
  

 

将
来
、
す
べ
て
の
教
え
が
無
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
お
釈

迦
さ
ま
は
、
慈
悲
を
も
っ
て
、
こ
の
経
（
仏
説
無
量
寿
経
）

つ
ま
り
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
だ
け
は
、
永
久
に
残
す
と
お

誓
い
さ
れ
た
お
言
葉
で
す
。 

 

三
年
ぶ
り
に
、
鹿
児
島
の
稱
讃
寺
の

永
代
経
法
要
に
出
向
い
た
し
ま
し
た
。

今
年
の
お
盆
に
も
帰
省
し
ま
し
た
が
、

お
盆
で
は
お
会
い
で
き
な
か
っ
た
お
同

行
と
も
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 

 

十
月
二
十
七
日
（
土
）
・
二
十
八
日

（
日
）
日
中
の
み
二
日
間
勤
ま
り
ま
し

た
。
参
拝
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
名
程
で
し

た
。 

 

ご
門
徒
さ
ん
の
お
一
人
が
、
受
付
で

お
布
施
を
渡
さ
れ
、
お
扱
い
の
品
を
お

渡
し
す
る
際
、
そ
の
ま
ま
本
堂
に
向
か

わ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
呼
び
止
め

た
ら
、
「
は
ら
～
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら

う
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い

た
と
き
や
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に

遇
っ
た
と
き
、
鹿
児
島
弁
で
「
は
ら

～
」
と
口
に
出
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
（
ご
信
心
）
も

私
は
忘
れ
て
い
て
も
、
阿
弥
陀
さ
ま

は
、
私
の
こ
こ
ろ
に
い
つ
も
居
て
く
だ

さ
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
安
心
で

き
る
の
で
し
ょ
う
。 
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仏
教
で
は
、
「
さ
と
り
」
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語bodhi

）
は
「
悟
り
」
「
覚
り
」
「
覚
」
「
悟
」

「
覚
悟
」
「
証
」
「
証
得
」
「
証
悟
」
「
菩
提
」

「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
「
無
上
正
等
覚
」

「
涅
槃
」
「
解
脱
」
等
と
表
現
さ
れ
、
迷
い
の
世

界
を
超
え
、
真
理
を
体
得
す
る
意
味
し
ま
す
。 

 

仏
陀
（buddha

）
と
は
、
目
覚
め
た
人
を
意
味

し
ま
す
。 

 

そ
の
仏
陀
に
成
る
た
め
、
三
乗
（
声
聞
・
縁

覚
・
菩
薩
）
が
あ
り
ま
す
。 

○
声
聞
ー
仏
の
声
に
導
か
れ
て
自
ら
の
悟
り
の
み

を
求
め
る
。 

○
縁
覚
ー
一
人
で
悟
り
を
開
き
、
誰
に
も
教
え
な

い
。 

○
菩
薩
ー
自
ら
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
一
切
の

人
々
が
救
わ
れ
る
た
め
に
修
行
す
る
。 

 

こ
の
三
つ
の
道
の
中
で
、
菩
薩
の
悟
り
に
五
十

二
段
階
あ
り
ま
す
。 

 
 

一
段
目
～
一
〇
段
目 

十
信
（
じ
っ
し
ん
） 

 

一
一
段
目
～
二
〇
段
目 

十
住 

 

二
一
段
目
～
三
〇
段
目 

十
行 

 

三
一
段
目
～
四
〇
段
目 

十
回
向 

 

四
一
段
目
～
五
〇
段
目 

十
地 

 

五
一
段
目 

等
覚 

 

五
二
段
目 

仏
覚
（
妙
覚
・
無
上
覚
）
で
、
一

段
だ
け
で
雲
泥
の
差
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
四
〇
段
目
以
上
（
初
地
以
上
）
を
、

必
ず
悟
り
を
開
い
て
、
仏
に
成
る
こ
と
が
正
し
く

定
ま
っ
て
い
る
聚
（
と
も
が
ら
）
で
あ
り
、
「
一

生
補
処
の
菩
薩
」
と
か
「
不
退
位
」
と
も
言
わ
れ

ま
す
。 

 

こ
の
「
正
定
聚
」
に
至
る
に
は
、
こ
の
身
が
滅

ん
だ
後
、
浄
土
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で

修
行
し
て
仏
に
成
る
と
解
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、
ご
信
心
を
獲
た
人
は
、

「
現
生
正
定
聚
」
（
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
力

（
他
力
）
の
ひ
と
り
ば
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
こ
の

世
で
煩
悩
を
具
足
し
た
ま
ま
、
必
ず
仏
に
成
る
身

と
定
ま
る
）
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

弥
勒
菩
薩
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
次
に
仏
さ
ま
に

成
ら
れ
る
方
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
信
心
を
獲
た

人
を
「
弥
勒
と
同
じ
」
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま

た
お
他
宗
で
は
、
「
弥
勒
仏
」
と
も
言
わ
れ
る
の

で
、
ご
信
心
を
獲
た
人
の
心
は
「
如
来
と
等
し

い
」
と
ま
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 
ま
た
、
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
を
「
即
得
往

生
」
・
「
必
得
往
生
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
も
お

ら
れ
ま
す
。
が
、
ご
信
心
を
獲
た
ら
「
現
生
」
に

お
い
て
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
と
理
解
す
る
の

で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
こ
の
私
に
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
（
必
ず
あ
な
た
を
仏
に
し
ま
す
）
と
呼

び
続
け
て
お
ら
れ
る
「
証
」
と
捉
え
て
い
た
だ
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
信
心
を
い
た
だ
い
た
私
は
、
も
う
仏
と
同
じ

と
思
う
の
で
は
な
く
、
お
念
仏
申
す
方
の
姿
に
、

自
然
と
手
を
合
わ
せ
る
営
み
を
送
る
と
こ
ろ
に
、

「
現
生
正
定
聚
」
の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

１ 

築
地
本
願
寺
報
恩
講
の
お
知
ら
せ 

 
正
定
聚
に
つ
い
て 

 

 

  

期
間 

一
一
月
一
一
日
（
金
）
お
逮
夜 

 
 
 
 
 
 
 

～ 

 
 
 

一
一
月
一
六
日
（
水
）
ご
満
座 

基
本
日
程 

 

六
：
三
〇 

晨
朝
勤
行 

布
教 

 

九
：
〇
〇 

布
教 

一
〇
：
〇
〇 

日
中
法
要 

布
教 

一
三
：
二
〇 

堂
内
布
教 

一
四
：
〇
〇 

逮
夜
法
要 

布
教 

帰
敬
式 

一
六
：
〇
〇 

絵
解
き
布
教 

一
七
：
〇
〇 

初
夜
勤
行 

布
教 

 

