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道
元

に
お
け
る
生
死
と
業

の
問
題

絶
対
現
在
的
生
死
観
と
行
為
の
歴
史
性

有

福

孝

岳

小
論
は
、
道
元
の
生
死
観
と
三
時
業
の
思
想
と
を
そ
れ
ぞ
れ
究
明
し
、
両
者
を
連
関
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て

一
見
両
者
は
矛
盾
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が

、
人
間
に
お
け
る
絶
対
現
在
的
生
死
観
と
行
為
の
歴
史
性

・
因
果
性
と

の
関
わ
り
を
明
ら
か
に

し
、
さ
ら
に
、
三
時
業
の
思
想
の
内
に
含
ま
れ
た

一
種
の
来
世
観
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
三
時
業
思
想

の
人
間
的
実
践
に
お
け
る
道

徳
的
効
用
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
果
た
す

べ
く
、
本
論
は
、
先
ず

一
に
お
い
て
は
、
生
也
全
機
現

・
死
也
全
機
現
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
絶
対
現
在
的
生

　
ユ

　

死
観

(同
時
に
行
為
論
で
も
あ
り
時
間
論

で
も
あ
る
)
と
し
て
の
生
死

一
如

の
思
想
を
究
明
し
、
二
に
お
い
て
は
、
「
経
歴
」
と
し
て
特

　　
　

色
づ
け
ら
れ
る
、
道
元
独
特
の
時
間
論
を
解
明
し
、
時
間
の
連
続
性
か
ら
業
思
想

へ
の
移
行
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
看
て
取
り
、
三
に

お
い
て
は
、
三
時
業
の
思
想
を
行
為
の
因
果
性

・
歴
史
性

の
仏
教
的
表
現
と
し
て
提
示
し
、
道
元
自
身
の
絶
対
現
在
的
生
死
観
と
業
思
想

　ヨ
　

と
の
間
の
矛
盾
と
調
和
の
問
題
を
考
察
し
、
最
後

に
四
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
絶
対
現
在
的
生
死
観

(行
為
論
)
と
行
為
の
歴
史
性
、

行
為
的
瞬
間
に
お
け
る
意
志
決
定
と
行
為

の
因
果
的
歴
史
的
反
省
と
の
間
の
連
関
の
問
題
な
ら
び
に
そ
の
重
要
性
を
、
カ

ン
ト
の
実
践
哲

学
を
手
引
き
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
、
生
死

一
如

の
立
場
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一
・

一
、
反
身
滅

心
常
論

さ
し
あ
た

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が

「他
界
」

に
つ
い
て
語
る
と
き
、
考
え
て
い
る
の
は
、
肉
体

の
死
後

に
お
い
て
魂
が
な
お
存
在
し
棲
息

し
て
い
る
世
界
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
肉
体
は
滅
び
て
も
、
魂

(霊
魂
)
だ
け
は
、
死
滅
せ
ず
に
、
永
続
的

に
生
き

つ
づ
け

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「身
滅
心
常
」

の
考
え
方

に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
身
滅
心
常
論
は
、

正
統
的
な
仏
教
哲
学

に
お
い
て
は
、
先
尼
外
道

の
見
解
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
、
先
尼
外
道

の
見
解
と

さ
れ
る

「身
滅
心
常
」
思
想

の
具
体
的
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
『
正
法
眼
蔵

・
辧
道
話
』
の
第
十
問
答
を

一
読
す
れ
ば
よ
い
。
い
さ
さ
か
長
い
引

用
に
な
る
が
、
身
滅

心
常
論
を
適
切
な
仕
方

で
ま
と
め
て
い
る
の
で
全
文
を
引
用
す
る
。

「と
う
て
い
は
く
、
あ
る
が
い
は
く
、
生
死
を
な
げ
く
こ
と
な
か
れ
、
生
死
を
出
離
す
る
に
い
と
す
み
や
か
な
る
み
ち
あ
り
。

い
は
ゆ

し
ん
じ
ゃ
う

る
、

心

性

の
常

住

な

る

こ
と

わ

り
を

し

る

な

り
。

そ

の
む

ね

た

ら

く
、

こ

の
身

體

は
、

す

で
に
生

あ

れ
ば

か

な

ら

ず
滅

に
う

つ
さ

れ

ゆ

く

こ
と

あ

り
と

も

、

こ

の
心

性

は
あ

へ

て
滅

す

る

こ
と

な

し
。

よ

く
生

滅

に

う

つ
さ

れ

ぬ
心

性

わ

が
身

に

あ

る

こ
と
を

し

り

ぬ

れ
ば

、

こ
れ

シ

ニ

ズ
ル
コ
ト

ニ

を
本
來
の
性
と
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
身
は
こ
れ
か
り
の
す
が
た
な
り
、
死

此

生

彼

さ
だ
ま
り
な
し
。
心
は
こ
れ
常
住
な
り
、
去
來
現

レ

レ

在
か
は
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
し
る
を
、
生
死
を
は
な
れ
た
り
と
は
い
ふ
な
り
。

こ
の
む
ね
を
し
る
も
の
は
、
従
來

の
生
死
な
が

く
た
え
て
、
こ
の
身
を
は
る
と
き
性
海
に
い
る
。
性
海
に
朝
宗
す
る
と
き
、
諸
佛
如
來
の
ご
と
く
、
妙
徳
ま
さ
に
そ
な
は
る
。
い
ま
は
た
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と
ひ
し
る
と
い
へ
ど
も
、
前
世
の
妄
業
に
な
さ
れ
た
る
身
體
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
諸
聖
と
ひ
と
し
か
ら
ず
。

い
ま
だ

こ
の
む
ね
を
し
ら
ざ
る

も
の
は
、
ひ
さ
し
く
生
死
に
あ
ぐ
る
べ
し
。
し
か
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
、
た
だ
い
そ
ぎ
て
心
性
の
常
住
な
る
む
ね
を
了
知
す
べ
し
。
い
た
つ

ど
う

ら

に
閑

坐

し

て

一
生

を

す

ぐ

さ

ん
、

な

に

の
ま

つ
と

こ
ろ

か

あ

ら

ん
。

か

く

の
ご

と

く

い
ふ

む

ね
、

こ
れ

は

ま

こ
と

に
諸

佛

諸

祖

の
道

に

か

な

へ
り

や
、

い

か

ん
。

せ
ん

に

げ

だ
う

し

め

し

て

い

は

く
、

い

ま

い
ふ

と

こ
ろ

の
見

、

ま

た

く

佛

法

に
あ

ら

ず

、

先

尼

外

道

が

見

な

り

。

か
う
あ
く

い
は
く
、
か
の
外
道
の
見
は
、
わ
が
身
う
ち
に
ひ
と

つ
の
霊
知
あ
り
、
か
の
知
、
す
な
は
ち
縁
に
あ
ふ
と
こ
ろ
に
、
よ
く
好
悪
を
わ
き

ま

へ
、
匙
扣
を
わ
き
ま
ふ
。
痛
痒
を
し
り
、
苦
楽
を
し
る
、
み
な
か
の
霊
知
の
ち
か
ら
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
か

の
霊
性
は
、
こ
の
身
の

滅
す
る
と
き
、
も
ぬ
け
て
か
し
こ
に
う
ま
る
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
こ
に
滅
す
と
み
ゆ
れ
ど
も
、
か
し
こ
の
生
あ
れ
ば
、
な
が
く
滅
せ
ず
し
て
常

住
な
り
と
い
ふ
な
り
。
か
の
外
道
が
見
、
か
く
の
ご
と
し
。」

こ
こ
ま
で
は
、
道
元
自
身
が
先
尼
外
道
の

「身
滅
心
常
論
」
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
は
、
こ
の
見
解

に
対
す
る
道
元

の
批
判

で
あ
る
。

「し
か
あ
る
を
、
こ
の
見
を
な
ら
う
て
佛
法
と
せ
ん
、
瓦
礫
を
に
ぎ
り
て
金
貨
と
お
も
は
ん
よ
り
も
な
ほ
お
ろ
か
な
り
。
癡
迷

の
は
つ

べ
き
、
た
と
ふ
る
に
も
の
な
し
。
大
唐
國

の
慧
忠
國
師
、
ふ
か
く
い
ま
し
あ
た
り
。

い
ま
心
常
相
滅

の
邪
見
を
計

し
て
、
諸
佛
の
妙
法

に

ひ
と
し
め
、
生
死
の
本
因
を
お
こ
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
た
り
と
お
も
は
ん
、
お
ろ
か
な
る
に
あ
ら
ず
や
、
も
と
も
あ
は
れ
む
べ
し
。
た

だ
こ
れ
外
道
の
邪
見
な
り
と
し
れ
、
み
み
に
ふ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
と
や
む
こ
と
を
え
ず
、

