る
が
、
清
沢
は
こ
の
至
誠
心
を
、
道
徳

の
根
本
と
し
て
も
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
清
沢
に
お
い
て
、
誠
の
極
み
で
あ

る
至
誠
心
と
は
、
信
仰
の
対
象
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
と
い
う
絶
対
者
へ
向
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
道
徳
行
為
の
対
象
で
あ
る
他
人
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
ま
た
、
倫
理
学
者
の
相
良
亨
は
、
「
「
誠
実
」
を
否
定
す
る
日
本
人
は
ま
ず
あ
る
ま

い
。
他
の
こ
と
は
、
あ
る
が
如
く
、
な
い
が
如
く
曖
昧
で
あ
る
が
、
こ
の
「
誠
実
」

だ
け
は
倫
理
と
し
て
確
固
と
し
て
日
本
人
の
心
の
中
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
で

あ
る
」（
３
）

と
述
べ
、
日
本
人
は
伝
統
的
に
誠
を
中
心
と
す
る
倫
理
観
を
も
っ
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
至
誠
と
い
う
概
念
に
主
眼
を
置
き
、
清
沢
の
思
想
を
考
察
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
（
４
）

。
清
沢
に
お
い
て
至
誠
と
は
い
か



な
る
も
の
な
の
か
。
至
誠
が
信
仰
と
道
徳
の
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
本
稿

の
目
的
は
、
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
、
清
沢
に
お
け
る

信
仰
と
道
徳
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
新
た
な
角
度
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
し
て
、
現
代
の
我
々
が
、
至
誠
を
要
と
す
る
清
沢
の
道
徳
観
か
ら
、
何
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

一 

親
鸞
に
お
け
る
三
心
釈 

  

清
沢
に
お
け
る
至
誠
心
の
検
討
に
先
立
ち
、
本
章
で
は
、
彼
が
信
仰
し
た
浄
土
真

宗
の
開
祖
と
さ
れ
る
親
鸞
に
よ
る
、
真
実
の
心
、
誠
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
確

認
し
て
お
く
。
浄
土
に
関
す
る
代
表
的
な
経
典
に
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿

経
』
『
阿
弥
陀
経
』
の
三
つ
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
法
蔵
と

い
う
名
の
菩
薩
（
５
）

が
四
十
八
の
誓
願
を
立
て
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
成
就
し
阿
弥
陀

仏
と
い
う
仏
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
が
説
か
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
誓
願
の
な
か
で
、

親
鸞
が
最
も
重
要
と
す
る
第
十
八
願
は
、
次
の
よ
う
な
文
言
と
な
っ
て
い
る
。 

  
 

設
ひ
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
れ
ん
と

欲
し
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
、
若
し
生
れ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。（
６
） 

  

中
国
浄
土
教
の
大
成
者
で
あ
る
善
導
は
、
こ
の
願
に
お
け
る
「
乃
至
十
念
」
と
い

う
語
を
、
わ
ず
か
十
回
で
も
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
た
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
解
釈
は
、
善
導
か
ら
日
本
浄
土
教
の
開
祖
で
あ
る
法
然
へ
、
そ
し
て
法
然

を
師
と
し
た
親
鸞
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
は
、
こ
の
第
十

八
願
を
「
も
し
も
、
私
が
成
仏
し
た
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
い
る
生
き
と
し
生

け
る
者
た
ち
が
、
心
を
至
し
て
信
じ
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
い
、
わ
ず
か
十
回

で
も
念
仏
を
称
え
た
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
が
み
な
、
浄
土
に
生
ま
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
私
は
完
全
な
る
悟
り
を
取
る
ま
い
」
と
読
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。 

 

こ
の
願
を
含
む
四
十
八
願
は
成
就
さ
れ
、
法
蔵
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
至
心
、
信
楽
、
欲
生
し
、
念
仏
を
称
え
る
衆
生
は
、
楽
に
満
ち
た
浄
土
に

必
ず
往
生
で
き
る
と
確
約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
が
浄
土
に
往
生
し
、
苦
し

み
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
誓
願
を
成
就
し
た
阿
弥
陀
仏
の
力
に
よ
る

の
で
あ
り
、
こ
の
力
は
本
願
力
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 

で
は
、
親
鸞
に
お
い
て
、
第
十
八
願
に
説
か
れ
て
い
る
至
心
、
信
楽
、
欲
生
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

「
十
方
衆
生
」
と
い
ふ
は
、
十
方
の
よ
ろ
づ
の
衆
生
と
い
ふ
也
。
「
至
心
信
楽
」

と
い
ふ
は
、
至
心
は
真
実
と
ま
ふ
す
な
り
、
真
実
と
ま
ふ
す
は
如
来
の
御
ち
か

ひ
の
真
実
な
る
を
至
心
と
ま
ふ
す
な
り
。
煩
悩
具
足
の
衆
生
は
も
と
よ
り
真
実

の
心
な
し
、
清
浄
の
心
な
し
、
濁
悪
邪
見
の
ゆ
へ
な
り
。
信
楽
と
い
ふ
は
、
如

来
の
本
願
真
実
に
ま
し
ま
す
を
、
ふ
た
ご
ゝ
ろ
な
く
ふ
か
く
信
じ
て
う
た
が
は

ざ
れ
ば
、
信
楽
と
ま
ふ
す
也
。
こ
の
至
心
信
楽
は
、
す
な
わ
ち
十
方
の
衆
生
を

し
て
、
わ
が
真
実
な
る
誓
願
を
信
楽
す
べ
し
と
す
ゝ
め
た
ま
へ
る
御
ち
か
ひ
の

至
心
信
楽
也
、
凡
夫
（
７
）

自
力
の
こ
ゝ
ろ
に
は
あ
ら
ず
。
「
欲
生
我
国
」
と
い
ふ

は
、
他
力
の
至
心
信
楽
の
こ
ゝ
ろ
を
も
て
安
楽
浄
土
に
む
ま
れ
む
と
お
も
へ
と

也
。（
８
） 

  
こ
こ
で
は
、
如
来
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
至
心
と

い
う
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
誓
願
と
は
、
す
べ
て
の
衆
生
を
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ

救
い
と
り
た
い
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
衆
生
の
救
済
を
願
う
阿
弥
陀
仏
の
心
が
、
真
実
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
一
方
、
煩
悩
（
９
）

に
ま
み
れ
た
我
々
衆
生
に
は
、
真
実
の
心
な
ど
な
い
と
、
親

鸞
は
述
べ
て
い
る
。 



 
し
た
が
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
真
実
で
あ
る
と
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
深
く
信

じ
疑
わ
な
い
心
で
あ
る
信
楽
も
、
衆
生
が
み
ず
か
ら
起
こ
す
心
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ふ
た
ご
こ
こ
ろ
な
く
深
く
信
じ
疑
わ
な
い
心
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

嘘
偽
り
の
な
い
真
実
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
に
は
真
実
心
が
あ
る
も
の
の
、

衆
生
は
真
実
心
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
衆
生
に
向
け

ら
れ
た
「
信
じ
よ
」
と
い
う
勧
め
が
信
楽
で
あ
る
と
、
解
釈
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
心
を
至
し
、
信
じ
る
の
で
は

な
い
。
我
々
は
、
衆
生
を
救
い
と
り
た
い
と
願
い
、
「
信
じ
よ
」
と
勧
め
る
阿
弥
陀
仏

の
真
実
心
を
、
た
だ
受
け
取
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
阿
弥
陀
か
ら
差

し
向
け
ら
れ
た
真
実
心
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
思
え
、
と
い
う
阿
弥
陀
仏

か
ら
衆
生
へ
の
呼
び
か
け
が
、
欲
生
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
至

心
、
信
楽
、
欲
生
を
「
本
願
の
三
心
」
あ
る
い
は
「
三
信
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
共
に
、
衆
生
み
ず
か
ら
の
心
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
の
心
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

で
は
次
に
、『
観
無
量
寿
経
』
で
説
か
れ
て
い
る
三
心
に
つ
い
て
の
、
親
鸞
に
よ
る

解
釈
を
み
て
み
よ
う
。
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に
衆
生
が
起

こ
す
べ
き
三
種
の
心
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
文
章
が
あ
る
が
、
こ
の
三
心

を
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
信
と
比
較
し
、
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土

教
に
お
い
て
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
。 

  
 

若
し
衆
生
有
り
て
、
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ん
者
は
、
三
種
の
心
を
発
し
て

す
な
わ
ち
往
生
す
。
何
等
を
か
三
と
す
。
一
に
は
至
誠
心
、
二
に
は
深
心
、
三

に
は
回
向
発
願
心
な
り
。
三
心
を
具
す
れ
ば
、
必
ず
彼
の
国
に
生
ず
。（
10
） 

  