【
一
一
日
逮
夜
布
教
～
一
三
日
逮
夜
布
教
】 

 

布
教
使 

藤
本
文
隆
師
（
奈
良
県
） 

【
一
四
日
晨
朝
布
教
～
一
六
日
日
中
布
教
】 

 

布
教
使 

武
田
一
真
師
（
広
島
県
） 

【
通
夜
布
教 

一
五
日
～
一
六
日
】 

 

二
一
：
〇
〇 

武
田
一
真
師 

 

二
一
：
四
〇 

柳
川
眞
諦
師 

 

二
二
：
三
〇 

田
中
頼
子
師 

 

二
三
：
一
〇 

村
上
弘
樹
師 

 
 

一
：
〇
〇 

渡
邉
元
綱
師 

 
 

一
：
四
〇 

松
本
智
量
師 

 
 

二
：
二
〇 

澤
田
唯
師 

 
 

三
：
一
〇 

千
田
匡
真
師 

 
 

三
：
五
〇 

成
田
真
二
郎
師 

※
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
度
も
稱
讃
寺
と
し
て

団
体
参
拝
は
組
み
ま
せ
ん
の
で
、
各
々
、
ご
参
拝
く
だ

さ
い
。
ま
たY

ouT
ube

築
地
本
願
寺
で
も
生
配
信
さ
れ

ま
す
。 

YouTube築地本願寺QRコード 
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『
生
命
環
流 

浄
土
和
讃
を
読
む
下
』
大
峯
顕
氏
著 

  
 

如
来
よ
り
賜
る
菩
提
心 

  

こ
の
和
讃
で
、
初
め
て
「
信
心
」
と
い
う
言
葉
が
出

て
来
ま
す
。
念
仏
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と

で
す
が
、
信
心
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
信
心
と
称
名
と
は
一
つ
の
こ
と
で

不
離
不
即
で
す
。
『
歎
異
抄
』
第
十
一
条
に
、
南
無
阿

弥
陀
仏
を
称
え
れ
ば
お
浄
土
に
往
く
の
か
、
そ
れ
と
も

誓
願
を
信
じ
れ
ば
お
浄
土
に
往
く
の
か
、
と
い
う
問
題

が
出
て
い
ま
す
。
当
時
、
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
た
人
が
、

素
朴
に
お
念
仏
を
喜
ん
で
い
る
人
に
向
か
っ
て
「
お
前

は
弥
陀
の
誓
願
を
信
じ
て
念
仏
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ

と
も
名
号
を
信
じ
て
念
仏
し
て
い
る
の
か
」
と
聞
い
て

惑
わ
せ
た
と
い
う
の
で
す
。
唯
円
房
は
、
誓
願
の
不
思

議
に
よ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
な
ら
れ
て
、
こ

の
名
号
を
称
え
る
者
を
助
け
る
と
約
束
さ
れ
て
い
る
の

が
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
だ
か
ら
、
お
念
仏
を
称
え
る
こ

と
と
阿
弥
陀
さ
ま
を
信
じ
る
こ
と
は
一
つ
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
決
し
て
別
々
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
丁
寧
に

教
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
こ
で
も
、
称
名
念
仏
の

こ
と
を
信
心
と
言
い
換
え
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
同
じ
こ

と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
願
力
は
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
地
獄
行
き
の
者
を
そ
の
ま

ま
で
助
け
よ
う
と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
で
す
。
今
ま
で
地

獄
行
き
だ
っ
た
人
間
が
、
心
を
改
め
て
お
浄
土
往
き
の

人
間
に
な
っ
た
ら
助
け
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
少
し
も

不
思
議
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
理
屈
な
ら
、
人
間

の
頭
で
も
わ
か
り
ま
す
。
一
度
も
仏
法
を
心
に
か
け
た

こ
と
も
な
く
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
き
た
人
間
は

仏
に
な
ど
な
れ
っ
こ
な
い
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の

常
識
で
す
。
お
寺
に
参
っ
て
熱
心
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を

称
え
て
い
る
人
は
お
浄
土
に
往
く
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ

う
で
な
い
人
は
無
理
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
は
、
煩
悩
に
焼
か
れ
な
が
ら

し
か
生
き
ら
れ
な
い
私
た
ち
が
、
必
ず
助
け
る
と
い
う

阿
弥
陀
さ
ま
の
言
葉
を
信
じ
る
だ
け
で
、
往
生
が
定
ま

る
と
い
う
本
願
で
す
。
常
識
を
超
え
た
願
力
の
不
思
議

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
事
で
す
。 

 

そ
の
願
力
の
不
思
議
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
い
た
だ
く

信
心
が
、
大
菩
提
心
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
菩
提
心

と
は
、
仏
に
な
ろ
う
と
い
う
心
の
こ
と
で
す
。
禅
宗
や

真
言
宗
な
ど
の
聖
道
門
で
は
、
ま
ず
仏
に
な
ろ
う
と
い

う
心
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
は
今

日
の
報
恩
講
法
座
に
、
仏
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
お
参
り

さ
れ
ま
し
た
か
。
た
ぶ
ん
違
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
根

報
恩
講
に
は
い
つ
も
参
る
こ
と
に
し
て
い
る
か
ら
来
た

と
い
う
人
は
い
て
も
、
仏
に
な
ろ
う
と
し
て
来
た
と
い

う
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
自
力
聖
道
門
は
、

こ
の
菩
提
心
を
自
分
で
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
教

え
で
す
。
こ
の
世
を
快
楽
の
た
め
に
生
き
る
の
で
は
な

く
、
仏
に
な
る
た
め
に
人
生
を
生
き
る
と
い
う
心
を
起

こ
す
こ
と
が
大
前
提
に
な
る
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
そ
う
い
う
自
力
聖
道
の

菩
提
心
は
凡
夫
に
は
と
う
て
い
起
こ
せ
な
い
し
、
起
こ

し
た
と
し
て
も
末
通
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
の
で
す
。
末
通
ら
な
い
の
は
、
首
尾
一
貫
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
菩
提
心

が
な
か
っ
た
ら
お
浄
土
へ
は
往
け
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る

と
、
菩
提
心
を
発
せ
な
い
わ
れ
わ
れ
凡
夫
に
お
浄
土
へ

往
く
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は

一
体
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
そ

の
菩
提
心
に
二
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
さ
れ
た

の
が
、
親
鸞
聖
人
で
あ
り
ま
す
。
菩
提
心
に
は
自
力
の

菩
提
心
と
浄
土
の
菩
提
心
と
の
二
つ
が
あ
り
、
浄
土
の

菩
提
心
と
は
実
は
信
心
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
の
で
す 

 