い
ま
な
ほ
あ
は
れ
み
を
た
れ
て
、
な
ん
ち
が
邪
見
を
す
く
は
ん
。

し
る

べ
し
、

佛
法
に
は
、

も
と
よ
り

射
就
い一ち姫

に
し
て
、
憾
樫
祁
一に一な
り
と
談
ず
る
、
西
天
東
地
お
な
じ
く
し
れ
る
と
こ
ろ
、
あ

へ
て
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
は
ん
や
常
住

を
談
ず
る
門
に
は
、
萬
法
み
な
常
住
な
り
、
身
と
心
と
を
わ
く
こ
と
な
し
。
寂
滅
な
り
、
性
と
相
と
を
わ
く
こ
と
な
し
。
し
か
あ
る
を
な
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ん
ぞ
身
滅
心
常
と
い
は
ん
、
正
理
に
そ
む
か
ざ
ら
ん
や
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
生
死
は
す
な
は
ち
涅
槃
な
り
と
覚
了
す
べ
し
、
い
ま
だ
生

死

の
ほ
か
に
涅
槃
を
談
ず
る
こ
と
な
し
。

い
は
ん
や
心
は
身
を
は
な
れ
て
常
住
な
り
と
領
解
す
る
を
も
て
、
生
死
を
は
な
れ
た
る
佛
智
に

妄
計
す
と
い
ふ
と
も
、

こ
の
領
解
知
覚

の
心
は
、
す
な
は
ち
な
ほ
生
滅
し
て
、
ま
た
く
常
住
な
ら
ず
。
こ
れ
、
は
か
な
き
に
あ
ら
ず
や
。

嘗
観
す

べ
し
、
身
心

一
如
の
む
ね
は
、
佛
法

の
つ
ね
の
談
ず
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
な
ん
ぞ
こ
の
身

の
生
滅
せ
ん
と
き
、
心

ひ
と
り
身
を
は
な
れ
て
生
滅
せ
ざ
ら
ん
。
も
し

一
如
な
る
と
き
あ
り
、

一
如
な
ら
ぬ
と
き
あ
ら
ば
、
佛
説
お
の
つ
か
ら
虚
妄
に
な
り
ぬ
べ

し
。
又
生
死
は
の
ぞ
く
べ
き
法
ぞ
と
お
も

へ
る
は
、
佛
法
を
い
と
ふ

つ
み
と
な
る
。

つ
つ
し
ま
ざ
ら
ん
や
。

し
る
べ
し
、
佛
法
に
心
性
大
總
相
の
法
門
と
い
ふ
は
、

一
大
法
界
を
こ
あ
て
、
性
相
を
わ
か
ず
、
生
滅
を
い
ふ

こ
と
な
し
。
菩
提
涅
槃

に
お
よ
ぶ
ま
で
、
心
性
に
あ
ら
ざ
る
な
し
。

一
切
諸
法

・
萬
象
森
羅
、
と
も
に
た
だ
こ
れ

一
心
に
し
て
、

こ
め
ず

か
ね
ざ
る
こ
と
な
し
。

こ
の
も
ろ
も
ろ
の
法
門
、
み
な
平
等

一
心
な
り
。
あ

へ
て
異
違
な
し
と
談
す
る
、
こ
れ
す
な
は
ち
佛
家
の
心
性
を

し
れ
る
様
子
な
り
。

し
か
あ
る
を
、
こ
の

一
法
に
身
と
心
と
を
分
別
し
、
生
死
と
涅
槃
と
を
わ
く
こ
と
あ
ら
ん
や
。
す
で
に
佛
子
な

り
、
外
道
の
見
を
か
た

る
狂
人

の
し
た
の
ひ
び
き
を
み
み
に
ふ
る
る
こ
と
な
か
れ
。」

確
か
に
、
身
体
は
五
感

の
対
象
に
な
り
、
生
死
が
あ
り
、
部
分
的
に
も
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
心
と
い
う
も
の

は
、
こ
の
身
体
と
と
も
に
働
き
、
身
体

に
い
ろ
い
ろ
な
命
令
を
下
し

つ
つ
、
五
感

(眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
)
や
意
識
活
動
の
主
体
と
は

な

っ
て
も
、
心
そ
れ
自
体
は
、
な
ん
ぴ
と
た
り
と
も
こ
れ
を
見
る
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
心
は
そ
も
そ
も
量
的

な
も
の
、
相
対
的
な
も
の
、
部
分
的
な
も
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
知
覚

の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

(心
不
可
得
)
。

そ
こ
で
、
単
純
な
頭
脳
の
持
主
は
、
目
に
見
え
ぬ
心
や
魂
は
、
ち
ょ
う
ど
蝉
や
蛇
が
自
分

の
殻
か
ら
抜
け
出
て
、
新
し
い
生
命
を
得
る
よ

う

に
、
あ
る
い
は
、
家
屋
敷
が
焼
け
て
な
く
な

っ
て
も
、
家
主
の
方
は
依
然
と
し
て
生
き
残

っ
て
い
る
よ
う
に
、

身
体
の
死
後
も
、
不
死

不
滅
的
に
生
き
続
け
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た

「身
滅
心
常
」
な
い
し

「心
常
相
滅
」
の
考
え
方
は
、
先
尼
外
道
の
見
解
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
何

も
先
尼
外
道
だ
け
の
見
解
で
は
な
く
て
、
古
代
人
の
も
と
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
今
の
日
本
で
も
、
ど
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
、
さ
し

あ
た

っ
て
の

一
般
的
通
俗
的
な
考
え
方
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
毒
杯
を
あ
お
い
で
死
の
床

に
着
く
べ
き
運
命
に
あ

る
と
き
、
魂
の
不
死
を
信
じ
て
い
た

(プ
ラ
ト
ン

『
パ
イ
ド
ン
』)
。
カ
ン
ト
も
ま
た
、
実
践
理
性
の

「要
請

(勺
。
ωけ巳
讐
)
」

の
範
囲
内

に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
「魂
の
不
死
」
を
容
認
し
た
。
吉
田
松
陰
も

「
身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も
、
留
め
置
か
ま
し
大

和
魂
」
と
詠
ん
で
、
小
塚
の
刑
場

へ
と
消
え
て
行

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
元
な
ら
び
に
正
統
派
の
仏
教
哲
学
は
、
な
に
ゆ
え
に
、

そ
れ
を

「
先
尼
外
道
の
見
解
」
と
呼
ん
で
、
蔑
視
し
た
り
罵
倒
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
は
、
先
き
の

「弁
道
話
」
の
第
十
問
答
に
お

い
て
次

の
よ
う
に
、
先
尼
外
道
の
見
解
を
批
判
す
る
。

仏
教

に
お
い
て
は
、
身
心
は

一
如
で
あ
り
、
性
相
は
不
二
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
身
と
心
と
が
相
関
し
合

っ
て
の
み

同
時
存
在
し

て
の
み

私
達

の
生
命
と
い
う
も
の
が
成
り
立

つ
の
で
あ
り
、
身
体
の
み
の
心
も
、
心
だ
け
の
身
体
も
、
生
命
を
な
さ
な
い
し
、
そ
れ

ら
自
体
存
在
し
て
い
な
い
。

一
切
の
事
物
は
、
不
変
的
、
普
遍
的
側
面

(性
)
と
、
個
体
と
し
て
の
特
殊
的
、
変
易
的
側
面

(相
)
と
を

渾
然

一
体
的

に
そ
れ
自
身

の
内
に
宿
し
て
い
る
。
現
実
の
経
験
的
固
体
は
、
こ
と
ご
と
く
形
相
と
質
料
、
本
質
と
存
在
、
す
な
わ
ち
性
と

相
と
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
身
心
や
性
相
の
不
二

一
体
性
こ
そ
が
、
生
命
の
根
底
に
あ
る
。

身
心

一
如
と
し
て
の
こ
の
人
生
を
お
い
て
ほ
か
に
人
間
の
生
き
る
道
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
不
安
に
満
ち
た
、
苦
悩
多
き
人
生

そ
の
も

の
の
ま

っ
た
だ
中

で
、
安
心
と
解
脱
の
道
を
見
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
死
の
苦
し
み
か
ら
の
解
脱
を
、
遠
い
未
来
の
こ
と
と

し
て
の
死

の
う
ち

に

死
と
し
て
の
涅
槃
の
う
ち
に

見
い
出
す
の
で
は
な
く
、
い
ま
こ
こ
に
、
自
分
の
足
元
に
、
自
分
自
身
の
人

生
に
極
楽
浄
土
と
涅
槃
寂
静
を
模
索
す
る
こ
と
が
、
人
間
に
と

っ
て
の
真
正
直
な
生
き
か
た
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
生
死
即
涅
槃
の
立