こ
の
文
章
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
解
す
れ
ば
、
み
ず
か
ら
が
起
こ
す
至
誠
心
、
深
心
、

回
向
発
願
心
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
善
導

は
、
『
観
無
量
寿
経
疏
』
の
中
で
こ
の
三
心
に
つ
い
て
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
お
り
、
親

鸞
は
そ
れ
を
、
主
著
『
教
行
信
証
』
の
信
巻
に
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
至
誠

心
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
一
部
を
、
次
に
引
い
て
お
く
。 

  
 

経
に
云
く
一
は
至
誠
心
、
至
は
真
な
り
誠
は
実
な
り
、
一
切
衆
生
の
身
口
意 

 

業(

11)

の
所
修
の
解
行
（
12
）

、
必
ず
真
実
心
の
中
に
作な

し
た
ま
ひ
し
を
須も

ち

い
る
こ

と
を
明
む
と
欲
ふ
。
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚

仮
（
13
）

を
懐
い
て
、
貪
瞋
邪
偽
、
奸
詐
百
端
（
14
）

に
し
て
、
悪
性
侵
め
難
し
、

事
蛇
蝎
に
同
じ
。（
15
） 

  

『
観
無
量
寿
経
疏
』
の
原
文
を
見
る
と
、
傍
線
部
分
は
、
「
作な

す
須べ

き
」
「
外
に
賢

善
精
進
の
相
を
現
じ
内
に
虚
仮
を
抱
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
読
む
の
が
、
通
常
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
異
な
る
読
み
方
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
、
親
鸞
の
真
実
心

に
対
す
る
独
自
の
見
解
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
「
作
す
須
き
」
の
部
分
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
こ
こ
に
「
作
し
た
ま
ひ
し
」
と

い
う
尊
敬
語
を
加
え
、
さ
ら
に
「
須
き
」
を
「
須
い
る
」
と
読
ん
で
い
る
。
尊
敬
語

が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
真
実
心
の
う
ち
に
解
行
を
な
す
そ
の
主
体
は
、
衆
生

で
は
な
く
阿
弥
陀
仏
と
な
り
、
衆
生
は
阿
弥
陀
仏
の
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
用
い
る
の

だ
と
い
う
意
味
に
な
る
。
傍
線
を
付
し
た
後
半
部
分
は
、『
観
無
量
寿
経
疏
』
の
読
み

方
に
順
ず
れ
ば
、
表
に
善
い
相
を
現
し
て
い
て
も
、
内
に
虚
仮
、
す
な
わ
ち
偽
り
を

抱
い
て
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
、
内
に
偽

り
を
抱
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
表
に
善
い
相
な
ど
現
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
読
ん
で

い
る
。 

 

親
鸞
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
し
た
の
は
、
第
十
八
願
の
解
釈
に
表
れ
て

い
る
よ
う
に
、
真
実
心
の
所
在
は
如
来
に
あ
り
、
衆
生
は
偽
り
の
心
し
か
持
た
な
い

存
在
で
あ
る
と
、
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
の
持
つ
偽
り
の
心

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と

こ
ろ
を
用
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
く
、
そ
の
行
な
い
の
み
が
、
親
鸞
に
お
い
て
善
と
呼



ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

親
鸞
は
ま
た
、
『
観
無
量
寿
経
疏
』
の
「
皆
真
実
な
る
須
し
。
故
に
至
誠
心
と
名
づ

く
」
と
い
う
文
章
を
、
「
皆
真
実
を
須
い
る
が
故
に
、
至
誠
心
と
名
づ
く
」（
16
）

と
読

ん
で
い
る
。
阿
弥
陀
仏
が
真
実
心
の
う
ち
に
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
用
い
さ
せ
て
い
た

だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
の
持
つ
偽
り
の
心
を
離
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心

を
受
け
取
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
心
は
至
誠
心
と
名
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

衆
生
は
真
実
心
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
親
鸞
の
認
識
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
深
心

と
回
向
発
願
心
も
ま
た
、
衆
生
み
ず
か
ら
が
起
こ
す
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
深
心
と
は
、
自
分
が
み
ず
か
ら
の
力
で
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
往
生

が
可
能
に
な
る
の
だ
と
、
深
く
信
じ
る
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
こ
の
心
を
、

阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
信
じ
よ
」
と
い
う
勧
め
を
受
け
取
っ
た
も

の
で
あ
る
と
、
理
解
す
る
。 

 

回
向
発
願
心
は
、
通
常
、
み
ず
か
ら
の
善
業
に
よ
っ
て
得
た
功
徳
を
差
し
向
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
親

鸞
に
よ
る
と
、
偽
り
の
心
し
か
持
っ
て
い
な
い
衆
生
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
は
、

善
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
浄
土
往
生
の
た
め
に
差
し
向
け
る
功
徳
を
積
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
我
々
に
回
向
さ
れ
た
本
願
力
を
信
じ
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
往
生
し
た
い

と
願
う
心
が
回
向
発
願
心
で
あ
る
と
、
親
鸞
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏

が
真
実
心
に
よ
っ
て
願
っ
た
「
生
ま
れ
む
と
お
も
へ
」
と
い
う
欲
生
を
、
衆
生
が
受

け
取
っ
た
心
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
至
誠
心
、
深
信
、
回
向
発
願

心
の
三
心
は
、
共
に
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
衆
生
に
差
し
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
の
が
、
親
鸞
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
心
は
、
衆
生
が
阿
弥
陀
仏
の
真

実
心
を
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
衆
生
の
心
が
阿
弥
陀
仏
の
心
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
は
、
表
に
は
衆
生
が
起
こ
す
自
力

の
心
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
は
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
回
向
さ
れ
た

心
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
陰
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
親
鸞
は
捉
え
る
。
我
々
は
み

な
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
心
に
真
実
、
誠
な
ど
あ
り
は
し
な
い
の

だ
と
い
う
親
鸞
の
人
間
観
が
、こ
の
よ
う
な
見
解
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

二 

清
沢
の
三
心
釈 

  

続
い
て
、
親
鸞
の
三
心
釈
が
、
清
沢
に
お
い
て
い
か
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
点
を
検
討
し
た
い
。
清
沢
が
記
し
た
「
在
床
懺
悔
録
」
と
い
う
論
稿
に
は
、
『
大

無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
至
心
、
信
楽
、
欲
生
に
対
す
る
親
鸞
の
解
釈
が
、
次

の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

  
 

三
段
の
心
は
、
皆
共
に
有
限
の
無
限
に
対
す
る
真
実
心
に
し
て 

毫
末
の
虚
妄

不
誠
を
容
れ
ざ
る
の
心
な
り
。
是
れ
則
ち
、
念
仏
行
者
の
弥
陀
に
対
す
る
帰
命

の
一
心
な
り
。
夫
れ
唯
帰
命
の
心
な
り
。
知
る
可
し
。
他
力
回
向
（
授
伝
）
の

心
な
る
こ
と
を
。
夫
れ
唯
他
力
回
向
の
心
な
り
。
知
る
可
し
。
凡
夫
虚
妄
の
心

に
あ
ら
ず
し
て
、
徹
底
至
誠
の
仏
心
な
る
こ
と
を
。
（
儒
者
を
し
て
云
は
し
め
ば
、

一
毫
人
欲
の
私
を
交
へ
ざ
る
至
公
至
誠
の
道
心
な
り
と
云
は
ん
乎
）（
17
） 

  
清
沢
は
ま
ず
、
至
心
、
信
楽
、
欲
生
の
主
体
を
有
限
と
し
、
そ
の
対
象
を
無
限
で

あ
る
と
い
う
。
続
く
文
章
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
有
限
と
は
念
仏
行
者
で
あ
る
と

こ
ろ
の
衆
生
を
指
し
、
無
限
と
は
阿
弥
陀
仏
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
至
心
、

信
楽
、
欲
生
は
、
衆
生
の
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
帰
命
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
実
心
で

あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
心
は
他
力
回
向
の
心
、
す
な
わ
ち

他
の
力
に
よ
っ
て
差
し
向
け
ら
れ
た
心
で
あ
り
、
仏
の
心
で
あ
る
と
い
う
。 

 

こ
こ
に
、
「
有
限
の
無
限
に
対
す
る
真
実
心
」
「
念
仏
行
者
の
弥
陀
に
対
す
る
帰
命



の
一
心
」
「
他
力
回
向
（
授
伝
）
の
心
」
「
徹
底
至
誠
の
仏
心
」
は
、
一
つ
に
結
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
有
限
で
あ
る
衆
生
の
、
無
限
な
る
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る

至
心
、
信
楽
、
欲
生
と
い
う
真
実
の
帰
命
心
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誠
の
極
み
で
あ
る
真