信
心
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
心
を
い
た
だ
く
こ
と
で

す
。
浄
土
の
菩
提
心
が
大
菩
提
心
だ
と
言
わ
れ
る
の
は

私
た
ち
が
自
力
で
作
っ
た
菩
提
心
で
は
な
く
、
阿
弥
陀

さ
ま
が
く
だ
さ
る
信
心
の
中
に
こ
も
っ
て
い
る
菩
提
心

だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
如
来
さ
ま
に
ま
か
せ
る
信
心

の
中
に
、
菩
提
心
が
同
時
に
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ

の
菩
提
心
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
く
だ
さ
っ
た
金
剛
不
壊

の
菩
提
心
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
信
心
の
行
者
を

見
た
ら
、
天
地
に
充
ち
満
ち
て
い
る
悪
い
神
が
こ
と
ご

と
く
尊
敬
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
信
心
の
行
者
に
は

も
は
や
怖
ろ
し
い
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か
な

る
悪
も
障
げ
に
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 

願
力
不
思
議
の
信
心
と
い
う
の
は
、
如
来
の
願
力
を

源
泉
に
し
て
生
ま
れ
て
来
る
心
で
す
。
た
と
え
ば
『
高

僧
和
讃
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
首
が
あ
り
ま
す
。 

２ 

  
現
世
利
益
和
讃
に
つ
い
て 

 
十
二
首
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（
八
二
） 

 
 

信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば 

 
 
 

念
仏
成
仏
自
然
な
り 

 
 
 

自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り 

 
 
 

証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず 

（
『
註
釈
版
聖
典
』
五
九
二
頁
） 

 

他
力
の
信
心
は
私
の
心
か
ら
発
源
す
る
の
で
は
な
く

阿
弥
陀
さ
ま
の
心
か
ら
発
源
す
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
さ

ま
の
心
が
私
の
心
に
乗
り
移
る
、
も
し
く
は
映
る
と

言
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
仏
に
な
り
た
い
と
は
思
わ

な
い
私
の
心
に
、
如
来
に
せ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う

阿
弥
陀
さ
ま
の
心
が
移
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
に
信
心
が

生
ま
れ
る
の
で
す
。
信
心
は
、
私
の
心
に
お
い
て
起
こ

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
心
か
ら
起
こ
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
と
、
私
か

ら
起
こ
る
こ
と
と
は
違
う
の
で
す
。
こ
の
違
い
に
気
づ

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
私
の
信
心
は

私
以
外
の
人
に
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
私

の
心
に
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

が
起
こ
っ
て
来
る
源
は
ど
こ
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
私

の
心
で
は
な
く
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
な
の
で
す
。
仏
に

せ
ず
に
は
お
か
な
い
、
信
ぜ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
と

い
う
如
来
の
心
が
、
そ
の
ま
ま
私
の
心
に
移
っ
て
く
る

そ
う
す
る
と
私
の
中
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
ま
か
せ
る
と

い
う
心
が
自
然
に
起
こ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
お
念
仏

す
る
こ
と
も
仏
さ
ま
に
な
る
こ
と
も
み
な
自
然
な
こ
と

で
す
。
私
た
ち
が
仏
に
な
る
こ
と
に
何
の
疑
い
も
あ
り

ま
せ
ん
。
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
微
塵
も
疑
う
余
地
が
な

い
の
で
す
。 

 

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
私
た
ち
が

往
生
成
仏
す
る
こ
と
に
安
心
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

す
。
安
心
さ
れ
た
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
成
ら
れ
た
の

で
す
。
法
蔵
菩
薩
が
、
私
た
ち
衆
生
を
ど
う
し
た
ら
救

え
る
か
を
心
配
し
て
、
五
劫
の
思
惟
を
重
ね
兆
載
永
劫

の
修
行
を
さ
れ
、
そ
し
て
衆
生
を
救
え
る
南
無
阿
弥
陀

仏
と
成
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
で
心
配
な
い
と
安
心
さ
れ

た
か
ら
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
誰
で
も
称
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
欲
が
深
い
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
が
称

え
ら
れ
な
と
い
う
人
は
お
ら
れ
な
い
は
ず
で
す
。
他
人

の
悪
口
を
言
う
時
の
口
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る

口
と
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
同
じ
口
で
す
。
阿
弥
陀
さ

ま
は
、
お
前
の
口
は
汚
れ
て
い
る
か
ら
出
た
く
な
い
な

ど
と
は
お
っ
し
ゃ
ら
ず
、
さ
っ
き
ま
で
欲
や
愚
痴
の
話

を
し
て
い
た
そ
の
同
じ
口
か
ら
平
気
で
出
て
く
だ
さ
る

の
で
す
。 

 

だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
、
阿
弥
陀
さ
ま
が

語
ら
れ
る
声
を
聞
け
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
私

の
中
か
ら
、
自
然
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
称
名
が
出
て
来

ま
す
。
そ
れ
が
弥
陀
の
本
願
か
ら
生
ま
れ
た
信
心
で
す

こ
の
信
心
は
仏
心
で
あ
っ
て
、
人
間
の
心
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
人
間
が
起
こ
し
た
心
で
ど
う
し
て
お
浄
土
に
往

け
る
で
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
に
起
こ
し
て
く

だ
さ
っ
た
信
心
だ
か
ら
、
必
ず
お
浄
土
に
往
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。 

 

考
え
て
み
た
ら
人
間
と
い
う
も
の
は
不
思
議
な
存
在

で
、
他
人
の
悪
口
を
言
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
仏
さ
ま
が

乗
り
移
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
乗
り
移
る
と
言

う
と
、
新
興
宗
教
の
教
祖
さ
ま
だ
け
の
こ
と
の
よ
う
に

聞
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

乗
り
移
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
阿
弥
陀

さ
ま
の
招
喚
の
言
葉
を
聞
い
て
い
た
ら
、
い
つ
の
間
に

か
私
の
口
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
が
出
て
く
だ
さ
る
の
で

す
。
こ
れ
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
乗
り
移
ら
れ
た
証
拠
で

す
。 

 