場

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
、
日
日
是
好
日
、
あ
る
い
は
平
常
心
是
道
と
い
う
の
で
あ
る
。
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た
し
か
に
、
「
生
死
を
い
と
い
涅
槃
を
願
う
」
立
場
、

つ
ま
り
生
死
の
向
こ
う
側
に
仏
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な

考
え
は
、
す

べ
て
身

滅
心
常
の
立
場
、
性
相
不
二
で
な
い
立
場
、
身
心

一
如

で
な
い
立
場
か
ら
出

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
凡
夫
と
い
う
も
の

は
だ
い
た
い
そ
う
い
う
身
滅
心
常
論
に
傾
き
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

一
・
二
、
不
生
不
滅

の
立
場

さ
て
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教
的
正
統
的
理
解
に
お
い
て
は
、
「身
滅
心
常
」
論
、
す
な
わ
ち
、
霊
魂
不
滅

の
立
場
は
、

い
た
く

批
判
さ
れ
排
斥
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
霊
魂
不
滅
論
が
身
心

の
二
元
論
的
見
解
に
基
づ
く
の
に
対
し
て
、
仏
教

に
お
い
て
は
、
性
相

不

二
、
身
心
不
二
、
生
死

一
如
、
生
死
即
涅
槃
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
生
死

一
如

で
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
生
と

死

の
二
元
性
が
否
定
さ
れ
、
両
者
の
不
二

一
体
性
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
仏
教
と
雖
も
、
生
と
死
が
全
然
無

い
と
い
う
わ
け
で
は

な

い
、
生
と
死
と
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
生
死

一
如

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
に
は
、
普
遍

の
意
味

に
お
け
る

が
ご
と
き
、
生
と
死
と
の
二
元
的
対
立
の
も
と
で
の
、
二
分
の

一
的
な
生
と
死
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
生
死

一
如
し
た
が

っ
て
不

生

で
も
あ
り
不
滅
で
も
あ
る
全
体
的
生
死
の
生
な
い
し
は
死
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
不
生
の
生
と
不
滅

の
滅
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
道
元
は

「生
死
」
の
巻
に
お
い
て
は
、
次
の
ご
と
く
語

っ
て
い
る
。

「生
よ
り
死
に
う

つ
る
と
心
う
る
は
、
こ
れ
あ
や
ま
り
也
。
生
は
ひ
と
と
き
の
く
ら
ゐ
に
て
、
す

で
に
さ
き
あ
り
、

の
ち
あ
り
、
か
る

が
ゆ
ゑ
に
仏
法
の
中
に
は
、
生
す
な
は
ち
不
生
と
い
ふ
。
滅
も
ひ
と
と
き
の
く
ら
ゐ
に
て
、
又
さ
き
あ
り
、

の
ち
あ
り
、

こ
れ
ら
に
よ
り

て
、
滅
す
な
は
ち
不
滅
と
い
ふ
。」
(『
正
法
眼
蔵
』
「生
死
」
の
巻
)

と
こ
ろ
で
、
以
上
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
の
、
仏
教
に
お
け
る
不
生
不
滅
の
論
理
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
第

一
に

「空
」

の
立
場
か
ら
の

「八
不
」
中
道
論
、
第
二
に

「前
後
際
断
」
と
い
う
絶
対
現
在
的
時
間
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
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ち
な
み
に
、
竜
樹
は
、
両
極
端

の
主
張
を
排
し
て

「
不
生

・
不
滅
、
不
断

・
不
常
、
不

一
・
不
異
、
不
去

・
不
来
」
を
唱
え
る
。

こ
の

場
合
、
形
式
の
上
か
ら
は
、
判
断
停
止

で
あ
る
が
、
単
に
判
断
停
止
な
ら
ば
、
何
も
語
ら
な
い
に
等
し
い
。
と
に
か
く
、
ど
ち
ら
か
に
偏

し
、

一
方
に
囚
わ
れ
て
、
意
志
と
思
惟
の
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
警
告
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
空

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

一

切
の
事
物
や
物
事
、
存
在
者
や
人
間
は
、
永
遠
的
固
定
的
実
体

で
は
な
い
。

一
切
は
、
時
間
的
無
常
の
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
、

い
ず
れ
無
く

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

一
切
は
、
有
る
と
い
う
相
に
は
も
ち
ろ
ん
と
ど
ま
り
得
な
い
が
、
無
い
と
い
う
相
に
も
留
ま
り
得
な
い
。

こ
う
し
た

有
相
と
無
相
と
を
超
え
た
あ
り
方
が

「空
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

「空
」

は
絶
対
否
定
の
論
理
的
範

疇

で
あ

っ
て
、
単
な
る

「
無
」

の
ご
と
き
相
対
的
否
定
の
論
理
的
範
疇
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
両
極
端
の
独
断
的
主
張
か
ら
自
由
自
在
な
働
き
を
可

能
に
す
る
た
め
の
原
動
力
と
し
て
空
と
い
う
絶
対
否
定
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
、
否
定
と
超
越
を
同
時

に
可
能
に
す
る
も
の
は
、
理
論

で
は
な
く
実
践

で
あ
り
、
認
識

で
は
な
く
行
為

で
あ
り
、
思
惟

で
は
な
く
意
志

で
あ
る
。

・
三
、
絶
対
現
在
的
生
死
観

不
生
不
滅
と
し
て
の
生
死
観
を
支
え
る
も
う

一
つ
の
根
拠
は
、
絶
対
現
在
的
な
時
間
論

で
あ
る
。
お
よ
そ
東
洋
的

(特
に
禅
的
)
時
間

論
の
う
ち
で
最
も
卓
越
し
た
も
の
、
最
も
多
く
語
ら
れ
る
も
の
は
、
瞬
間
的
充
足
と
し
て
の
絶
対
現
在
的
生
死
観

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
以

下
に
お
い
て
は
、
道
元
の
言
葉
に
即
し

つ
つ
考
察
し
て
み
た
い
。
周
知

の
如
く
、
道
元
は
、
「現
成
公
案
」
の
巻

に
お
い
て
、
「
薪
と
灰
」

の
関
係
を
語
り
つ
つ
、
「
前
後
際
断
」
の
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。

「
た
き

木

は

ひ
と

な

る
、

さ

ら

に

か

へ
り

て
た

き
木

と

な

る

べ
き

に

あ

ら

ず
。

し

か

あ

る

を
、

灰

は

の
ち
、

薪

は

さ

き

と

見

取

す

べ
か

ら
ず

。

し

る

べ

し
、

薪

は
薪

の
法

位

に
佳

し

て
、

さ

き

あ

り

の
ち

あ

り
、

前

後

あ

り

と

い

へ
ど

も
、

前
後

際

断

せ

り
。

灰

は

灰

の
法

位

に
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あ

り

て
、

の
ち

あ

り

さ
き

あ

り
。

か

の

た

き
木

、

は

ひ

と

な

り

ぬ

る

の
ち
、

さ

ら

に
薪

と

な

ら

ざ

る

が

ご

と

く

、

人

の
し

ぬ

る

の
ち

、

さ

ら

に
生

と

な

ら

ず

。

し

か
あ

る
を

生

の
死

に

な

る

と

い

は

ざ

る

は
、

佛
法

の
さ

だ

ま

れ

る

な

ら

ひ
な

り

、

こ

の
ゆ

ゑ

に
不

生

と

い
ふ

。

死

の
生

に
な

ら

ざ

る
、

法

輪

の

さ
だ

ま

れ

る
佛

転

な

り
、

こ
の

ゆ

ゑ

に

不
生

と

い

ふ
。

生

も

一
時

の
く

ら

ゐ

な

り

、

死

も

一
時

の
く

ら

ゐ
な

り

。

た

と

へ
ば

冬

と

春

の
ご

と

し
。

冬

の
春

と

な

る

と

お

も

は

ず
、

春

の
夏

と

な

る

と

い
は

ぬ

な

り
。
」

二
二
・

、
前
後
際
断
論

「前
後
際
断
」
と
は
、

一
期

一
会
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
間
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
で
切
れ
て
い
る
。
前
後
あ
り
と
い

え
ど
も
、
前
後
際
断
せ
り
、
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
間
そ
の
も
の
、
物
そ
の
も
の
、
事
態
そ
の
も
の
は
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
あ
り

方
を
実
現
し
て
い
る
の
み
で
、
あ
と
さ
き
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
と
さ
き
の
関
係
づ
け
は
、

時
間
意
識
を
も

っ
た
意

識
主
体

仏
教
的
に
は
、
「
心
意
識
」
と
か

「
慮
知
念
覚
」
と
か

「念
想
観
」

の
働
き
に
よ

っ
て
、
反
省
的
、

意
識
的
に
も
た
ら

さ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
前
後
の
連
続
的
関
係
に
と
ら
わ
れ
、
そ
れ
を
絶
対
視
す
る
も
の
だ
か
ら
、
有
る
も
の
が
無
く
な