実
心
が
衆
生
に
回
向
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
を
正
せ
ば
阿
弥
陀
仏
の
心
な
の
で

あ
る
。
衆
生
の
も
つ
虚
妄
の
心
が
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
も

の
が
、
至
心
、
信
楽
、
欲
生
な
の
で
あ
る
。
一
切
衆
生
の
往
生
を
願
う
阿
弥
陀
仏
の

誓
願
は
、
み
ず
か
ら
の
利
益
を
い
さ
さ
か
も
求
め
る
こ
と
の
な
い
「
徹
底
至
誠
の
仏

心
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
衆
生
は
、
そ
の
よ
う
な
誠
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。 

 

続
い
て
、
「
在
床
懺
悔
録
」
か
ら
、
親
鸞
に
お
け
る
『
観
無
量
寿
経
』
の
至
誠
心
、

深
心
、
回
向
発
願
心
に
対
す
る
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
を
、
み
て
み
よ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
は
、
通
常
の
読
み
方
に
よ
れ
ば
、
衆

生
み
ず
か
ら
が
起
こ
す
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
親
鸞
は
こ
れ
を
、
阿
弥

陀
仏
の
真
実
心
が
衆
生
に
差
し
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
捉
え
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
親
鸞
の
考
え
方
を
、
清
沢
は
い
か
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

  
 

乃
ち
第
一
の
至
心
は
、
衆
生
（
能
）
の
仏
（
所
）
に
対
す
る
至
誠
心
な
り
。
第

二
の
信
楽
は
、
衆
生
（
所
）
が
仏
（
能
）
の
大
悲
を
信
受
す
る
深
信
の
心
な
り
。

（
衆
生
は
受
者
、
仏
は
授
者
な
る
が
故
に
、
仏
と
衆
生
相
能
所
た
る
な
り
）
即

ち
正
し
く
他
力
の
信
心
獲
得
の
地
位
な
り
。
第
三
の
欲
生
に
至
り
て
は
、
信
楽

の
其
儘
に
弥
陀
の
浄
土
（
所
）
に
往
生
せ
ん
と
願
す
る
心
（
能
）
に
し
て
、
他

力
回
向
の
発
願
心
な
り
。（
18
） 

  

こ
の
叙
述
に
よ
る
と
、
清
沢
は
、
一 

至
心
と
至
誠
心
、
二 

信
楽
と
深
心
、
三 

欲

生
と
回
向
発
願
心
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
一
と
三
が
、
衆
生
と
い
う
主
体
か
ら
仏
お
よ
び
浄
土
に
向
け
ら
れ
る
心
で
あ

る
の
に
対
し
、
二
は
、
仏
と
い
う
主
体
か
ら
衆
生
へ
向
け
ら
れ
た
大
悲
を
、
衆
生
が

信
受
し
た
心
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
仏
か
ら
衆
生
に
向
け
ら
れ
た
大
悲
と
は
、
苦

し
む
衆
生
を
憐
れ
み
救
い
た
い
と
願
う
「
徹
底
至
誠
の
仏
心
」
で
あ
り
、
真
実
の
心
、

誠
の
極
み
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
衆
生
が
仏
の
大
悲
を
信
受
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
仏
の
真
実
心
を
も
ら
い
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

 

ま
た
、
続
く
文
章
に
は
、
「
第
一
の
至
心
も
、
審
考
す
れ
ば
蓋
し
、
弥
陀
弘
誓
の
成

就
に
よ
り
て
逆
悪
の
我
等
が
殊
勝
に
も
至
心
の
誠
を
呈
す
る
に
至
り
た
る
を
領
す
る

な
り
」（
19
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
の
至
心
・
至
誠
心
も
、
阿
弥
陀

仏
の
真
実
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
本
願
が
成
就
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

心
で
あ
り
、
衆
生
み
ず
か
ら
の
心
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
ら
に
、
三
の
欲
生
も
、
仏
の
真
実
心
を
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ
る
信
楽
が
、
浄

土
往
生
を
願
う
心
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
他
力
回
向
の
発
願
心
」
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
も
三
も
、
衆
生
と
い
う
主
体
か
ら
仏
や
浄
土
に
向
け
ら
れ
る

心
で
は
あ
る
が
、
そ
の
心
は
衆
生
み
ず
か
ら
が
持
っ
て
い
る
心
で
は
な
く
、
阿
弥
陀

仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
届
け

ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
釈
は
、
そ
れ
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
本

願
の
三
心
」
と
同
一
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
至
誠
心
、
深

信
、
回
向
発
願
心
に
隠
顕
の
二
方
面
を
認
め
る
親
鸞
の
捉
え
方
と
は
、
差
異
が
あ
る
。

し
か
し
、
三
心
は
共
に
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
衆
生
に
届
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
見
解
は
、
親
鸞
の
論
じ
る
と
こ
ろ
を
忠
実
に
了
解
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

 
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
「
信
受
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
「
信
」
の
中

に
、ふ
た
ご
こ
ろ
が
な
く
疑
い
が
な
い
、
と
い
う
意
が
内
在
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、

ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
疑
い
な
く
も
ら
い
受
け
る
こ
と
が
「
信
受
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

と
な
る
。
ふ
た
ご
こ
ろ
が
な
く
疑
い
が
な
い
心
と
は
、
偽
り
の
な
い
心
で
あ
り
、
誠

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
「
衆
生
が
仏
の
大
悲
を
信
受
す
る
」
と
い
う
文
言

は
、
阿
弥
陀
仏
の
誠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
大
悲
を
衆
生
が
誠
に
も
ら
い
受
け
る
、
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
衆
生
の
心
は
虚
妄
で
あ
り
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な



く
疑
い
な
く
誠
に
も
ら
い
受
け
る
こ
と
な
ど
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
清
沢

は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。 

  
 

唯
第
十
八
の
三
信
に
は
、
中
間
の
信
楽
即
ち
他
力
回
向
の
真
心
あ
る
が
故
に
、

前
後
の
二
心
も
皆
悉
く
融
し
て
他
力
の
真
心
と
化
し
、
三
信
悉
く
他
力
真
実
の

信
心
を
成
す
る
に
至
る
。
（
悟
り
て
後
初
て
仏
に
な
り
た
る
に
あ
ら
ず
。
無
始
本

来
の
仏
陀
た
る
風
情
な
り
）（
20
） 

  

第
十
八
願
に
は
、
仏
か
ら
与
え
ら
れ
衆
生
が
受
動
す
る
信
楽
と
い
う
所
作
が
お
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
真
心
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
至
心
、
欲
生
と
い
う
心
も
ま
た
、
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
か
ら
与
え

ら
れ
た
他
力
の
真
心
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
文
末
に
付
さ
れ
た
「
悟
り
て
後
」

以
下
の
文
章
は
、
い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
衆
生
が
「
無
始
本
来
の

仏
陀
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
衆
生
に
は
本
来
誠
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
心
を
虚
妄

と
捉
え
る
見
解
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

三 

誠
の
所
在 

  

「
在
床
懺
悔
録
」
に
お
け
る
清
沢
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
真
実
心
は
仏
の
み
も
と
に

あ
り
、
衆
生
に
生
じ
た
三
心
は
、
仏
の
真
実
心
が
差
し
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
衆
生
は
仏
の
大
悲
を
誠
に
も
ら
い
受
け
、
「
無
始
本
来
の
仏
陀

た
る
風
情
」
を
持
つ
と
、
清
沢
は
い
う
。
そ
れ
は
、
元
来
、
衆
生
が
仏
で
あ
り
誠
を

有
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
本
章
で
は
、
清
沢
に
お
い
て
仏
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
の

心
が
真
実
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
矛
盾
点
を
解
決
し
た
い

と
考
え
る
。 

 

仏
教
で
は
、
仏
に
、
法
性
身
・
報
身
（
21
）

・
応
化
身
（
22
）

と
い
う
三
種
の
身
が
あ
る

と
し
、
そ
の
う
ち
法
性
身
は
真
理
そ
の
も
の
を
身
体
と
す
る
仏
で
あ
る
と
い
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
仏
の
心
は
真
実
で
あ
り
、
誠
で
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
清
沢

は
こ
の
法
性
と
い
う
真
理
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

万
物
と
云
ひ
、
現
象
と
云
ひ
、
思
想
と
云
ひ
、
変
化
と
云
ひ
、
開
発
と
云
ひ
、

表
現
と
云
ひ
、
転
化
と
云
ひ
、
進
化
と
云
ふ
。
皆
是
れ
法
性
の
然
ら
し
む
る
こ

と
、
真
理
の
然
ら
し
む
る
こ
と
、
然
る
作
用
あ
り
て
初
め
て
法
性
を
し
て
法
性

た
ら
し
め
、
真
理
を
し
て
真
理
た
ら
し
む
る
も
の
な
り
。
此
の
然
る
作
用
が
則

ち
、
万
物
の
真
相
、
真
如
の
実
相
な
り
。（
23
） 

  
 