衆
生
を
救
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
が
阿
弥
陀
さ
ま

で
す
。
如
来
さ
ま
は
、
ど
れ
ほ
ど
救
い
難
い
人
間
で

あ
っ
て
も
あ
き
ら
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
必
ず
お
念

仏
さ
せ
て
仏
に
す
る
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
途
方
も

な
く
気
が
長
い
の
で
す
。
私
た
ち
は
気
短
か
で
自
分
の

こ
と
を
す
ぐ
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば

こ
ん
な
に
聴
聞
し
て
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
あ

き
ら
め
た
り
し
ま
す
。
あ
る
い
は
「
死
に
た
く
な
い
」

と
思
っ
て
い
る
の
に
、
最
後
は
「
ど
う
で
も
い
い
」
と

言
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
阿
弥

陀
さ
ま
は
決
し
て
あ
き
ら
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で

す
。
十
方
の
衆
生
を
仏
に
す
る
た
め
に
、
五
劫
の
思
惟

と
兆
載
永
劫
の
修
行
を
貫
徹
さ
れ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏

に
な
っ
て
喚
び
か
け
た
ら
、
衆
生
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の

名
号
は
、
十
方
の
衆
生
が
一
人
残
ら
ず
仏
に
な
れ
る
と

阿
弥
陀
さ
ま
が
安
心
さ
れ
た
姿
で
す
。
そ
の
名
号
の
不

思
議
な
力
に
よ
っ
て
私
た
ち
も
安
心
で
き
る
の
で
す
。 

 

心
配
そ
う
な
顔
を
し
た
お
医
者
さ
ん
で
は
、
治
る
病

気
も
な
か
な
か
治
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
患
者
は
「
必
ず

治
る
か
ら
ま
か
せ
な
さ
い
」
と
言
っ
て
欲
し
い
の
で
す

そ
う
言
っ
て
く
れ
る
の
が
名
医
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
名
医
中
の
名
医
で
す
。
わ
れ
わ
れ

が
信
じ
て
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
阿
弥

陀
さ
ま
は
少
し
も
疑
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
衆
生
に
は

疑
っ
て
い
る
人
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
方
は
少
し
も
疑
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な

人
間
で
も
、
お
念
仏
そ
し
て
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と

を
ご
存
知
な
の
で
す
。
十
方
衆
生
は
み
な
念
仏
し
て
仏

に
な
れ
る
の
だ
。
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
ら
阿
弥
陀
に
は

な
ら
な
い
と
誓
っ
て
、
今
す
で
に
阿
弥
陀
に
成
っ
て
お

ら
れ
る
の
が
そ
の
証
拠
で
す
。
衆
生
の
成
仏
に
安
心
さ

れ
て
い
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
姿
を
見
れ
ば
、
こ
ち
ら
に

も
自
然
に
安
心
が
湧
い
て
き
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
心

が
私
の
心
に
移
っ
て
来
る
か
ら
で
す
。 

３ 
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魅
力
八 

神
祇
の
批
判
が
あ
る
こ
と 

  

世
界
に
は
、
色
々
な
宗
教
が
あ
り
ま
す
。
昨
今
は
、
オ
ー

ム
真
理
教
の
サ
リ
ン
事
件
や
、
中
東
の
止
む
こ
と
の
な
い
相

互
の
攻
撃
な
ど
を
聞
き
、
「
宗
教
が
争
い
の
原
因
で
は
な
い

か
」
と
言
う
不
信
感
さ
え
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
「
神
」
は
何

の
た
め
に
あ
る
か
、
問
わ
れ
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
。 

 

日
本
の
歴
史
で
は
、
神
仏
習
合
と
呼
ば
れ
、
神
仏
は
垂
迹

の
関
係
に
あ
る
と
、
神
社
と
寺
院
が
同
居
す
る
事
態
が
続
き

ま
し
た
。
そ
し
て
両
者
は
、
と
も
に
鎮
護
国
家
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
維
新
の
政
策
で
「
神
仏
分
離
」
し

た
の
で
す
が
、
市
民
の
日
常
に
、
仏
教
と
神
道
の
両
方
の
儀

礼
が
混
ざ
っ
て
残
っ
て
い
る
こ
と
や
、
奈
良
の
春
日
大
社
に

東
大
寺
の
僧
が
参
る
儀
式
が
今
も
残
っ
て
い
る
事
態
は
、
長

い
過
去
の
伝
統
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
日
本
の
状
態
は
、
心
あ
る
方
々
か
ら
は
、
節
操
が
無

い
と
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
宗
教
の
戦
争
が

な
い
、
平
和
な
姿
だ
と
、
評
価
す
る
人
も
い
ま
す
。
私
ど
も

は
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？
親
鸞
聖
人
は
、
神

祇
に
つ
い
て
、
信
心
の
菩
提
心
の
立
場
か
ら
、
批
判
さ
れ
て

い
ま
す
。 

〔
実
例
一
〕
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
（
『
註
釈
版
聖

典
』
四
二
九
頁
）
に
、 

 
 

涅
槃
経
に
の
た
ま
は
く
、
「
仏
に
帰
依
せ
ば
、
つ
ひ
に 

 
 

ま
た
、
そ
の
余
の
も
ろ
も
ろ
の
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」 

 
 

と
。 

 
 

般
舟
三
昧
経
に
の
た
ま
は
く
、
「
優
婆
夷
、
こ
の
三
昧 

 
 

を
聞
き
て
学
ば
ん
と
欲
せ
ん
も
の
は
・
・
・
み
づ
か
ら 

 
 

仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
し
、
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。 

 
 

余
道
に
事
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
天
を
拝
す
る
こ
と
を 

 
 

得
ざ
れ
。
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
吉
良
日
を
視 

 
 

る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
な
り
。 

と
、
優
婆
夷
す
な
は
ち
在
家
の
信
者
に
も
厳
し
い
禁
止
の
文

を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
理
由
を
示
さ
れ
る
箇
所
と
し
て
、
同
「
化
身
土
巻
」

四
五
三
頁
、 

 
 

『
首
楞
厳
経
』
に
の
た
ま
は
く
、
・
・
・
も
ろ
も
ろ
の 

 
 

衆
生
を
し
て
愛
見
の
坑
に
落
さ
し
め
ん
。
菩
提
の
路
に 

 
 

失
し
、
眩
惑
無
識
に
し
て
、
お
そ
ら
く
は
心
を
失
せ
し 

 
 

め
ん
。
所
過
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
家
、
耗
散
し
て
、
愛 

 
 

見
の
魔
と
な
り
て
、
如
来
の
種
を
失
せ
ん
。 

と
あ
る
部
分
が
当
た
る
と
思
い
ま
す
。
鬼
神
と
し
て
祠
る
レ

ベ
ル
が
低
い
と
言
う
見
解
で
す
。
そ
の
「
愛
見
の
坑
・

魔
」
、
「
菩
提
の
路
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
小
悲
・
中
悲
・