っ
た
と
思
う
。

一
回
ポ

ッ

キ
リ
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
徹
底

す
れ
ば
、
あ
る
の
は
、

今
し
か
な
い
。
絶
対
の
今
し
か
な
い
。
前
も
後
も
な
い
。
前
後
継
起
を
考
え
る
こ
と
自
体
、
絶
対
現
在

へ
の
徹
底

が
不
十
分

で
あ
る
こ
と

に
基
づ
く
。
「絶
対
現
在
の
瞬
間
的
自
己
限
定
」
と
西
田
が
言
う
よ
う
に
、
行
為

広
義
に
お
い
て
は
思
惟
や
認
識
も

は
、
絶
対

の
今
の
問
題
で
あ
る
。
例
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
冬
か
ら
春

へ
、
春
か
ら
夏

へ
の
移
り
行
き
を
知

っ
て
い
る
の
は
、
人
間
的
意
識
主
体

の

み

で
あ
り
、
冬
自
体
春
を
知
ら
ず
、
春
自
体
冬
を
知
ら
な
い
。
春
夏
秋
冬
と
い
う
四
季
の
名
称
も
ま
た
、
不
生
不
滅
的
日
月

(
一
年
)
そ

の
も
の
を
そ
の
よ
う
に
仮
に
名
づ
け
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
未
来
は
現
在
よ
り
想
像
し
た
未
来
で
あ

っ
て
、
未
だ
存
在
し
て
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い
な
い
し
、
過
去
も
ま
た
す
で
に
過
ぎ
去

っ
て
い
て
、
存
在
せ
ず
、
た
だ
現
在
の
立
場
か
ら
想
起
再
生
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ

の
よ
う
に
、
本
当
に
あ
る
の
は
、
絶
対

の
現
在
だ
け
で
あ

っ
て
、
過
去
も
未
来
も
実
体
は
無
き
に
等
し
い
。
現
在

は
そ
れ
ゆ
え
、
過
去
と

未
来
に
は
さ
ま
れ
た
三
分
の

一
的
な
並
列
的
時
間
契
機

(要
素
)

で
は
な
く
て
、
全
体
的
絶
対
的
時
間
契
機
で
あ
る
。

一
・
三

・
二
、
生
也
全
機
現
、
死
也
全
機
現

「生
も
ま
た
全
機
現
、
死
も
ま
た
全
機
現
」
と
い
う
こ
と
は
、
生
は
生
で
絶
対
、
死
は
死
で
絶
対
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り

の
全
面
的
唯

一
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
、
自
己
を
実
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
た
か
も
、

ひ
と

(他
人
)
の
こ
と

が
気
に
な

っ
て
、
自
分
の
こ
と
に
集
中
で
き
な
い
よ
う
に
、
生
が
死
の
こ
と
を
気
兼
ね
し
て
、
生
の
力
を
半
分
に
け
ち

っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
「現
成
公
案
」
に
お
け
る
、
「生
も

一
時
の
く
ら
ゐ

(位
)
な
り
、
死
も

一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
。
た
と
え
ば
冬
と
春
の
ご
と
し
、
冬

の
春
と
な
る
と
お
も
は
ず
、
春
の
夏
と
な
る
と
い
は
ぬ
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、
生
也
全
機
現

・
死
也
全
機
現
を

意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
春
は
春
だ
け
で
精

一
杯
自
己
を
実
現
し
な
け
れ
ば
春
に
な
り
き
れ
な
い
。
春
は
春

の
こ
と
だ
け
を
実
現
し

な
け
れ
ば
春
と
は
い
え
な
い
。
春
は
、
ど
こ
ま
で
も
全
面
的
に
春
か
ら
成
り
立

つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
、
冬
に
関
し
て
も
、

夏
に
関
し
て
も
、
秋
に
関
し
て
も
言
え
る
。
各
自
銘
々
の
生
死
も
、
み
な
こ
と
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
精

一
杯

の
生
死
を
、
具
現
し
て
い

る
の
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
本
来
の
面
目
を
実
現
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

一
・
三

・
三
、
生
死
去
来
真
実
人
体

「
生
死
去
来
真
実
人
体
」
と
は
、
生
死
の
す
が
た
が
そ
の
ま
ま
で
す
で
に
、
真
実

の
仏
法
を
実
現
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
生

死
の
ぞ
と
に
、
仏
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
、

こ
の
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
の
ま
ま
の
生
死
去
来
を
も

っ
て
、
仏
法
実
現
の
プ
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ロ
セ
ス
へ
と
転
換
し
て
行
く
と
い
う
努
力

(精
進
)
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
た
だ
動
物
的
本
能
的
な
生
命
活
動
と
し
て
の

生
死
去
来
だ
け
で
は
真
実
人
体
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
道
元
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
慮
知
心
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
菩
提
心
を
お
こ
す
こ
と
あ
た
は
ず
。
こ
の
慮
知
心
を

す
な
は
ち
菩
提
心
と

す
る
に
は
あ
ら
ず
、
こ
の
慮
知
心
を
も
て
菩
提
心
を
お
こ
す
な
り
」
(発
菩
提
心
の
巻
)。
生
死
去
来
と
真
実
人
体

と
の
関
係
は
、
右
の
引

用
文
に
お
け
る
、
慮
知
心
と
菩
提
心
と
の
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
生
物
本
能
的
な
生
死
去
来
が
そ
の
ま
ま
で
、
仏
法
の
全
露
現
と

し
て
の
真
実
人
体
と
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
し
か
し
、
こ
の
生
死
去
来
を
抜
き
に
し
て
は
、
仏
法
も
涅
槃
寂
情
も
あ
り
は
し
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
生
死
去
来
に
発
菩
提
心
の
筋
金
を
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
仏
法

の
全
露
現
と
し
て
の
真
実
人
体
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
絶
対
否
定
的
行
為
を
、
禅
的
表
現
法
は

つ
ね
に
含
み
か

つ
求
め
て
い
る
。
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一

・
三

・
四
、

生

死

即

涅

槃

普
通

一
般
に
は
、
生
死
は
、
迷

っ
て
い
る
世
界
の
生
物
が
受
け
る
苦
の
果
報
で
あ
り
、
涅
槃
は
そ
う
し
た
生
死
迷
妄

の
苦
し
み
を
脱
し

て
真
実
を
究
め
る
転
迷
開
悟
、
解
脱
体
験
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
『涅
槃
経
』
は
、
「
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
」
と
言
う
。
ま
た

『
円
覚
経
』

で
は
、
「始
め
て
知
る
、
衆
生
本
来
成
仏
な
る
こ
と
を
、
生
死
涅
槃
は
猶
し
昨
夢
の
如
し
」
と
言
わ
れ
、
生
死
涅
槃
を
二

つ
の

語
と
す
る
と
き
は
、
迷
と
悟
と
い
う
関
係
二
項
を
指
し
て
い
る
。

し
か
る
に
、
先
に
述
べ
た

『涅
槃
経
』
の
精
神
に
従
え
ば
、
「生
死
は
す
な
は
ち
涅
槃
な
り
と
覚
了
す
べ
し
」

で
あ
り
、
「
生
死
の
ほ
か

に
涅
槃
を
談
ず
る
な
か
れ
」
と
な
る

(弁
道
話
の
巻
)。
普
通
は
忌
み
嫌
う
生
死
と
い
う
苦
し
み
と
悩
み
の
ま

っ
た
だ
な
か
に
、
楽
し
み

と
救
い
と
が
横
た
わ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
せ
よ
、
と
の
要
請
で
も
あ
る
。
生
死
の
外
に
救
い
を
求
あ
て
も
、

行
先
と
は
反
対
の
方
角
に
出
発
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
行

っ
て
も
、

こ
の
生
死
界
の
外
に
は
出
ら
れ



な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
こ
の
生
死
の
中
に
安
心
立
命
の
道
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
生
命
の
中
に
あ
っ
て
、

生
死
を
解
脱
で
き
る
の
で
あ
る
。
生
き
る
苦
し
み

・
悩
み
そ
の
も
の
の
中
に
、
す
で
に
、
大
安
心
の
方
策
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ

て
、
眼
蔵
の

「法
華
転
法
華
」
の
巻
に
お
い
て
、
道
元
は

「
空
即
色
の
転
法
輪
あ
り
、
無
有
生
死
な
る
べ
し
」
と
言

っ
て
い
る
。
あ
る
が

ま
ま
の
生
死
か
ら
目
を
そ
む
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
生
死
の
す
が
た
を
正
し
く
見

つ
め
、
見
極
め
て
、
そ
れ
に
正
し
く
対
応
す
る
と
こ
ろ

に
、
生
死
を
そ
の
ま
ま
仏
法
の
真
理

(涅
槃
)
と
し
て
活
用
し
再
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
有
限
な
理
性
、
身