理
法
た
る
や
、
宇
宙
万
物
を
し
て
其
活
動
を
作
さ
し
む
る
も
の
也
。
人
類
の
行

為
感
想
、
外
界
の
千
変
万
化
も
、
皆
此
理
法
の
然
ら
し
む
る
も
の
也
。（
24
） 

  
 

事
物
に
は
興
敗
存
亡
が
あ
り
、
生
滅
起
伏
が
あ
り
、
栄
枯
盛
衰
が
あ
り
、
其
千

変
万
化
は
端
倪
し
難
け
れ
ど
も
、
因
縁
因
果
の
理
法
は
其
何
れ
に
於
て
も
整
然

と
し
て
乱
れ
ず
、
確
乎
と
し
て
動
か
ず
、
実
に
公
平
無
私
に
働
き
つ
ゝ
あ
る
。（
25
） 

  

最
初
の
文
章
で
は
、
法
性
と
い
う
真
理
に
よ
っ
て
、
次
の
文
章
で
は
、
理
法
に
よ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
生
じ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
三
つ
目
の
文
章
で

は
、
そ
の
理
法
を
因
縁
因
果
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
性
と
は

因
縁
因
果
の
理
法
と
し
て
、
万
物
万
象
の
生
起
消
滅
を
つ
か
さ
ど
る
作
用
を
持
つ
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
用
こ
そ
が
、
法
性
を
し
て
法
性
た
ら
し
め

て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
法
性
の
本
質
な
の
で
あ
る
。 

 

因
縁
因
果
の
理
法
と
は
、
因
（
原
因
）
と
縁
（
条
件
）
と
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
果
（
結
果
）
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
略
し
て
因
果
の
理
法
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
種
を
因
と
し
、
水
を
縁
と
し
て
、
花
と
い
う
果
は
生
じ
る
。

し
か
し
、
花
が
咲
く
た
め
に
は
、
水
だ
け
で
な
く
、
日
光
や
肥
料
な
ど
様
々
な
も
の



が
、
縁
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
果
と
し
て
生
じ
た
花
は
、
様
々
な
も
の
を

縁
と
し
て
、
実
と
い
う
果
を
生
じ
さ
せ
る
因
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
万
物
万
象
は

因
果
の
理
法
に
従
い
、
複
雑
に
絡
み
合
い
相
互
に
結
び
つ
き
、
一
体
を
な
し
て
い
る

と
、
清
沢
は
考
え
て
い
る
（
26
）

。 

 

因
、
縁
な
く
し
て
生
じ
る
果
は
一
つ
と
し
て
な
く
、
万
物
万
象
は
み
な
、
こ
の
理

法
に
従
い
生
起
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
縁
因
果
の
理
法
は
公
平
無
私
に
は
た

ら
い
て
い
る
と
、
清
沢
は
い
う
の
で
あ
る
。
法
性
は
、
こ
の
公
平
無
私
な
因
果
の
理

法
を
本
質
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
性
と
し
て
の
身
を
持
つ
阿
弥
陀
仏
の
心
は
、

「
一
毫
人
欲
の
私
を
交
へ
さ
る
」
「
徹
底
至
誠
」
な
の
で
あ
る
（
27
）

。 

 

と
こ
ろ
で
、
因
果
の
理
法
と
い
う
作
用
は
、
法
性
の
本
質
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
万

物
の
真
相
」
で
あ
る
と
、
清
沢
は
述
べ
て
い
る
。
公
平
無
私
に
は
た
ら
く
因
果
の
理

法
そ
の
も
の
が
、
万
物
の
真
な
る
す
が
た
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、

万
物
が
、
公
平
無
私
な
は
た
ら
き
で
あ
る
因
果
の
理
法
そ
の
も
の
と
い
う
す
が
た
を

持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
我
々
衆
生
に
も
、
私
心
、
ふ
た
ご
こ
ろ
、
偽
り
の
な
い
真
実

心
、
誠
な
る
も
の
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
っ
た

い
、
ど
の
よ
う
な
す
が
た
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
沢
に
よ
る
と
、
宇
宙
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、

因
果
の
理
法
に
従
っ
て
相
互
に
関
係
し
あ
い
、
一
体
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
彼
は
、
こ
の
一
体
を
無
限
と
呼
ぶ
。
一
方
、
果
と
し
て
生
じ
る
個
々
の
存
在

は
、
因
、
縁
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
有
限
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
無
限

は
、
個
別
に
存
在
す
る
有
限
が
集
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
因
果
の
関
係

を
有
せ
る
事
物
は
、
別
々
の
本
体
あ
る
二
物
に
あ
ら
ず
し
て
一
物
体
な
り
」（
28
）

と
い

う
叙
述
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

つ
ま
り
、
無
限
と
有
限
と
の
関
係
は
、
海
と
波
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
海
に
は
い
く
つ
も
の
波
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
共
に
海
と
い
う
一
つ
の
水
の

流
れ
で
も
あ
る
。
こ
の
波
は
、
他
の
波
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の

波
は
共
に
融
け
あ
い
、
一
つ
の
海
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
同
様
に
、
果
と
し
て
の

有
限
は
、
因
と
し
て
の
有
限
や
縁
と
し
て
の
有
限
と
区
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
共
に
、
因
果
の
理
法
と
い
う
秩
序
を
も
っ
た
一
つ
の
流
れ
の
中
に
あ
る
。

す
べ
て
の
波
は
一
つ
の
海
に
包
摂
さ
れ
、
溶
け
合
っ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
有

限
は
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
無
限
の
内
に
包
摂
さ
れ
、
一
つ
に
融
け
あ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
万
物
の
一
員
で
あ
る
我
々
は
、
各
々
区
別
を
持
つ
一
個
の
有
限
と

い
う
す
が
た
と
、
す
べ
て
の
も
の
と
の
区
別
を
超
え
て
、
無
限
と
い
う
一
つ
の
存
在

の
内
に
包
摂
さ
れ
た
す
が
た
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
、
清
沢
は
考

え
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
我
々
が
認
識
し
て
い
る
万
物
の
す
が
た
と
は
、
前
者

の
み
で
あ
る
。
自
己
は
、
い
か
な
る
存
在
と
も
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
、
自

己
以
外
の
も
の
も
ま
た
、
各
々
区
別
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自

己
と
他
者
と
が
区
別
を
持
つ
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
の
持
っ
て
い
る
心
も
ま
た
、

他
者
の
心
と
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

一
方
、
万
物
の
も
う
一
つ
の
す
が
た
と
は
、
通
常
認
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
一

個
の
有
限
の
裏
側
に
あ
る
す
が
た
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
無
限
と
い
う
一
つ
の
存
在
の
内
に
包
摂
さ
れ
た
そ
の
す
が
た
は
、
す
べ
て
が
溶

け
合
っ
た
水
の
流
れ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
水
は
、
因
果
の
理
法

と
い
う
秩
序
を
も
っ
て
流
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
す
が
た
を
し
た

存
在
と
は
、
因
果
の
理
法
と
い
う
秩
序
を
も
っ
た
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
、

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 
自
己
と
他
者
と
い
う
区
別
を
超
え
、
一
つ
の
存
在
と
し
て
あ
る
こ
の
よ
う
な
す
が

た
に
お
い
て
は
、
自
己
の
心
と
他
者
の
心
と
い
う
区
別
も
ま
た
超
え
ら
れ
て
い
る
。

何
物
と
も
相
対
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
区
別
を
超
え
た
一
つ
の
心
に

は
、
私
心
、
ふ
た
ご
こ
ろ
、
偽
り
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
つ
ま
り
、
一
個
の
有
限

な
自
己
と
い
う
す
が
た
が
翻
さ
れ
、
そ
の
裏
側
に
あ
る
す
が
た
が
体
得
さ
れ
た
な
ら

ば
、
そ
の
心
は
真
実
で
あ
り
、
誠
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
も
説
明
で
き
る
。
因
果
の
理
法
は
、
公
平
無
私
に
は



た
ら
い
て
お
り
、
こ
の
公
平
無
私
な
作
用
を
本
質
と
す
る
も
の
は
法
性
で
あ
る
。
法

性
と
い
う
身
を
持
っ
て
い
る
の
は
仏
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
仏
の
心
は
私
心
な
く
ふ

た
ご
こ
ろ
の
な
い
真
実
心
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
、
因
果
の
理
法
と
い
う
秩
序

を
持
っ
た
一
つ
の
流
れ
の
内
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
性
に
包
摂
さ