大
悲
」
三
五
九
頁
（
証
巻
・
論
註
）
の
言
葉
と
合
わ
せ
て
考

え
る
と
、
仏
教
の
考
え
が
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
聖
人
の
『
ご
消
息
』
七
八
六
頁
に
は
（
部

分
）
・
・
・ 

 
 

よ
ろ
づ
の
神
祇
・
冥
道
を
、
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま
つ 

 
 

る
と
申
す
こ
と
、
こ
の
事
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
・ 

 
 

・
・
（
中
略
）
・
・
・
天
地
に
お
は
し
ま
す
、
よ
ろ
づ 

 
 

の
神
は
、
か
げ
の
か
た
ち
に
添
へ
る
が
ご
と
く
し
て
、 

 
 

ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
に
て
候
へ
ば
、
念
仏
を
信
じ
た 

 
 

る
身
に
て
、
天
地
の
神
を
す
て
ま
う
さ
ん
と
お
も
ふ
こ 

 
 

と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
。
云
々
・
・
・ 

と
、
右
の
「
化
身
土
巻
」
の
経
文
と
反
す
る
言
葉
を
述
べ
て

お
ら
れ
ま
す
。
勿
論
、
経
典
の
言
う
イ
ン
ド
の
神
と
、
聖
人

の
手
紙
の
神
は
異
な
り
ま
し
ょ
う
が
、
「
神
」
と
い
う
も
の

が
、
人
間
の
「
恐
れ
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
同
じ
よ
う

な
働
き
を
示
す
概
念
で
す
。 

 

経
典
の
「
神
に
帰
依
す
る
な
」
と
い
う
事
と
、
お
手
紙
の

「
神
を
あ
な
づ
る
な
、
捨
て
る
な
」
と
言
う
、
矛
盾
す
る
よ

う
な
二
つ
の
聖
人
の
ご
教
示
は
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
良
い
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
解
く
カ
ギ
が
、
親
鸞
聖
人
の
『
現
世

利
益
和
讃
』
に
あ
り
ま
す
。 

〔
実
例
二
〕
『
註
釈
版
聖
典
』
五
七
五
頁
に
、 

 
 

天
神
・
地
祇
は
こ
と
ご
と
く 

善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り 

 
 

 

こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に 

 
 

 

念
仏
の
ひ
と
を
ま
も
る
な
り 

 
 

願
力
不
思
議
の
信
心
は 

大
菩
提
心
な
り
け
れ
ば 

 
 

 

天
地
に
み
て
る
悪
鬼
神 

 
 

 

み
な
こ
と
ご
と
く
お
そ
る
な
り 

と
言
う
二
首
で
す
。
善
い
鬼
神
と
、
悪
鬼
神
と
区
別
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

従
っ
て
「
善
い
神
は
捨
て
る
な
」
、
「
悪
い
神
は
、
拝
む

な
」
、
と
言
う
二
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
善
い
神
と
、
悪
い

神
を
区
別
す
る
基
準
は
、
右
の
二
首
に
よ
る
と
、
「
念
仏
の

人
を
護
る
か
、
ど
う
か
？
」
と
言
う
視
点
と
、
「
大
菩
提
心

（
目
覚
め
を
求
め
、
人
々
を
も
目
覚
め
さ
せ
た
い
と
思
う
こ

こ
ろ
）
に
沿
う
て
い
る
か
、
そ
の
菩
提
心
を
怖
れ
て
い
る

か
？
」
と
言
う
自
利
利
他
の
視
点
で
区
別
す
る
基
準
を
持
つ

こ
と
が
大
事
に
な
り
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
私
ど
も
が
、
そ
の
神
を
「
認
め
る
か
、
拝
ま
な

い
か
」
と
判
断
が
大
事
で
、
ど
う
対
処
す
る
か
は
、
ま
ず
調

査
し
て
か
ら
、
判
断
せ
よ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

 

と
か
く
一
般
に
、
《
周
り
が
拝
む
か
ら
、
自
分
も
拝
む
》

と
言
う
人
々
が
多
い
こ
と
が
問
題
で
す
。
ま
た
「
昔
か
ら
拝

ん
で
い
る
」
と
伝
統
に
従
順
で
、
無
批
判
が
問
題
で
す
。 

 

昔
の
歌
に
「
何
事
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
か

た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
る
」
と
い
う
和
歌
が
あ
り
ま
す

が
、
雰
囲
気
・
感
情
に
流
さ
れ
る
、
日
本
人
の
特
性
を
示
す

内
容
で
す
。
森
に
囲
ま
れ
た
神
社
に
は
、
た
し
か
に
神
々
し

い
思
い
を
起
こ
す
働
き
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う

外
面
的
な
こ
と
に
惑
う
凡
夫
の
心
を
考
え
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
そ
ん
な
当
時
の
時
代
の
姿
勢
を
批
判
さ
れ

た
わ
け
で
す
。 

 

※
果
た
し
て
、
お
念
仏
申
す
よ
う
に
な
る
と
、
善
鬼
神 

 

か
悪
鬼
神
か
の
判
断
能
力
が
身
に
つ
く
よ
う
に
な
る 

 

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

４ 

 
親
鸞
聖
人
の
魅
力 

 
 

ー
時
代
即
応
の
教
学
に
つ
い
て
ー 

波
佐
間
正
己
氏 
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
鎌
倉
殿
の
十
三
人
』
も
最
終

章
に
入
り
ま
し
た
。
「
和
田
合
戦
」
で
、
執
権
北
条
義

時
が
完
全
に
関
東
で
の
権
力
を
掌
握
し
た
頃
、
鎌
倉
で

は
一
二
一
三
年
か
ら
一
二
一
四
年
の
二
年
間
で
十
回
も

大
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。 

 

一
二
二
一
年
五
月
、
承
久
の
乱
が
勃
発
し
て
、
七
月

に
は
後
鳥
羽
上
皇
は
鎌
倉
幕
府
に
敗
れ
て
、
隠
岐
の
島

の
流
さ
れ
ま
す
。
一
二
二
四
年
六
月
、
主
人
公
の
北
条

義
時
が
死
去
（
一
二
二
五
年
に
北
条
政
子
が
死
去
）

し
、
こ
の
ド
ラ
マ
は
最
終
回
を
迎
え
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

一
二
二
四
年
、
時
同
じ
く
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
、
稲

田
で
『
教
行
信
証
』
の
草
稿
を
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
五

二
歳
の
頃
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
一
二
二
七
年
に

は
嘉
禄
の
法
難
が
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

『
教
行
信
証
』
に
見
る
越
後
流
罪
に
関
す
る
常
識 

 