体
を
も

っ
た
固
体
的
生
物

(動
物
)
と
し
て
の
人
間
に
は
、

こ
の
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

「
た
だ
生
死
す
な
は

ち
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て
、
生
死
と
し
て
い
と
ふ
べ
き
も
な
く
、
涅
槃
と
し
て
ね
が
ふ
べ
き
も
な
し
。
こ
の
と
き
は
じ
め
て
生
死
を
は
な
る

る
分
あ
り
」
(生
死
の
巻
)
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

二
、
経
歴

時

の
連
続
性

道元における生死と業の問題

さ

て
以

上

述

べ

た

よ
う

な

、

絶

対

現

在

的

生

死

観

を

、

道

元

が

展

開

し

て

い
る

か

ら

と

い

っ
て
も

、

決

し

て
道

元

は
、

時

の
連

続

性
l

l

し

た
が

っ
て
生

死

の
連

続

性

な

ら

び

に
因

果

の
連

続

性

を

否

定

し

て

い
る

わ

け

で
も

排

除

し

て

い
る

わ

け

で
も

な

い
。

す

で

に
述

べ
た

よ
う

な

「
前

後

際

断

」

を

述

べ

る
際

に
も

、

道

元

は
、

「
し

る

べ
し

、

薪

は
薪

の
法

位

に
住

し

て
、

さ

き

あ

り

の
ち

あ

り
、

前

後

あ

り

と

い

へ
ど

も

、

前

後

際

断

せ

り

。

灰

は
灰

の
法

位

に
あ

り

て
、

の
ち

あ

り

さ

き

あ

り
。
」

(
現
成

公
案

の
巻

)

と

語

っ
て

い
る
。

さ

ら

に

ま

た

、

「
生

も

一
時

の

く

ら

ゐ
な

り
、

死

も

一
時

の
く

ら

ゐ
な

り
」

(
現
成

公
案

の
巻

)
、

「
生

は

ひ

と

と

き

の
く

ら

ゐ

に

て
、

す

で

に
さ

き

あ

り

、

の
ち

あ

り

、

(
中

略

)

滅

も

ひ
と

と

き

の
く

ら

ゐ

に

て
又

さ

き

あ

り

、

の
ち

あ

り

」

(
生

死

の
巻

)

と
言

っ
て

い
る
。

前

後

継

起

と

い
う

こ
と

は
、

カ

ン
ト

の
定
義

を

ま

つ
ま

で
も

な

く
、

「
時

間

」

の
最

も

一
般

的

な

特

徴

で
あ

る

。

し

か

る

に
、

こ

の
前
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後
の
関
係
づ
け
は
、
事
態
や
対
象
を
そ
の
よ
う
に
、
前
後
継
起
と
い
う
時
間
概
念

た
だ
し
カ
ン
ト
な
ら
直
観

の
形
式

を
も

っ
て

対
象
を
見
て
い
る

「主
体
」
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
た
認
識
主
体
も
広

い
意
味

で
は
体
験
的
な
行
為

主
体
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
時
間
の
連
続
性
と
し
て
の
前
後
継
起
を
認
識
し
体
験
す
る
主
体
な
し
に
は
、
単
に
対
象
と
い
う
自
己
の
外
な
る
事
物
の
変
化
や
生
起

消
滅
で
す
ら
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
認
識
す
る
主
体
が
、
前
の
状
態
と
後
の
状
態
と
を
、
自
分
の
体
験
と
し
て
覚
え
て
お

り
、
こ
れ
を
想
起
し
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
時
の
連
続
性
や
事
物
の
変
化
で
す
ら
、
覚
知
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

き
ょ
う
り
ゃ
く

さ
て
道
元
は
、
こ
う
し
た
、
自
己
の
体
験
的
時
間
の
連
続
性
を
こ
と
さ
ら

「
経
歴
」
と
い
う
思
想
で
も

っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
も
、
対
象
や
事
態
の
変
化

前
後
関
係

(継
起
)

は
、
カ

ン
ト
に
お
い
て
す
ら
、
時
間
直
観
に
基
づ
け
ら
れ
た
、
し
か
も
、

時
間
は
、
主
体
の
内
に
の
み
あ
る
直
観
の
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
象
の
性
状
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
体

の
外
に
お
い
て
は
無
と

言
わ
れ
た
。

こ
れ
と
似
通

っ
た
こ
と
が
、
道
元
の
体
験
的
時
間

(
の
連
続
)
性
と
し
て
の

「経
歴
」
論
に
も
見
て
と
ら
れ
る
。

一
言
で
言
え
ば
、
時

と
は
、
「自
己
」
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
」
と
か

「わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ

れ
を
み
る
な
り
。
自
己
の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
」
と
か
、
「
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は

つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
な
り
。
有

時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時
な
り
。
」
と
か
の
文
章
は
、
「自
己
即
時
」
な
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

経
歴
と
い
っ
て
も
、
明
ら
か
に
、
現
在

の
自
己
を
中
心
と
し
て
、
過
去
に
も
未
来
に
も
開
か
れ
て
く
る
時
間
の
連
続
性
で
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
先

に
述
べ
た

「絶
対
現
在
」
と
い
う
時
間
が
根
本

に
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
そ
の

つ
ど
が
絶
対
現
在

で
あ

り
、
永
遠
の
今
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
そ
の
都
度
そ
の
都
度
が
独
立
独
歩
な
の
で
あ
り
、
前
後
際
断
な
の
で
あ
り
、
非
連
続
的
な

の
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
絶
対
現
在
を
、
振
り
返

っ
て
歴
史
的

に
考
察
す
る
と
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
が
前
後

に
継
起
し

連
続
し
て
出
現
す
る
。
む
し
ろ
、
各
々
が
独
立
独
歩
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
前
と
後
、
薪
と
灰
、
春
と
夏

の
区
別
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
区
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別
も
ま
た
し
か
し
な
が
ら
、

一
つ
の
大
き
な
時
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
ら
の
区
別
は
、

一
つ
の
実
体
の
属
性
や

様
態
に
お
け
る
変
化
の
相
だ
け
が
映

っ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
を
中
心
と
し
て
昨
日
の
こ
と
を
考
え
、
明
日
の
こ
と
を
考
え
る
。
自
己
の
外

に
あ
る
時
間
は
、
昨
日
、

今
日
、
明
日
と
い
う
風
に

一
方
通
行
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
自
己
の
体
験
に
お
け
る
時
間
は
必
ら
ず
し
も
、
過
去
か
ら
未
来

へ
と
流
れ
な

い
。
む
し
ろ
、
自
己
の
体
験

の
中

で
は
、
現
在
を
中
心
と
し
て
、
現
在

(今
日
)
か
ら
過
去

(昨
日
)

へ
、

現
在

(今

日
)

か
ら
未
来

(明
日
)

へ
と
流
れ
る
。

さ
て
、

こ
う
し
た
経
歴

の
思
想
か
ら
三
時
業
の
思
想

へ
と

つ
な
げ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

一
つ
だ
け
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
存

在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日

(現
在
)
に
お
い
て
、
明
日

(未
来
)
の
こ
と
を
考
え
た
り
予
想
し
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は

不
思
議
だ
と
も
何
と
も
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
明
日
が
遠
い
遠
い
未
来
の
こ
と
に
な
る
と
、
全
く
見
当
が

つ
か
な
く
な
る
。
し
か
る

に
、
仏
教

で
は
、
未
来
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
来
世
と
来
々
世
と
を
考
え
て
い
る
。
論
理
的
に
は
、
来
世
と
か
来

々
世
と
い
っ
た
発
想
は
、

今
日
に
お
い
て
明
日
の
こ
と
を
想
定
す
る
論
理
の
延
長
上
に
存
在
す
る
。
し
か
し
大
き
な
ち
が
い
は
、
近
い
未
来

の
こ
と
は
現
在
の
状
態

と
大
し
た
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
条
件

(想
定
)
の
も
と
に
、
連
続
的
に
考
え
ら
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
来
世
や
来
々
世
の
こ
と
は
、
こ

の
世
の
未
来
で
は
な
く
、
全
く
別
の
世
界

(他
界
)、
全
く
別
の
生

の
世
界

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
実
際
は
、

そ
の
近

い

未
来
に
お
い
て
さ
え
、
現
在
と
は
予
測
も

つ
か
な
い
事
態
が
生
ず
る
か
も
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
業

の
思
想
は
、
こ
れ
と
は

反
対
に
、
行
為
の
因
果
関
係
の
連
続
性
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
絶
対
現
在
の
生
死
観
か
ら
は
、
業
の
思
想
は
出
て
こ
な
い
。
む