れ
、
仏
の
真
実
心
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

す
が
た
に
お
い
て
、
我
々
の
虚
妄
な
心
は
、
す
で
に
仏
の
真
実
心
に
摂
め
と
ら
れ
て

お
り
、
仏
の
真
実
心
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

表
に
現
れ
て
い
る
自
己
の
す
が
た
と
は
、
他
者
と
区
別
を
持
っ
た
一
個
の
有
限
と

し
て
の
す
が
た
で
あ
り
、
自
己
の
心
と
他
者
の
心
と
は
、
別
々
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
心
、
ふ
た
ご
こ
ろ
、
偽
り
が
生
じ
る
こ
と
は
、
免
れ
得
な
い
。

と
は
い
え
、
我
々
は
そ
の
裏
側
に
、
他
者
と
の
区
別
を
超
え
た
一
つ
の
存
在
と
し
て

の
す
が
た
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
す
が
た
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
に
有

限
な
自
己
の
心
は
包
摂
さ
れ
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
が
持
つ
こ
の
二
つ

の
側
面
は
、
一
枚
の
紙
の
表
と
裏
の
よ
う
に
、
決
し
て
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
清
沢
は
、
衆
生
の
心
を
虚
妄
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
仏
の
大
悲
を

「
信
受
」
し
「
無
始
本
来
の
仏
陀
た
る
風
情
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

四 

道
徳
の
挫
折
と
至
誠
心 

  

清
沢
に
お
い
て
深
信
と
は
、
衆
生
の
救
済
を
願
う
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
で
あ
る
大

悲
を
、
衆
生
が
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
疑
い
な
く
信
受
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
個
の
有
限
と
し
て
の
衆
生
に
は
、
元
来
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
疑
い
の
な
い
心
な
ど
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
真
実
心
は
、
一
個
の
有
限
と
し
て
の
自
己
で
は
な
く
、
そ
の
裏

側
に
あ
る
す
が
た
に
お
い
て
信
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
因
果
の
理
法
と

い
う
秩
序
を
も
っ
た
一
つ
の
流
れ
、す
な
わ
ち
無
限
に
包
摂
さ
れ
た
す
が
た
で
あ
り
、

因
果
の
理
法
と
い
う
作
用
を
本
質
と
す
る
法
性
身
を
持
つ
、
阿
弥
陀
仏
に
摂
め
と
ら

れ
た
す
が
た
で
あ
る
。 

 

一
個
の
有
限
な
自
己
の
裏
側
に
、
こ
の
よ
う
な
す
が
た
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

我
々
が
す
で
に
、
阿
弥
陀
仏
に
摂
め
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
を
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
疑
い
な
く
信
受
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
一
個
の
有
限
な
自
己
と
い
う
す
が
た
が
翻
さ
れ
、
そ
の
裏
側
に
あ
る
す
べ
て

の
も
の
と
の
区
別
を
超
え
た
す
が
た
が
、
体
得
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ

の
よ
う
な
す
が
た
に
お
い
て
、
自
己
の
虚
妄
な
心
は
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
疑
い
の
な

い
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実

心
が
我
々
に
顕
在
化
し
た
も
の
が
、
深
心
で
あ
り
、
至
誠
心
、
回
向
発
願
心
な
の
で

あ
る
。 

 

で
は
、
い
か
に
し
て
我
々
は
有
限
な
自
己
を
翻
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

清
沢
は
、
そ
の
契
機
に
な
る
も
の
と
し
て
、
悪
を
避
け
善
を
な
そ
う
と
す
る
こ
と
、

道
徳
の
実
践
に
向
か
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
挫
折
に
突
き
当
た
る
と
い
う
過
程
を
必

要
と
し
て
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
、
衆
生
は
善
を
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
罪
悪
深
重

の
凡
夫
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
清
沢
も
ま
た
、
有
限
な
我
々
に
お
い
て
、

道
徳
の
実
行
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
真
正
の
道
徳
は
、
決
し
て
此

の
如
き
隔
歴
差
別
の
妄
念
よ
り
生
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
」（
29
）

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
自
己
と
他
者
と
が
切
り
離
さ
れ
た
別
々
の
存
在
で
あ
る
と
認
識
し
、
他
者
と
区

別
さ
れ
た
有
限
な
自
己
の
心
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
は
、
い
か
な
る
行
為
で
あ
っ

て
も
「
真
正
の
道
徳
」
と
は
言
い
難
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。 

 
ま
ず
、
自
己
と
他
者
と
の
間
に
区
別
が
あ
る
限
り
、
自
己
は
他
者
へ
対
し
て
善
を

与
え
る
主
体
で
あ
り
、
他
者
は
そ
れ
を
受
け
取
る
客
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
、
決
し
て
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
自
己
は
他
者
へ

善
を
与
え
て
い
る
と
い
う
、
優
位
性
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ

る
。 

 

第
二
に
、
他
者
の
心
が
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
、
他
者
に
楽
を
生
じ
さ
せ
る
善
な

る
行
為
と
は
何
か
を
、
他
者
と
区
別
さ
れ
た
自
己
の
心
に
よ
っ
て
、
完
全
に
見
極
め



る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
己
に
よ
っ
て
他
者
へ
与
え
ら
れ
る
も
の

は
、
自
己
の
独
断
に
よ
っ
て
善
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
者
に
と
っ
て
そ
れ

が
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
反
対
に
他
者
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
場
合
も

あ
る
。 

 

第
三
に
、
自
己
と
区
別
さ
れ
た
他
者
の
中
に
は
、
自
己
と
親
し
い
間
柄
に
あ
る
も

の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
他
者
に
対
し
て
無

差
別
平
等
に
善
を
な
す
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
と
い
え
る
。 

 

第
四
に
、
自
己
が
個
別
に
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
善
な
る
行
為
は
自
分
独
り
の

力
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
は
、
傲
慢
、
不
遜
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
他
者
と
の
区
別
を
超
え
た
真
実
の
心
、
誠
に
よ
ら
ず
に
な
さ
れ
る

道
徳
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
、
善
な
る
行
な
い
、

道
徳
に
適
っ
た
行
な
い
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
壁
に
突
き
当
た

り
、
苦
悩
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
み
ず
か
ら
の
力
で
は
、
到
底
そ
の
苦
を
克

服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
自
覚
さ
れ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
を
超
え
た
力
に
救
い
を

求
め
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
生
じ
る
。
そ
の
気
持
ち
は
、
衆
生
を
苦
し
み
か
ら
救
お

う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
を
信
じ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
「
信
じ
よ
」

と
い
う
呼
び
か
け
を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
信
じ
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

仏
の
真
実
心
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
り
、
清
沢
の
存
在
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
有
限

な
自
己
と
い
う
す
が
た
が
翻
さ
れ
、
仏
の
真
実
心
に
包
ま
れ
た
す
が
た
が
体
得
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
我
々
は
、
真
実
心
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
り
、
他
者
と
区
別
を
持
つ
一
個
の
有
限
な
自
己
の
心
が
、

真
実
心
と
い
か
に
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
の
で
あ
る
。 

 

有
限
な
自
己
に
よ
る
虚
妄
な
心
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
道
徳
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
区
別
を
超
え
た
仏
の
真
実
心
に
よ

っ
て
の
み
、
「
真
正
の
道
徳
」
が
可
能
と
な
る
。
そ
う
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

阿
弥
陀
仏
が
「
信
じ
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
そ
の
力
に
よ
る
の
で
あ
り
、
我
々
は

み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
他
者
と
区
別
を
持
つ
有
限
な
自
己
の
心
が
虚
妄
で
あ
る

と
気
付
き
、
そ
の
す
が
た
を
翻
し
て
、
至
誠
心
を
現
す
わ
け
で
は
な
い
。 

 

し
か
し
、
「
倫
理
道
徳
に
就
て
真
面
目
に
実
行
を
求
む
る
と
き
は
、
其
結
果
は
終
に

倫
理
道
徳
の
思
ふ
通
り
に
行
ひ
得
ら
る
ゝ
も
の
で
な
い
こ
と
を
感
知
す
る
様
に
な
る

の
が
、
実
に
宗
教
に
入
る
為
の
必
須
条
件
で
あ
る
」（
30
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

阿
弥
陀
仏
の
呼
び
か
け
に
出
会
い
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
道
徳
の

挫
折
に
突
き
当
た
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
月
を
見
た
い
と
望
む

な
ら
ば
、
空
を
見
上
げ
て
待
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
と
、
清

沢
は
い
う
。 

 

つ
ま
り
、
道
徳
の
実
践
へ
と
向
か
い
、
そ
の
困
難
さ
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
は
、