『
教
行
信
証
』
の
越
後
流
罪
を
め
ぐ
っ
て
、
従
来
、

次
の
よ
う
な
常
識
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
後
鳥
羽
上

皇
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷
と
延
暦
寺
や
興
福
寺
の
仏
教

教
団
勢
力
が
手
を
組
ん
で
、
法
然
聖
人
の
専
修
念
仏
勢

力
を
弾
圧
し
た
と
い
う
常
識
で
す
。
そ
れ
は
専
修
念
仏

が
国
家
体
制
を
壊
そ
う
と
し
て
い
た
か
ら
だ
、
国
家
に

反
逆
を
企
て
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

こ
の
常
識
に
よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
は
国
家
権
力
と
闘
う

人
だ
っ
た
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
最
大
の
、
そ
し

て
唯
一
の
根
拠
が
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
の
次
の
記

事
で
し
た
。
引
用
文
に
は
、
便
宜
上
、
少
し
ず
つ
分
け

て
Ａ
～
Ｅ
の
記
号
を
つ
け
ま
し
た
。 

 

（
Ａ
）
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
ふ
て
邪
正
の
道
路
を
わ

き
ま
ふ
る
こ
と
な
し
。
（
Ｂ
）
こ
こ
を
以
て
興
福
寺
の

学
徒
、
太
政
大
臣
【
後
鳥
羽
の
院
と
号
す
】
〈
諱
尊

成
〉
、
今
上
【
土
御
門
の
院
と
号
す
】
〈
諱
為
仁
〉
聖

暦
、
承
元
丁
卯
の
歳
、
仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
。

（
Ｃ
）
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し
、
忿
を
な
し

怨
を
結
ぶ
。
（
Ｄ
）
こ
れ
に
因
り
て
、
真
宗
興
隆
の
大

祖
源
空
法
師
な
ら
び
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
へ
ず
、

み
だ
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐
す
。
あ
る
ひ
は
僧
儀
を
改

め
て
姓
名
を
賜
ふ
て
遠
流
に
処
す
。
（
Ｅ
）
予
は
そ
の

一
な
り
。
（
も
と
は
漢
文
で
す
。
） 

  

京
都
大
学
区
名
誉
教
授
で
鎌
倉
時
代
研
究
の
第
一
人

者
で
あ
る
上
横
手
雅
敬
氏
は
、
こ
の
文
章
は
次
の
よ
う

な
意
味
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
ま
す
（
「
建
永
の
法
難
に

つ
い
て
」
『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）
。
歴
史
学
者
の
間
で
は
、
浄
土
真

宗
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
承
元
の
法
難
」
を
「
建
永
の
法

難
」
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
（
以
下
の
現
代
語

訳
は
本
稿
の
筆
者
〈
今
井
〉
が
行
い
ま
し
た
。
） 

 

（
Ａ
）
京
都
の
儒
学
者
た
ち
は
進
む
べ
き
方
向
に
迷

い
、
正
し
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
の
判
断
が
つ
か
な
い
で

い
ま
し
た
。
（
Ｂ
）
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
興
福

寺
の
学
僧
た
ち
は
後
鳥
羽
上
皇
（
お
名
前
は
尊
成
）
と

そ
の
時
の
天
皇
で
あ
る
土
御
門
天
皇
（
お
名
前
は
為

仁
）
に
対
し
、
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
二
月
上
旬
、

専
修
念
仏
者
た
ち
を
断
罪
し
て
く
れ
る
よ
う
に
申
し
あ

げ
ま
し
た
。
（
Ｃ
）
後
鳥
羽
上
皇
と
そ
の
下
に
い
る
貴

族
た
ち
は
、
法
で
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
処
断
の
手
続
き

を
取
ら
ず
、
正
し
い
政
治
に
背
い
た
行
動
を
取
り
ま
し

た
。
彼
ら
は
何
か
を
恨
み
が
な
し
く
思
い
、
怒
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
感
情
の
ま
ま
に
処
断
し
た
の
で
す
。

（
Ｄ
）
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
浄
土
真
宗
を
興
し
た
大
功

労
者
の
法
然
聖
人
と
そ
の
門
下
数
人
を
、
正
し
く
裁
判

を
せ
ず
、
上
皇
は
勝
手
に
死
刑
に
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
ま
た
何
人
か
は
僧
侶
の
身
分
を
取
り
上
げ
て
還
俗

さ
せ
、
族
人
と
し
て
の
姓
名
を
つ
け
て
流
罪
に
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
（
Ｅ
）
私
親
鸞
は
そ
の
一
人
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か 

 

ー
「
洛
都
の
儒
林
」
が
な
ぜ
『
教
行
信
証
』
に
出
て 

 
 

く
る
の
か
ー 

 

い
っ
た
い
親
鸞
聖
人
は
こ
の
化
身
土
巻
の
文
章
で
、

何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
後
鳥
羽
上
皇

を
非
難
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も

朝
廷
で
院
政
を
主
導
し
て
い
る
実
力
者
後
鳥
羽
上
皇
は

国
家
権
力
の
権
化
だ
、
倒
せ
、
な
ど
と
声
高
に
叫
ん
で

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
に
（
Ａ
）
の
「
洛
都

の
儒
林
」
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
「
洛
都
の
儒
林
」
と
は
、
朝
廷
に
仕
え

て
い
る
京
都
の
儒
学
者
と
い
う
意
味
で
す
。
さ
ら
に
詳

し
く
説
明
し
ま
す
と
朝
廷
の
裁
判
に
関
わ
る
仕
事
を
し

て
い
る
儒
学
者
の
こ
と
で
す
。 

 

裁
判
の
仕
組
み 

 

朝
廷
で
、
犯
罪
の
被
疑
者
を
捕
え
た
場
合
、
審
議
し

て
ど
の
よ
う
な
刑
罰
が
適
当
か
決
定
し
ま
す
。
今
日
風

に
い
え
ば
裁
判
を
行
い
ま
す
。
刑
罰
は
五
種
類
あ
り
ま

す
。
一
口
に
笞
（
ち
）
・
杖
（
じ
ょ
う
）
・
徒
（
ず
）

流
（
る
）
・
死
（
し
）
と
い
い
ま
す
。
「
笞
」
は
背
中

を
棒
で
五
十
回
叩
く
刑
罰
で
す
。
い
わ
ゆ
る
笞
（
む

ち
）
で
叩
く
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
杖
」
は
同
じ
く

棒
で
背
中
を
百
回
叩
く
刑
罰
で
す
。
叩
か
れ
た
人
は
血 

５ 

 