し
ろ
、
そ
れ
を

つ
き
や
ぶ
る
も
の
が
、
生
也
全
機
現
、
死
也
全
機
現
の
生
死
観
で
あ
る
。

「経
歴
」
と
し
て
の
有
時
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
主
体
に
よ

っ
て
体
験
さ
れ
た
時
間
の
連
続
性

の
問
題

で
あ
る
。
不
生
不
滅
論
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た

「前
後
際
断
」
論
と
は
、
逆
対
応
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
、

「
前
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後
あ
り
と
い
え
ど
も
、
前
後
際
断
せ
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
「尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は

つ
ら
な
り
な
が

ら
時
時
な
り
。
有
時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時
な
り
」
で
あ
り
、
「
わ
れ
を
排
列
し
て
、
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
。
自

己
の
時
な
る
道
理
、

そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。」

で
あ
る
か
ら
。

こ
の
よ
う
な
時
の
連
続
性
を
体
験
で
き
る
の
は
、
そ
こ
に
、
自
己
自
身
の
体
験
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
体

験
と
な
ら
な
い
も
の
は
、
実
は
、
自
分
に
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
况
ん
や
、
「
わ
れ
を
排
列

し
お
き
て
、

わ
れ
こ
れ

を
み
る
な
り
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
他
国
の
歴
史
な
ど
自
分
に

は
全
く
関
係
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
国
の
歴
史
と
い
え
ど
も
、
私
自
身
の
関
心
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ

も
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
を
歴
史
と
し
て
把
握
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
他
国
の

歴
史
、
要
す
る
に
他
者
の
こ
と
が
自
己
自
身
の
関
心
事
、
す
な
わ
ち
自
分
の
事

(事
柄

ω
p
魯
①)
と
な

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

歴
史
は
、
も
と
も
と
は
、
体
験
し
た
人
が
語

っ
て
残
し
た
か
、
あ
る
い
は
書
き
記
し
て
残
し
て
お
い
た
出
来
事
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
の
際
、
歴
史
は
、
出
来
事
を
め
ぐ
る
書
き
手
の
解
釈

と
い
う
こ
と
は
書
き
手
の
歴
史
観
、
要
す
る
に
世
界
観
、
人
生
観
な
ど
な
ど

の
問
題
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
現
在

(現
代
)
と
い
う
観
点
に
立

つ
行
為
者

(歴
史
家
)
の
過
去

へ
の
解
釈
と
未
来
へ
の
展
望
と
は
、

　　
　

そ
う
し
た
歴
史
的
行
為
主
体
自
身
の
現
在
に
お
け
る
歴
史
観
、
世
界
観
、
人
生
観
な
ど
に
徹
底
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
思
想
に
見
て
と
ら
れ
る
こ
と
は
、
と
に
か
く
自
己
の
体
験
の
連
続
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「今
日
か
ら
明

日

へ
」
と

い
う
歴
史
思

想
が
、
今
世
か
ら
来
世

へ
、
今
世
か
ら
来
々
世

へ
応
用
転
換
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
三
時
業
の
考
え
方
が
開
か
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
は
、
「
三
時
業
」
と
い
う
考
え
方
は

一
体
全
体
ど
ん
な
も

の
か
。

78



道元における生死と業の問題

三
、
道
元

の
他
界
観
と
来
世
観

三
時
業
の
思
想

禅
の
精
神

(第

一
義
諦
)
か
ら
言
え
ば
、
自
他

一
如

で
あ

っ
て
、
自
界

(
こ
の
世
)
も
他
界

(あ
の
世
)
も
な

い
。
し
か
し
、
道
元
も

ま
た
人
の
子
と
し
て
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
関
係
を

『
眼
蔵
』

の
あ
ち
こ
ち
で
単
純
に
語
り
、
「
黄
泉
」
思
想
や

「
三
時
業
」

の
世
界

に
つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
吐
露
し
て
い
る
。
仏
教
哲
学

に
お
い
て
も
、
空
思
想
と
縁
起
思
想
と
は
表
裏

一
体
で
あ

る
よ
う
に
、
道
元
に
お

け
る
生
死

一
如
の
絶
対
現
在
的
行
為
論
と
、
三
時
業

の
思
想

に
基
づ
く
因
果
的
歴
史
的
行
為
論
と
の
間
に
も
あ
る
種
の
連
関
が
考
え
ら
れ

る
。
む
し
ろ
、
自
ら
の
因
果
の
道
理
を
大
事

に
し
て
、
現
在

の
各
瞬
聞
に
お
け
る
行
為
の
重
要
性
を
誠
実
に
受
け
取
り
、
過
去
に
お
け
る

悪
し
き
業
を
脱
し
、
未
来

に
お
け
る
良
き
業
を
築
き
あ
げ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
三
時
業
の
思
想
や
脱
野
狐
身
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
「出
家
功
徳
」
の
巻
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

う

ど
ん

げ

「
国

王

、

大

臣

、

妻

子

、

眷

属

は
、

と

こ
ろ

ど

こ
ろ

に
か

な

ら
ず

あ

ふ
、

仏

法

は
優

曇

華

の
ご

と

く

し

て
、

あ

ひ
が

た

し

。

お

ほ
よ

そ

し
ん
じ
つ

無
常
た
ち
ま
ち
に
い
た
る
と
き
は
、
、
国
王
、
大
臣
、
親
騷
、
従
僕
、
妻
子
、
珍
宝
、
た
す
く
る
な
し
、
た
だ
ひ
と
り
黄
泉

に
お
も
む
く

の
み
な
り
。
お
の
れ
に
し
た
が
ひ
ゆ
く
は
、
た
だ
こ
れ
善
悪
業
等
の
み
な
り
。
人
身
を
失
せ
ん
と
き
、
人
身
を
を
し
む
こ
こ
ろ
ふ
か
か
る

べ
し
。
人
身
を
た
も
て
る
と
き
、
は
や
く
出
家
す
べ
し
。
ま
さ
に
こ
れ
三
世
の
諸
佛
の
正
法
な
る
べ
し
」

道
元
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
方
に
お
い
て
、
生
死

一
如
に
立
脚
し
て
絶
対
現
在
的
行
為
論
を
展
開
し

て
い
た
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
他
方
に
お
い
て
も
こ
こ
で
も
思
わ
ず
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
善
悪
の
業
思
想
、

つ
ま
り
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
っ

た
、
行
為
の
因
果
性
と
歴
史
性
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
か

っ
た
。
行
為
の
瞬
間
的
自
己
限
定
に
お
い
て
は
、
絶
対
現
在
的
、
超
歴
史
的
立
場
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に
立
ち

つ
つ
、
歴
史
的
自
己
限
定
に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
因
果
論
的
関
係
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
仏
教
に
お
け
る

「業
」

の
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
と
こ
ろ
で
、
先
ず
、
「業

(囚
霞
ヨ
p
昌
)」
と
い
う
言
葉
は
ど
ん
な
意
味
内
容
を
意
味
す
る
の
か
。
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の

「
カ
ル
マ

ン
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
村
元
著
、
『新

・
仏
教
辞
典
』
(誠
信
童
旦
房
)
に
よ
る
と
、
元
来

「行
為
」
を
意
味
す
る
が
、
因
果
関
係
と
結
合

し
て
、
前
々
か
ら
存
続
し
て
働
く

一
種

の

「
力
」
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
う
す
る
と
、

一
つ
の
行
為
は
、
か
な
ら
ず
善
悪
や
苦
楽
の
果
報
を

も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
、

こ
こ
に
業

に
関
わ

っ
た
輪
廻
思
想

イ
ン
ド
古
来
の
考
え
方

が
生
れ
、
業
が
前
世
か
ら
来
世
に
ま
で

引
き
延
ば
さ
れ
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

業
の
思
想
は
、
本
来
は
未
来
に
向

っ
て
の
人
間
の
努
力
を
強
調
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
宿
業
説
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
逆
に
、

現
在
の
行
為

(結
果
)
を
全
面
的
に
過
去
や
前
世
の
行
為

(原
因
)

に
拘
束
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
因
果
論
的
行
為
論
と
し
て
、

一
種
の

宿
命
論
に
陥

っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。

一
般
的
に
も
、
「業
が
深
い
」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
ど
う
も
、
後

者

の
意
味

に
と
ら
れ

が
ち
で
あ
る
。
道
元
も
ま
た

一
般
仏
教
の
業
思
想
に
立
脚
し
て

「
三
時
業
」
の
問
題
を
、

こ
と
こ
ま
か
に
提
唱
し

て
い
る
。
し
か
も
、
そ

の
分
量
た
る
や
、
岩
波
文
庫
で
も
、
大
久
保
道
舟
本

(春
秋
社
版
)
で
も
十
頁
と
眼
蔵
中
の
他
の
巻
々
に
比
べ
て
も
、
比
較
的
大
部
な
巻

に
属
し
て
い
る
。
本
来
は
、
生
死

一
如
、
前
後
際
断
の
絶
対
現
在
論
を
提
唱
す
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
に
、
禅
者
道
元
和
尚