阿
弥
陀
仏
の
呼
び
か
け
が
聞
こ
え
て
く
る
の
を
、
耳
を
澄
ま
し
て
待
っ
て
い
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
一
方
、
他
者
と
区
別
さ
れ
た
自
己
の
心
に
よ
っ
て
善
を
な
す
こ
と
が

で
き
る
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
限
り
、
阿
弥
陀
仏
が
い
く
ら
呼
び
か
け
よ
う
と
、

そ
の
声
は
我
々
の
耳
に
届
く
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
阿

弥
陀
仏
の
呼
び
か
け
に
対
し
、
耳
を
背
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

五 

至
誠
心
に
基
づ
く
道
徳 

  

自
己
の
虚
妄
な
心
が
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
真
実
心
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
も

の
が
深
心
で
あ
り
、
至
誠
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
至
誠
心
を
基
に
な
さ
れ
る
行

為
は
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
心
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

行
為
こ
そ
が
、
先
に
挙
げ
た
四
つ
の
弊
害
に
陥
る
こ
と
の
な
い
「
真
正
の
道
徳
」
な

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
ず
、
一
点
目
は
、
自
己
を
行
為
の
主
体
と
し
、
他
者
を
そ
の
客
体
と
み
な
す
こ

と
か
ら
生
じ
る
自
己
の
優
位
性
と
い
う
弊
害
で
あ
る
。
清
沢
が
、
自
他
の
区
別
を
超

え
た
至
誠
心
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
布
教



や
慈
善
事
業
を
行
う
以
前
に
、
ま
ず
み
ず
か
ら
の
信
心
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
主
張
（
31
）

に
、
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

信
心
と
は
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
疑
い
の
な
い
心
で
あ
り
、
一
個
の
有
限
な
自
己
が

持
っ
て
い
る
心
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
区
別
を
超
え
た
阿
弥
陀

仏
の
真
実
心
が
届
け
ら
れ
た
も
の
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
我
々
に
顕
在
化
し
た
心

で
あ
る
が
、
至
誠
心
も
ま
た
同
様
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
心
の

確
立
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
区
別
を
超
え
た
至
誠
心
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で

も
あ
る
。 

 

他
者
と
の
区
別
を
超
え
た
至
誠
心
に
よ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
行
為
は
、
自
己
が

自
己
に
対
し
て
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
意
図
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
、
自
己
が

他
者
へ
喜
び
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
優
位
性
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
、

信
の
確
立
な
く
し
て
行
わ
れ
る
布
教
や
慈
善
事
業
は
、
「
一
種
の
偽
善
」
も
し
く
は

「
表
面
の
装
飾
」
に
と
ど
ま
る
と
、
清
沢
は
述
べ
て
い
る
。
至
誠
心
な
く
し
て
行
わ

れ
る
行
為
は
、
自
己
か
ら
他
者
へ
楽
を
与
え
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に

満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
純
粋
な
善
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
沢

は
、
布
教
や
慈
善
事
業
に
先
立
ち
、
ま
ず
み
ず
か
ら
の
信
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
、

説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

第
二
の
弊
害
は
、
何
が
他
者
に
楽
を
与
え
る
善
な
る
行
為
か
を
、
見
極
め
ら
れ
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
他
の
区
別
を
超
え
た
至
誠
心
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
そ
れ
が

可
能
に
な
る
と
清
沢
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
仁
、
義
と
い
う
徳
の
根
本
に
、
至
誠

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

仁
と
は
「
己
之
欲
す
る
所
之
を
人
に
施
す
の
徳
」
で
あ
り
、
義
と
は
「
己
之
欲
せ

ざ
る
所
之
を
人
に
施
さ
ざ
る
の
徳
」
で
あ
る
と
、
清
沢
は
述
べ
て
い
る
（
32
）

。
我
々

が
欲
す
る
も
の
は
、
総
じ
て
楽
で
あ
り
、
欲
さ
な
い
も
の
は
苦
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
自
己
に
と
っ
て
楽
と
思
わ
れ
る
も
の
を
他
者
へ
施
す
る
こ
と
が
仁
、
苦
と
思
わ

れ
る
も
の
を
施
さ
な
い
こ
と
が
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
み
ず
か

ら
が
欲
し
て
い
る
も
の
が
本
当
に
楽
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
は
、
考
慮
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
を
判
断
す
る
徳
が
、
智
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仁
、
義
を
実
行

す
る
た
め
に
は
、
勇
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
総
て
之
が
根
底
た
る
は
至
誠
の
精
神

た
り
」（
33
）

と
、
清
沢
は
述
べ
て
い
る
。 

 

至
誠
心
は
、
自
己
と
他
者
と
い
う
区
別
を
超
え
た
心
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
心
に
お

い
て
楽
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
し
た
楽
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
至
誠
心
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
何
を
施
し
施
す
べ
き
で
な
い
か
を

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
、
勇
気
を
も
っ
て
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。 

 

第
三
に
、
す
べ
て
の
他
者
に
対
し
て
、
無
差
別
平
等
に
善
を
な
す
こ
と
が
極
め
て

難
し
い
、
と
い
う
弊
害
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
清
沢
は
、
自
己
と
他
者
と
が
相

互
に
関
係
し
あ
い
一
つ
に
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
と
悟
る
こ
と
な
く
唱
え
ら
れ
る
同
情

と
は
、
「
親
し
き
所
に
偏
し
或
は
好
む
所
に
僻
す
る
を
免
が
れ
ざ
る
な
り
」（
34
）

と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
も
の
は
共
に
融
け
あ
い
、
無
限
と
い
う
一
つ
の
存

在
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
、
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
他

者
に
対
す
る
無
差
別
平
等
な
同
情
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

清
沢
に
お
い
て
、
万
物
の
そ
の
よ
う
な
す
が
た
を
知
る
こ
と
は
、
無
限
の
覚
知
と

表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
無
限
は
す
べ
て
の
有
限
を
包
摂
し
て
お
り
、
そ
の
外
側
に
存

在
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
限
の
覚
知
と
は
、
無
限
を
そ
の
外
側

か
ら
眺
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
無
限
の
内
に
あ
る
み
ず
か
ら
の
す
が
た
が
体
得
さ
れ

る
こ
と
で
、
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
す
が
た
に

お
い
て
は
、
自
己
の
心
と
他
者
の
心
と
い
う
区
別
は
超
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の

心
に
生
じ
る
情
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
区
別
を
超
え
た
情
と
な
る
。
こ
の
よ

う
に
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
心
、
す
な
わ
ち
至
誠
心
に
生
じ
る
情
は
、
す
べ
て
の

も
の
と
全
く
同
一
の
情
で
あ
り
、
こ
の
情
こ
そ
が
、
無
差
別
平
等
な
同
情
と
い
え
る

の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
第
四
の
、
善
な
る
行
為
、
道
徳
的
行
為
が
、
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
遜
、
傲
慢
と
い
う
点
も
ま
た
、
至
誠
心
を
根
本
と
す
る
こ



と
で
解
決
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
我
々
が
善
を
な
そ
う
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
仏
が
「
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
ひ
し
」
と
こ
ろ
を
用
い
さ
せ
て
い

た
だ
く
し
か
な
い
と
し
、
そ
の
よ
う
な
心
が
衆
生
の
至
誠
心
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

こ
う
し
た
親
鸞
の
見
解
を
清
沢
が
受
容
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
叙
述
に
示
さ
れ
て

い
る
。 

  
 

仏
の
就
か
し
め
給
ふ
に
は
之
に
就
き 

 
 

仏
の
去
ら
し
め
給
ふ
に
は
之
を
去
り 

 
 

仏
の
取
ら
し
め
給
ふ
は
之
を
取
り 

 
 

仏
の
捨
て
し
め
給
ふ
は
之
を
捨
て 

 
 

至
誠
心
を
尽
し
て
仏
の
命
示
を
領
す
べ
き
な
り
（
仏
は
至
誠
心
の
存
す
る
所
に

存
し
至
誠
心
の
指
示
す
る
所
を
命
示
し
給
ふ
な
り
）
（
至
誠
心
は
他
力
回
向
の

仏
心
な
れ
ば
な
り
）（
35
） 

  

至
誠
心
は
、
我
々
自
身
の
心
で
は
な
く
、
仏
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
「
他
力
回
向

の
仏
心
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
至
誠
心
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
は
、
み
ず
か
ら

の
持
っ
て
い
る
偽
り
の
心
を
去
り
、
仏
が
命
じ
示
す
と
こ
ろ
を
受
け
取
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
の
「
就
か
し
め
」「
去
ら
し
め
」「
取
ら
し
め
」「
捨
て
し
め
」