 
立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 

企
画 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

【
稲
田
禅
房
西
念
寺
（
稲
田
御
坊
）
】
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
市
民
大
学 

筑
波
大
学
名
誉
教
授 

第
十
三
回 

今
井
雅
晴
氏 
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だ
ら
け
で
半
死
半
生
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
「
徒
」
は

懲
役
刑
、
「
流
」
は
流
刑
、
「
死
」
は
死
刑
で
す
。 

 

被
疑
者
に
つ
い
て
の
裁
判
の
過
程
で
、
真
っ
先
に
仕

事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
儒
学
者
た
ち
で
す
。

そ
の
係
り
の
儒
学
者
た
ち
が
集
ま
り
、
担
当
の
公
卿

（
く
ぎ
ょ
う
）
の
諮
問
に
応
じ
て
話
し
合
い
ま
す
。
こ

の
被
疑
者
は
「
杖
」
が
適
当
、
こ
ち
ら
は
「
流
」
が
適

当
と
答
申
を
す
る
の
で
す
。
そ
の
上
で
公
卿
た
ち
の
会

議
で
決
定
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

公
卿
と
い
う
の
は
、
多
数
い
る
貴
族
の
中
の
最
上
層

の
人
び
と
で
す
。
職
で
い
え
ば
、
太
政
大
臣
・
左
大

臣
・
右
大
臣
・
大
納
言
・
中
納
言
・
参
議
の
人
び
と
で

す
。
大
納
言
以
下
は
複
数
い
ま
す
の
で
、
い
つ
も
だ
い

た
い
十
数
人
で
す
。
現
代
の
内
閣
の
大
臣
と
ほ
ぼ
同
じ

人
数
で
す
。
天
皇
ま
た
は
上
皇
が
強
力
な
場
合
は
、
む

ろ
ん
そ
の
意
志
が
尊
重
さ
れ
ま
す
。 

 

「
流
罪
」
と
答
申
す
る
場
合
、
流
刑
地
ま
で
決
定
し

て
答
申
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
流
す
か
は

公
卿
の
会
議
で
決
定
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
興
味
深
い
の

は
、
答
申
か
ら
決
定
ま
で
の
間
に
は
か
な
り
の
日
数
が

あ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
今
日
風
に
言
え
ば
、
か
な

り
の
情
実
が
入
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
し
て
そ
れ
は
非
難
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
は
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か 

 

ー
「
洛
徒
の
儒
林
」
は
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
ー 

 

と
こ
ろ
が
儒
学
者
た
ち
は
行
う
べ
き
役
割
を
果
た
し

て
い
な
か
っ
た
、
と
親
鸞
聖
人
は
問
題
に
し
て
い
る
の

で
す
。
法
然
聖
人
・
親
鸞
聖
人
以
下
が
朝
廷
の
名
の
も

と
に
処
罰
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
儒
学
者
た
ち
は
答

申
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
大
変
な
職
務

怠
慢
だ
ろ
う
、
と
親
鸞
聖
人
は
非
難
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
（
Ａ
）
の
「
行
に
迷
ふ
て
邪
正
の
道
路
を
わ
き
ま

ふ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
文
章
の
意
味
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か 

 

ー
後
鳥
羽
上
皇
の
手
続
き
無
視
を
非
難
ー 

 

む
ろ
ん
、
儒
学
者
た
ち
が
勝
手
に
答
申
を
行
わ
な
い

な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
後
鳥
羽

上
皇
が
そ
の
答
申
を
さ
せ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
は
諮
問

を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
問
題
だ
っ
た
の
で

す
。
後
鳥
羽
上
皇
の
怨
み
と
怒
り
が
激
し
く
て
、
裁
判

の
正
し
い
手
続
き
を
無
視
し
、
法
然
聖
人
・
親
鸞
聖
人

以
下
を
上
皇
が
勝
手
に
有
罪
と
決
め
つ
け
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
が
（
Ｃ
）
の
「
主
上
臣
下
、
法
に
背
き

義
に
違
し
、
忿
を
な
し
怨
み
を
結
ぶ
」
と
い
う
文
章
の

意
味
で
す
。
後
鳥
羽
上
皇
が
何
を
怨
み
怒
っ
た
か
と
い

え
ば
、
そ
れ
は
自
分
が
紀
伊
国
（
和
歌
山
県
）
の
熊
野

神
社
に
参
詣
し
て
い
る
間
に
、
愛
人
た
ち
が
専
修
念
仏

の
会
に
参
加
し
、
上
皇
に
無
断
で
出
家
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
上
皇
は
愛
人
た
ち
に
捨
て
ら
れ
た

の
で
す
。
上
皇
は
そ
れ
を
「
忿
」
り
「
怨
」
ん
だ
の
で

す
。
彼
は
ま
だ
情
熱
あ
ふ
れ
る
二
八
歳
の
若
者
で
し

た
。
後
鳥
羽
上
皇
が
「
法
に
背
」
い
た
の
は
、
自
ら
の

愛
人
問
題
が
原
因
で
し
た
。
そ
の
上
皇
の
意
志
を
止
め

ら
れ
な
か
っ
た
「
臣
下
」
の
貴
族
た
ち
を
も
、
親
鸞
は

問
題
に
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

「
愛
人
問
題
で
越
後
に
流
さ
れ
た
」
の
は
嫌
だ
？ 

 

私
は
、
「
親
鸞
聖
人
が
愛
人
問
題
な
ど
と
い
う
次
元

の
低
い
理
由
で
越
後
流
罪
に
な
っ
た
な
ん
て
嫌
だ
な

あ
」
と
い
う
感
想
を
何
度
か
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
「
国
家
を
弾
圧
」
の
方
が
気
分
い
い
、
親
鸞
聖
人

は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
人
物
だ
っ
た
ん
だ
、
と
思
い
た
い

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
に
思
お
う
と
自
由

で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
教
行
信
証
』
は
「
専
修
念

仏
者
へ
の
国
家
の
弾
圧
、
後
鳥
羽
を
倒
せ
」
と
い
う
視

点
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
裁
判
手
続
き
の

誤
り
」
と
い
う
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

専
制
的
権
力
を
も
っ
た
上
皇
た
ち 

 

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
院
政
を
行
っ

て
い
た
上
皇
た
ち
は
非
常
に
強
い
政
治
的
権
力
を
握
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
白
河
上
皇
に
始
ま
り
、
鳥
羽
上