が
、
こ
う
し
た
業
思
想
を
ま
じ
あ
に
説
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
知
る
べ
く
、
先
ず
、
仏
教

一
般
の

「
三
時
業
」
の
概
念
理
解
に

従

っ
た
道
元
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
調
べ
て
み
る
。

ち
な
み
に
、
道
元
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
「三
時
業
」
の
巻
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ご
っ
ぽ
う

「
い
ま
の
よ

(世
)
に
因
果
を
し
ら
ず
、
業
報
を
あ
き
ら
め
ず
、
三
世
を
し
ら
ず
、
善
悪
を
わ
き
ま

へ
ざ
る
邪
見
の
と
も
が
ら
に
は
、

群
す
べ
か
ら
ず
。
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ニ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

い
は
ゆ
る
善
悪
之
報

有

三
時

焉
と
い
ふ
は
、

一

者
順
現
報
受
、
二

順
次
生
受
、
三

者
順
後
次
受
、

こ
れ
を
三
時
と
い
ふ
。

二

冖

佛
祖
の
道
を
修
習
す
る
に
は
、
そ
の
最
初
よ
り
、
こ
の
三
時
の
業
報
の
理
を
な
ら
ひ
あ
き
ら
む
る
な
り
。
し
か
あ
ら
ざ
れ
ば
、
お
ほ
く
あ

や
お
り
て
、
邪
見
に
堕
す
る
な
り
。
た
だ
邪
見
に
堕
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
悪
道
に
お
ち
て
、
長
時
の
苦
を

つ
く
。
続
善
根
せ
ざ
る
あ
い

だ
は
、
お
ほ
く
の
功
徳
を
う
し
な
ひ
、
菩
提
の
道
ひ
さ
し
く
さ
は
り
あ
り
、
を
し
か
ら
ざ
ら
め
や
。
こ
の
三
時
の
業
は
、
善
悪
に
わ
た
る

な
り
。
」

さ
ら
に
、
道
元
は
こ
れ
に
続
け
て
、
三
時
業
の
各
々
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ト
バ

ク

シ

ヲ

ノ

ニ

シ

シ
テ

チ

先
ず
順
現
報
受
業

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「第

一
順
現
報
受
業

者
、
謂

若

業

此

生

造
作

増
長

、
即

テ

ノ

ニ

ク
ル

ヲ

ヲ

ク

ト

於

此

生

受

異
熟
果

、
是

名

順
現
報
受
業

。
一

一

二

一

ニ

ニ

い

は

く
人

あ

り

て
、

あ

る

ひ
は

善

に
も

あ

れ

、

あ

る

ひ

は
悪

に
も

あ

れ

、

こ

の
生

に

つ
く

り

て
、

す

な

は
ち

こ

の
生

に

そ

の
報

を

浮

く

る
を

、

順

現

報

受

業

と

い
ふ
。
」

ま

だ
順

次

生

受

業

に

つ
い

て
は
次

の
よ

う

に
語

る

。

ト
バ

ク

シ

ノ

ニ

シ
テ

ニ

ク
ル

ヲ

ヲ

ク

ト

「第
二
順
次
生
受
業

者
、
謂

若

業
此

生

造
作
増
長

、
於

第
二
生

受

異
熟
果

、
是

名

順
次
生
受
業

。

一

二

一

二

一

二

い
は
く
、
も
し
人
あ
り
て
、

こ
の
生

に
五
無
間
業

〔
一
殺

父
、
二
殺

母
、
三
殺

阿
維
漢

、
四
出

仏
身
血

、
五
破

法
輪
僧

、

レ

レ

ニ

一

二

一

冖

二

と
い
う
五
逆
罪
の
こ
と
〕
を

つ
く
れ
る
。
か
な
ら
ず
順
次
生

に
地
獄

に
お

つ
る
な
り
。
順
次
生
と
は
、

こ
の
生
の

つ
ぎ
の
生
な
り
。
余
り

の
つ
み
は
、
順
次
生
に
地
獄
に
お

つ
る
も
あ
り
、
ま
た
順
後
次
受

の
ひ
く
べ
き
あ
れ
ば
、
順
次
生

に
地
獄

に
お

つ
る
も
あ
り
、
ま
た
順
後

次
受
の
ひ
く
べ
き
あ
れ
ば
、
順
次
生
に
地
獄
に
お
ら
ず
、
順
後
業
と
な
る
こ
と
も
あ
り
。

こ
の
五
無
間
業
は
、
さ
だ
め
て
順
次
生
受
業
に

地
獄
に
お

つ
る
な
り
。」

さ
ら
に
、
順
後
次
受
業
に
つ
い
て
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
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ト
バ

ク

シ

ノ

ニ

シ

シ
テ

イ

ニ

ハ

ギ
ル
コ
ト

ヲ

モ

ナ
リ
ト

ク
ル

「第
三
順
後
次
受
業

者
、
謂

若

業
此

生

造
作

増
長

、
隨

二第
三
生

一、
或

復
過
レ

此

雖

二
百
千
劫

一

、
受

二
異
熟

ヲ

ヲ

ク

ト

果

、
是

名

順
後
次
受
業

。

　

ニ

　

い
、は
く
、
人
あ
り
て
こ
の
生
に
、
あ
る
ひ
は
善
に
も
あ
れ
、
あ
る
ひ
は
悪
に
も
あ
れ
、
造
作
し
を
は
れ
り
と
い

へ
ど
も
、
あ
る
ひ
は
第

・三
生
、
あ
る
ひ
は
第
四
生
、
乃
至
百
千
生

の
あ
ひ
だ
に
も
、
善
悪

の
業
を
感
ず
る
を
順
後
次
受
業
と
な
つ
く
。
」

こ
の
よ
う
に
、
三
時
業
の
思
想
と
は
、
①
順
現
報
受
業
、
②
順
次
生
受
業
、
③
順
後
次
受
業

の
三

つ
で
あ
る
。

第

一
の
順
現
報
受
と
は
、

現
在
の
行
為
の
報
い
が
、
そ
の
ま
ま
現
世
に
お
い
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
順
次
生
受
業
は
、

現
在
の
行
為
の
報
い
が
、

来
世
に
お
い
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
第
三
の
順
後
次
受
業
は
、
現
在
の
行
為

の
報
い
が
、
来
世

の
次

の
生
、

つ
ま
り
来
々
世

に
お

い
て
出
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
、
来
世
と
来
々
世
と
は
、
た
し
か

に
こ
の
世
界
で
は
な
く
て
、

一
つ
の

「
他
界
」
に
他
な
ら
な
い
。
道
元
も
ま
た
仏
典
に
依
拠
し
て
、
色
々
と
三
時
業
の
実
例
を
枚
挙
し
て
い
る
が
、
わ
れ

わ
れ
人
間
の
知
性
を

も

っ
て
、
来
世
の
こ
と
や
、
来
々
世
が
ど
う
し
て
分
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
単
な
る
想
像
で
あ
り
期
待

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

現
在
か
ら
の
類
推
的
思
索
に
他
な
ら
な
い
。
三
時
業

の
考
え
方
は
、
ち
ょ
う
ど
カ
ン
ト
が
、
理
論
的

に
は
認
識
不
可
能
で
あ
り
な
が
ら
、

実
践
的
に
は
信
仰
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た

「魂
」

の
不
死
性

お
よ
び
神

の
存
在

の
問
題
と

同
様
に
、

一
種
の
要
請

で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
た
い
。

な
ん
と
な
れ
ば
、

こ
の
現
実
の
人
間
世
界
は
、
ど
う
み
て
も
、
絶
対
の
正
義
が
勝
利
を
お
さ
め
て
は
い
な
い
。
不
正
や
悪
が
は
び
こ
り
、

悪

い
奴
ほ
ど
の
さ
ぼ

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
現
実
の
不
正
を
正
し
、
本
当
に
良
い
人
間
だ
け
が
祝
福
さ
れ
て
、
悪

い
人
間
は
そ
れ
相
応
に

罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
因
果
応
報
が
正
し
く
行
使
さ
れ
、
行
き
わ
た

っ
て
い
る
世
界

絶
対
正
義
の
世
界

が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は

現
実

の
世
界
に
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
う
し
た
絶
対
正
義
の
世
界

正
直
者
が
損
を
せ
ず
に
得
を
す
る
世
界

は
、
ど
う
し
て

も
あ
の
世

(他
界
)
に
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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し
た
が

っ
て
、
業
の
思
想
に
よ

っ
て
、
他
界

(来
世
と
来
々
世
)
を
説
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
悪
し
き
意
志
を
も
っ
た
人
間
に
と
っ