な
さ
る
と
こ
ろ
を
、
用
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
る

の
で
は
な
く
、
一
個
の
有
限
と
し
て
の
自
己
を
超
え
た
力
に
よ
っ
て
、
な
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
に
、
不
遜
や
傲
慢
が
伴
う
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
清
沢
は
道
徳
の
根
本
に
至
誠
心
を
必
要
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
自
他
の
区
別
を
超
え
た
至
誠
心
を
欠
い
た
道
徳
と
は
、
み
ず
か
ら
の
独

断
に
よ
っ
て
楽
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
、
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
自
己

か
ら
他
者
へ
与
え
て
あ
げ
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
押
し
付
け
に
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
行
為
さ
え
も
、
す
べ
て
の
他
者
へ
平
等
に
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
至

誠
心
に
基
づ
く
こ
と
の
な
い
道
徳
は
、
そ
の
内
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
孕
ん
で
い
る
こ
と

を
、
清
沢
は
見
抜
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

至
誠
心
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
、
我
々
に
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
無
限
を
覚
知
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
無
限
に
包
摂
さ
れ
た
す
が
た
が
体
得
さ

れ
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
心
で
あ
る
。
清
沢
は
、
そ
の

心
を
根
底
に
置
い
た
道
徳
を
「
真
正
の
道
徳
」
と
呼
び
、
我
々
が
目
指
す
べ
き
道
徳

で
あ
る
と
主
張
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
無
限
を
覚
知
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
道
徳

が
た
や
す
く
実
践
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々

は
一
個
の
有
限
と
い
う
す
が
た
を
表
と
し
て
お
り
、
他
者
と
の
区
別
を
超
え
無
限
に

包
摂
さ
れ
た
す
が
た
は
、
そ
の
裏
面
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
、
一
個
の
有
限

と
い
う
す
が
た
が
翻
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
現
実
世
界
に
お
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
は
、
各
々
区
別
を
持
つ
存
在
と
し
て
生
き
て
お
り
、
そ
の
区
別
が
消
滅
す

る
こ
と
は
な
い
。
我
々
は
、
一
個
の
有
限
な
自
己
と
い
う
す
が
た
に
、
立
ち
返
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
自
他
の
区
別
を
超
え
た
至
誠
心
を
も
っ
て
道
徳
を
な
そ
う
と
し
て

も
、
他
者
に
と
っ
て
の
楽
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
楽
と
し
て
感
じ
、
そ
れ
を
意
図
す
る

こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
他
者
へ
無
差
別
平
等
に
施
す
こ
と
は
で
き
ず
、
我
々
は
再
び

道
徳
に
挫
折
す
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
無
限
を
覚
知
し
た
者
は
、
一
個
の
有
限
な

自
己
と
い
う
す
が
た
の
裏
側
に
、
至
誠
心
に
基
づ
く
道
徳
を
な
す
こ
と
の
で
き
る
も

う
一
つ
の
す
が
た
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
至
誠
心
に
基
づ
く
「
真

正
の
道
徳
」
を
目
指
し
、
挫
折
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
心
が
い
か
に
至
誠
心
と
か
け
離
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
が
い
か
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
か
が
、
よ
り
深
く
知
ら
し



め
ら
れ
て
い
く
。
無
限
を
覚
知
し
、
道
徳
に
挫
折
す
る
こ
と
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
誡

め
る
も
の
と
し
て
は
た
く
の
で
あ
る
。 

 

我
々
は
と
か
く
、
自
己
を
正
当
化
す
る
。
自
国
に
お
い
て
善
と
み
な
さ
れ
た
も
の

を
他
国
へ
押
し
付
け
る
こ
と
で
、
戦
争
は
起
き
る
。
清
沢
は
、
正
義
を
振
り
か
ざ
し
、

善
と
い
う
名
の
も
と
に
な
さ
れ
る
行
為
が
、
い
か
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
満
ち
た
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
容
易
に
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
愚
か
さ
を
、
痛
感
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

清
沢
の
生
き
た
時
代
か
ら
百
年
を
経
過
し
た
現
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
科
学
の

発
展
に
よ
り
、
人
知
を
超
え
た
は
た
ら
き
、
超
越
的
な
も
の
の
存
在
が
背
後
に
退
い

て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
さ
え
も
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
自
己
は
決
し
て
他
者
と
離
れ
て
み
ず
か
ら
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他

者
と
結
ば
れ
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
内
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、

自
己
と
他
者
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
な
に
が
し
か
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
我
々
は
、

他
者
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
人
間
を
超
え
た
力
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

こ
の
よ
う
な
す
が
た
に
気
付
く
こ
と
は
、
我
々
に
謙
虚
さ
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、

あ
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
他
者
と
一
つ
に
結
ば
れ
た
そ
の
す
が
た
を
裏
側
に
隠
し
て

し
ま
い
、
一
個
の
有
限
な
自
己
と
い
う
す
が
た
を
表
と
し
て
い
る
我
々
が
、
エ
ゴ
イ

ズ
ム
の
塊
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
人
間
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
離
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
反
省
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
。
清
沢
の
存
在
論
と
、

そ
れ
を
基
に
展
開
さ
れ
る
道
徳
論
は
、
現
代
の
我
々
に
そ
の
必
要
性
を
訴
え
続
け
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

註 （
１
）
原
子
廣
宣
「
清
沢
先
生
言
行
録
第
二
集
」
（
『
資
料
清
沢
満
之
〈
資
料
篇
〉
』

福
嶋
寛
隆
・
赤
松
徹
真
編
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
一
年
、
三
八
八
ペ
ー
ジ
） 

（
２
）
清
沢
と
親
交
の
あ
っ
た
南
条
文
雄
も
「
私
が
清
沢
さ
ん
に
つ
い
て
感
じ
た
こ

と
は
至
誠
以
て
一
貫
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
原
子

廣
宣
「
清
沢
先
生
言
行
録
第
二
集
」
前
掲
、
三
六
八
ペ
ー
ジ
） 

（
３
）
相
良
亨
「
吾
々
に
と
っ
て
の
朱
子
学
、
陽
明
学
」
（
『
朱
子
・
王
陽
明
』
中
公

バ
ッ
ク
ス
世
界
の
名
著
一
九
、
付
録
一
八
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
、
一

ペ
ー
ジ
） 

（
４
）
管
見
に
よ
る
と
、
至
誠
を
主
題
と
し
て
清
沢
の
思
想
を
論
じ
た
も
の
は
、
拙

論
「
清
沢
満
之
の
道
徳
論
に
お
け
る
至
誠
―
佐
藤
一
斎
の
誠
と
の
比
較
か
ら
―
」

（
『
道
徳
と
教
育
』
第
三
二
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
、
脇
崇
晴
「
清
沢
満
之
に
お

け
る
至
誠
の
心
」
（
『
哲
学
論
文
集
』
第
四
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）
の
み
で
あ
る
。 

（
５
）
菩
提
薩
埵
の
略
で
、
菩
提
（
悟
り
）
を
求
め
る
衆
生
（
一
切
の
生
物
）
を
意

味
す
る
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
修
行
の
完
成
（
自
利
）
と
一
切
の

衆
生
の
救
済
（
利
他
）
の
た
め
に
、
成
仏
を
目
指
す
者
を
い
う
。 

（
６
）
『
仏
説
無
量
寿
経
』
（
『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
一
巻
、
真
宗
聖
教
全
書
編
纂
所

編
、
興
教
書
院
、
一
九
四
〇
年
、
九
ペ
ー
ジ
）
以
下
、
経
典
か
ら
の
引
用
文
は
、

原
文
を
読
み
下
し
、
私
見
に
よ
り
漢
字
字
体
や
送
り
仮
名
な
ど
の
表
記
を
適
宜

改
め
た
。 

（
７
）
仏
教
の
道
理
を
理
解
し
て
い
な
い
愚
か
な
者
。 

（
８
）
親
鸞
『
尊
号
真
像
銘
文
』
（
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
、
和
文
・
書
簡

篇
、
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会
編
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
、
七
三
～
七
四
ペ
ー

ジ
） 

（
９
）
貪
（
貪
欲
・
む
さ
ぼ
り
）
、
瞋
（
瞋
恚
・
に
く
し
み
）
、
痴
（
愚
痴
・
無
知
）

の
三
毒
を
は
じ
め
と
す
る
汚
れ
た
心
的
活
動
。
身
心
を
乱
し
悩
ま
せ
、
苦
し
み

の
も
と
に
な
る
。 

（
10
）『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
（
『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
一
巻
、
前
掲
、
六
〇
ペ
ー
ジ
） 