皇
・
後
白
河
上
皇
・
後
鳥
羽
上
皇
と
続
く
四
代
の
上
皇

た
ち
で
す
。
彼
ら
は
強
力
な
指
導
力
を
発
揮
し
て
朝
廷

の
中
で
は
貴
族
勢
力
を
圧
倒
し
、
武
家
勢
力
に
対
し
て

は
貴
族
を
守
り
ま
し
た
。
ま
た
仏
教
勢
力
に
対
し
て
は

信
仰
面
の
依
り
ど
こ
ろ
を
求
め
つ
つ
、
統
制
下
に
置
く

努
力
を
続
け
ま
し
た
。
上
皇
た
ち
は
、
個
人
的
な
、
あ

る
い
は
公
け
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
仏
教
勢
力
に
干
渉

し
ま
し
た
。
専
修
念
仏
者
だ
け
が
被
害
に
遭
っ
た
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
周
囲
の
状
況
も
見
る
べ
き

で
す
。 

 

『
教
行
信
証
』
が
書
か
れ
た
場
所
と
時
期 

 

『
教
行
信
証
』
は
関
東
で
書
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

親
鸞
聖
人
五
二
歳
の
時
で
す
。
後
鳥
羽
上
皇
が
承
久
の

乱
で
幕
府
軍
に
敗
れ
て
隠
岐
の
島
に
流
さ
れ
た
の
は
そ

の
三
年
前
で
す
。
帰
洛
を
も
と
め
る
朝
廷
の
願
い
を
、

幕
府
は
絶
対
に
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
教
行
信
証
』

は
幕
府
の
お
膝
元
の
関
東
で
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。
親

鸞
聖
人
を
保
護
し
て
く
れ
て
い
る
宇
都
宮
頼
綱
は
幕
府

の
有
力
者
で
す
。
彼
は
変
わ
ら
ず
専
修
念
仏
者
た
ち
の

味
方
で
す
。
法
然
聖
人
没
後
の
最
大
の
法
難
で
あ
る
嘉

禄
の
法
難
は
こ
れ
か
ら
三
年
度
で
す
が
、
そ
の
時
頼
綱

は
数
百
人
の
騎
馬
軍
団
を
率
い
て
法
然
の
遺
骸
を
守
り

ま
し
た
。
（
『
拾
遺
古
徳
伝
絵
』
）
。 （

次
号
に
続
く
） 

６ 

【
稲
田
禅
房
西
念
寺
（
稲
田
御
坊
）
】
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
市
民
大
学 

筑
波
大
学
名
誉
教
授 

第
十
三
回 

今
井
雅
晴
氏 
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編
集
後
記
（
愚
案
） 

 

 

世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
旧(

統
一
教
会)

の
問
題
で
、
「
宗
教
二
世
」
が
話
題
に
な

り
、
今
年
の
流
行
語
大
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ

れ
ま
し
た
。
（
私
的
に
は
、
「
キ
ー
ウ
」
が

大
賞
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
）
。
「
宗
教
二

世
」
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
次
の
よ
う
に

報
告
さ
れ
ま
し
た
。
『
東
洋
経
済
』
に
よ
る

と
回
答
の
あ
っ
た
八
割
が
「
苦
痛
」
を
感
じ

た
と
回
答
。
理
由
は
「
信
仰
を
強
制
さ
れ

る
」
が
一
番
多
く
、
「
布
教
や
選
挙
の
手
伝

い
」
「
周
囲
の
無
理
解
」
「
恋
愛
結
婚
の
制

限
」
「
人
間
関
係
（
い
じ
め
含
む
）
」
等
の

順
で
し
た
。
虐
待
と
感
じ
る
こ
と
も
多
く
あ

り
、
「
精
神
的
・
霊
的
な
虐
待
」
「
体
罰
」

「
育
児
放
棄
」
の
回
答
が
多
く
あ
っ
た
。
ま

た
、
「
社
会
調
査
支
援
機
構
チ
キ
ラ
ボ
」
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
「
旧
統
一
教
会
」
だ
け
で
は

な
く
、
他
の
新
興
宗
教
の
人
か
ら
も
対
象
に

し
、
「
性
に
関
す
る
規
範
意
識
や
タ
ブ
ー
意

識
」
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
価
値
観
」
「
恋
愛
・
交
友
関
係
の
制

限
」
「
献
金
要
求
」
等
の
回
答
が
あ
り
、
子

ど
も
救
済
の
観
点
か
ら
の
社
会
的
対
応
が
必

要
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
こ
と
で
、
宗
教
全
体
に
対
し
て
疑

問
視
す
る
よ
う
な
声
が
拡
が
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
触
れ
て

な
い
が
、
子
ど
も
が
老
い
た
親
へ
の
宗
教
的

虐
待
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち

の
宗
派
は
「
家
の
宗
教
」
と
し
て
続
い
て
き

た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
「
信
教
の
自
由
」
か
ら

「
個
の
宗
教
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
久
し
い
で
す
。
お
念
仏
が
相
続
さ
れ

る
よ
う
に
つ
と
め
て
参
り
た
い
も
の
で
す
。 

本願寺派では、ロシアの軍事侵攻により避難生活を余儀なくされているウクライナの人々を支援する

ことを目的に、緊急に「たすけあい運動募金」において標記募金の募集を開始いたしました。 

つきましては、募金にご協力いただきますよう、下記の通りお願い申しあげます。      合掌 

記 

１．募金の名称  浄土真宗本願寺派 たすけあい運動募金 

          「ウクライナ緊急支援募金」 

２．受付口座番号 

    〈郵便振替〉 ０１０００－４－６９９５７ 

           加入者名 たすけあい募金 

    〈銀行振込〉 銀行 ゆうちょ銀行 

           店名 一〇九（イチゼロキュウ）店 

           番号 当座 ００６９９５７ 

           名義 たすけあい募金 

※通信欄に「ウクライナ緊急支援」とご記入ください。 

「ウクライナ緊急支援募金」募集について 

仕
合

し

あ

わ
せ
は 

  
 

比 く
ら

べ
る
も
の
で
な
く 

  
 

気 き

づ
い
て
い
く
も
の 

 

二
〇
二
二
年
「
心
の
と
も
し
び
」
十
一
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
二
年 

一
一
月
の
行
事
予
定 

  

六
日
（
日
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
一
日
（
金
）
逮
夜
～
一
六
日
（
水
）
日
中 

  

築
地
本
願
寺
親
鸞
聖
人
報
恩
講 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

今
回
も
団
体
参
拝
を
組
み
ま
せ
ん 

 
 
 
 
 
 
 

各
々
で
の
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
す 

 
 
 
 
 
 
 

よ
う
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す 

 

一
六
日
（
水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
六
日
（
土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 