（
11
）
身
は
身
体
、
口
は
言
語
、
意
は
心
意
（
思
慮
）
を
指
し
、
業
と
は
、
行
為
を

意
味
す
る
。
す
べ
て
の
業
は
、
身
体
的
行
為
、
言
語
表
現
、
心
意
作
用
に
包
括

さ
れ
る
。 

（
12
）
理
解
と
修
行
。 



（
13
）
虚
妄
と
同
じ
く
、
心
や
行
為
が
真
実
で
な
い
こ
と
。 

（
14
）
い
つ
わ
り
が
多
い
こ
と
。 

（
15
）
親
鸞
『
教
行
信
証
』
（
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
、
一
〇
二

ペ
ー
ジ
）
以
下
、
『
教
行
信
証
』
か
ら
の
引
用
文
は
、
原
文
を
読
み
下
し
、
私
見

に
よ
り
漢
字
字
体
や
送
り
仮
名
な
ど
の
表
記
を
適
宜
改
め
た
。
ま
た
、
ふ
り
が

な
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

（
16
）
親
鸞
『
教
行
信
証
』
（
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
、
一
〇
三

ペ
ー
ジ
）
。 

（
17
）
清
沢
満
之
「
在
床
懺
悔
録
」
（
『
清
沢
満
之
全
集
』
第
二
巻
、
十
五
ペ
ー
ジ
）

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
清
沢
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
、
『
清
沢
満
之

全
集
』
全
九
巻
、
大
谷
大
学
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
～
二
〇
〇
三
年
に

よ
る
こ
と
と
し
、
脚
注
に
は
書
名
、
論
文
名
な
ど
に
続
け
て
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ

数
を
記
す
。
引
用
に
際
し
て
は
、
傍
線
、
ル
ビ
を
す
べ
て
は
ず
し
、
片
仮
名
は

平
仮
名
に
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
適
宜
改
め
、
句
読
点
と
濁
点
を
つ
け
た
。 

（
18
）
「
在
床
懺
悔
録
」
（
前
掲
、
一
六
ペ
ー
ジ
） 

（
19
）
「
在
床
懺
悔
録
」
（
前
掲
、
一
七
ペ
ー
ジ
） 

（
20
）
「
在
床
懺
悔
録
」
（
前
掲
、
一
六
ペ
ー
ジ
） 

（
21
）
仏
と
な
る
た
め
の
因
と
し
て
の
行
を
積
み
、
そ
の
報
い
と
し
て
の
完
全
な
功

徳
を
備
え
た
身
。 

（
22
）
さ
ま
ざ
ま
な
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
に
応
じ
て
現
れ
る
身
。 

（
23
）
「
仏
略
解
」
（
第
一
巻
、
三
五
四
ペ
ー
ジ
） 

（
24
）
「
真
宗
の
教
法
」
（
第
二
巻
、
二
〇
五
ペ
ー
ジ
） 

（
25
）
「
心
霊
の
諸
徳
」
（
第
七
巻
、
二
七
八
ペ
ー
ジ
） 

（
26
）
清
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
あ
り
よ
う
を
、
「
万
物
一
体
」
あ
る
い
は
「
有

機
組
織
」
と
称
し
て
い
る
。
安
冨
信
哉
「
清
沢
満
之
の
万
物
一
体
論
」（
『
親
鸞

教
学
』
第
五
八
号
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
と
、
清
沢
の
万
物
一
体
論
は
、
仏

教
の
相
依
相
待
的
な
実
相
観
を
根
底
と
し
、
中
国
の
万
物
一
体
論
や
西
洋
の
有

機
体
説
の
影
響
を
受
け
、
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
27
）
一
般
に
、
阿
弥
陀
仏
は
報
身
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
親
鸞
に
よ
る
と
、
報
身

と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
は
法
身
の
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
身
と
報
身
と

は
別
々
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
清
沢
も
同
様
に
、
阿
弥
陀
仏

が
法
身
と
い
う
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
の
身
を
持
つ
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
は

「
阿
弥
陀
仏
と
は
現
時
世
人
が
専
心
探
求
す
る
所
の
真
理
な
り
」
（「
阿
弥
陀
仏

釈
解
」
一
巻
、
三
五
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
叙
述
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

（
28
）
「
転
迷
開
悟
録
」
（
第
二
巻
、
一
七
七
ペ
ー
ジ
） 

（
29
）「
万
物
一
体
」
（
第
六
巻
、
一
三
ペ
ー
ジ
）
こ
の
論
文
は
、
一
九
〇
一
（
明
治

三
十
四
）
年
発
行
の
雑
誌
『
精
神
界
』
第
一
巻
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
『
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
に
は
、
『
精
神
界
』
か
ら
計
四
三
本
の
論
文

が
清
沢
の
作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
講
話
」
欄
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
の
多
く
は
、
清
沢
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

り
、
「
精
神
界
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
に
は
、
弟
子
に
よ
る
加
筆
、
修
筆
の
可

能
性
が
あ
る
と
、
山
本
伸
裕
「
「
精
神
主
義
」
は
だ
れ
の
思
想
か
―
雑
誌
『
精
神

界
』
と
暁
烏
敏
―
」
（
『
日
本
思
想
史
学
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
指

摘
し
て
い
る
。
「
万
物
一
体
」
は
「
精
神
界
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
り
、

山
本
の
分
析
に
よ
る
と
、
文
中
に
経
典
か
ら
の
引
用
が
あ
る
、
常
体
を
ベ
ー
ス

と
し
た
文
体
の
中
に
敬
体
表
現
を
挿
入
す
る
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
弟
子
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
徳
を
行
う
に
あ
た
っ
て
隔
歴
差
別
の
妄
念
か
ら
脱
却

す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
、
「
心
霊
の
修
養
」
等
、
他
の
論
文
に
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
引
用
し
た
文
章
に
関
し
て
は
、
清
沢
の
思
想
と
相

違
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。 

（
30
）「
宗
教
的
道
徳
（
俗
諦
）
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」（
第
六
巻
、
一
五
三
ペ
ー

ジ
）
こ
の
論
文
は
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
五
月
に
発
行
さ
れ
た
『
精

神
界
』
第
三
巻
第
五
号
の
「
講
話
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
註
29
に



挙
げ
た
山
本
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
文
は
原
稿
に
改
変
が
加
え
ら
れ
た
可

能
性
が
あ
る
も
の
の
、
清
沢
本
人
に
よ
り
執
筆
さ
れ
、
編
集
者
へ
原
稿
が
提
出

さ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
の
困
難
さ
を
知
る

こ
と
の
必
要
性
を
説
く
論
文
全
体
の
主
旨
は
、
清
沢
自
身
に
よ
る
も
の
と
判
断

し
、
引
用
し
た
。 

（
31
）
「
仏
教
者
盍
自
重
乎
」
（
第
七
巻
、
一
三
九
～
一
四
四
ペ
ー
ジ
参
照
）
ま
た
、

「
悲
増
の
菩
薩
た
る
已
然
に
、
先
づ
智
増
の
菩
薩
た
れ
と
教
へ
給
ひ
け
り
」
（
原

子
廣
宣
「
清
沢
先
生
言
行
録
第
二
集
」
（
前
掲
、
三
八
七
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
暁
烏

敏
の
追
憶
も
、
こ
の
よ
う
な
清
沢
の
見
解
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
悲
増
の
菩

薩
と
は
、
他
者
を
救
お
う
と
す
る
慈
悲
に
す
ぐ
れ
た
菩
薩
、
智
増
の
菩
薩
と
は
、

悟
り
に
至
ろ
う
と
す
る
智
慧
に
す
ぐ
れ
た
菩
薩
を
い
う
が
、
仏
教
に
お
い
て
智

と
信
と
は
、
対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
。
清
沢
に
お
い
て
も
無
限
を
覚
知
す
る

と
い
う
智
は
、
自
己
が
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ
に
信
が
確
立
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
先
づ
智

増
の
菩
薩
た
れ
」
と
い
う
清
沢
の
言
葉
は
、
ま
ず
み
ず
か
ら
の
信
を
確
立
す
べ

き
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
い
え
る
。 

（
32
）
「
宗
教
哲
学
骸
骨
初
稿
」（
第
一
巻
、
四
〇
七
ペ
ー
ジ
） 

（
33
）「
宗
教
哲
学
骸
骨
初
稿
」（
第
一
巻
、
四
〇
七
ペ
ー
ジ
）
な
お
、
清
沢
に
お
け

る
儒
教
徳
目
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
儒
教
徳
目
の

解
釈
と
そ
の
位
置
づ
け
―
仁
・
義
を
中
心
に
―
」
（
『
比
較
思
想
研
究
』
第
三
六

号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。 

（
34
）
「
心
霊
の
修
養
」
（
第
七
巻
、
二
一
八
ペ
ー
ジ
） 

（
35
）
「
有
限
無
限
録
」
（
第
二
巻
、
一
二
五
ペ
ー
ジ
） 