て
は

一
つ
の
道
徳
的
功
用
が
あ
る
。
む
し
ろ
業
の
思
想
の
メ
リ
ッ
ト
の
第

一
は
人
間
を
道
徳
的
に
堕
落
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
知

的
道
徳
的
戦
略
と
い
う
点

に
あ
る
。
ち
な
み
に
、
道
元
は

『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
三
時
業
の
巻

の
他

に
、
「
深
信
因

果
」
お
よ
び

「大
修
行
」

の
巻
に
お
い
て
は
、
前
百
丈
和
尚
が
、
「大
修
行
底
の
人
、
還

っ
て
因
果
に
落

つ
る
や
否
や
」

と
学
人

に
問
わ

れ
て
、
「不
落
因
果
」
と
答
え
た
た
め
に
、
「五
百
生
」
の
間
、
「野
狐
身
」
に
堕
し
た
と
い
う
話
が
の

っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
新
た
に
、

後
百
丈
和
尚

に
教
え
を
請
い
、
「不
昧
因
果
」
と
答
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
漸
く

「野
狐
身
」
を
脱
し
た
、

と
あ
る
。

こ
の
公
案
は

何
を
意
味
し
、
何
を
必
要
と
し
て
い
る
か
は
、
そ
れ
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
巻
の
表
題
す
な
わ
ち

「深
信
因
果
」
と

「大
修
行
」
と
が
物
語
っ

て
い
る
。

く

つり

私
は
、
す
で
に
、
業
の
思
想
の
功
用
は
、
人
間
の
道
徳
的
向
上
に
あ
る
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
不
昧
因
果

(因
果
を
昧
ま
さ
ず
、
因

く

ロリ

果
に
昧
か
ら
ず
)
と
か
、
深
信
因
果

(因
果
を
深
く
信
ず
る
)
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の

一
瞬

一
瞬
に
お
け
る
行
為
の
重
要
性
を
示
唆
し

て
い
る
。
因
果
が
そ
の
よ
う
に
、
遠
く
お
よ
ぶ

単
に
現
在
の
み
な
ら
ず
、
来
世
ま
で
、
さ
ら
に
ま
た
単
に
来
世
の
み
な
ら
ず
来
々
世

ま
で

及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
現
在
の
瞬
間
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
行
為
を
い
か
に
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
る
か
、
決

し
て
悪
に
そ
ま
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
全
く
同
じ

「五
百
生
堕
野
狐
身
」
の
公
案
を
も

っ
て
、

「大
修
行
」
の
巻
と

「深
信
因
果
」
の
巻
と
を
始
あ
る
と
い
う
こ
と
の
内
に
も
、
因
果
と
行
為

(修
行
)
と
の
不
可
欠
的
連
関

の
重
要
性

が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
行
為

へ
の
責
任
と
良
心
と
誠
実
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
他
界
ま
た
は
来
世
と
い
う
も
の
を
、
道
元
が
反
身
滅
心
常
論
に
よ

っ
て
完
全
に
否
定
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と

は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
形
式
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
絶
対
現
在
的
生
死
観
と
、
三
時
業
的
来
世
観
と
は
、
人
間
に
と

っ

て
必
要
不
可
欠
な
る
二
大
原
理
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
行
為
の

一
瞬

一
瞬
に
お
い
て
は
、
こ
れ
で
終
り
と
い
う
か
、
こ
れ
し
か
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な

い

一
期

一
会

と
い
う
仕
方

で
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度

の
行
為

に
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
が
先
ず
必
要

で
あ
る
。
し
か
る
に
、

い
わ
ば
歴
史
家
と
予
言
者
の
立
場
に
身
を
置
い
て
、
自
ら
の
来
し
方
、
行
く
末
を
静
か
に
反
省
し
て
み
る
こ
と
は
、
言

い
換
え
れ
ば
、
自

ら

の
行
為
の
さ
ら
な
る
向
上
、
行
為
の
位
置
づ
け
、
ど
の
程
度

に
よ
い
こ
と
を
し
た
の
か
、
悪

い
こ
と
を
し
た
の
か
、

こ
れ
か
ら
何
を
な

す

べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、
表
象
と
知
性
と
希
望
を
も

っ
た
行
為
者
と
し
て
の
人
間
に
と

っ
て
は
考
え
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
何
ら
か
の
予
測
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
在

の
行
為

に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
、
安
ら
か
に
死
ん
で
行
く
、

つ
ま
り
あ
の
世

に
旅

立

つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
道
元
は
五
十
四
才

で
死

の
床
に
着
く
に
あ
た

っ
て
、
次

の
よ
う
な
遺
偈
を
残
し
て
い
る
。

ラ
ス

ヲ

五
十
四
年

照

第

一
天

一

ニ

シ

ノ

ヲ

ス

ヲ

打

箇

躊
跳

触

破

大
干

一

二

一

二
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嘆
ク

も
と
む
ル
コ
ト

渾
身
無

査
(覓
)

レ

キ
ナ
ガ
ラ

ツ

ニ

活

陥
二黄
皐

 こ
こ

で

は
、

道

元

が
生

前

に

お

い

て
、

仏

法

の
た

め

に
、

思

い
切

り

は

た

ら

い

て
き

た

こ
と
、

今

は
何

も
思

い
残

す

こ
と

な

く
、

し

た

が

っ
て
ま

た
、

た

ん

た

ん
と

、

よ

み

の

く

に

(他

界

)

に
行

っ
て
来

る

と
、

あ

た

か

も
、

こ

っ
ち

の
国

か

ら

あ

っ
ち

の
国

に
移

り
住

む

よ

う

に
語

ら

れ

て

い

る
。

こ

の
点

に

お

い

て
は
、

死

は
、

単

な

る
死

で
は

な

く
、

別

世

界

へ

の
旅

立

ち

と

し

て

の
更

な

る
生

で
あ

る
。
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四
、
絶
対
現
在
的
生
死
観
と
行
為

の
歴
史
性

の
問
題

カ

ン
ト
と

道

元

、

む

す

び

道
元
に
お
け
る
、
絶
対
現
在
的
行
為
論

(瞬
間
に
お
け
る
行
為
)
と
、
歴
史
的
因
果
論
的
行
為
論

(歴
史
と
し

て
の
行
為
)
と
の
観
点

の
矛
盾
と
調
和
と
は
前
節
に
お
い
て
、
さ
し
あ
た
り
説
明
で
き
た
こ
と
と
し
て
、
本
章
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た

二
つ
の
行
為
論
的
観
点

を
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
道
徳
と
宗
教
、
行
為
と
歴
史
と
い
っ
た
二

つ
の
観
点
の
相
違
と
関
連

異
同
性

に
着
目
し
、

そ
の
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
道
元
に
お
け
る
問
題
点
を
逆
照
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
、
絶
対
現
在
的
な
生
死
観
と
三
時
業
の
ご
と
き
行
為
の
歴
史
性

・
因
果
性
の
観
点
と
は
、
い
か
な
る
意
味

で
矛
盾
し
対
立
し
、
は
た
ま
た
い
か
な
る
点
に
お
い
て

一
致
呼
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
カ
ン
ト
は
、
『実
践
理
性
批
判
』
の
分
析
論
に
お
い
て
は
、
意
志
の
自
律
や
尊
敬
の
感
情
が
強
調

さ
れ
、
意
志
の
規
定
根

拠
と
し
て
は
幸
福
を
排
除
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
弁
証
論
に
お
い
て
は
、
最
高
善
の
概
念
の
内
に
幸
福
を

一
要
素

(契
機
)
と
し

て
入
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
道
徳
的
行
為
主
体
は

「叡
知
的
性
格
」
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
す
で
に
、
超
時
間
的
で

あ
り
、
し
た
が

っ
て
不
死
的
不
滅
的

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
証
論
に
お
い
て
は
、
「魂
の
不
死
」
を
、
右

の
最
高
善

の
第

一
契
機

と
し
て
の
道
徳
性
を
満
た
す
た
め
に

「要
請
」
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
に
も
、
人
間
は
道
徳
法
則
を
意
識
し
、
そ
の
命
令
を
聞
い
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
面
、
人
間
は
根
源
悪
の
主
体
と
し
て
そ
れ
に
抗
し
て
、
悪
に
染
ま
る
可
能
性
を
も
ち
、
し
た
が

っ
て
、
道
徳

性
に
達
す
る
こ
と
は
、
地
上
の
現
実
的
生
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

つ
ま
り
、
人
格
の
無
限
延
長
と
し
て
の
魂
の
不

死
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
り
な
く
向
上
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
と
き
に
の
み
道
徳
法
則
が
求
め

て
い
る
、
厳
密
な
意
味
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で
の
善
性
す
な
わ
ち
道
徳
性

神
聖
な
る
道
徳
性
と
し
て
の
神
聖
性

に
到
達

で
き
る
、
と
確
信
し
期
待
し
信
仰
す
る
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

人
間
は
誰
で
も
幸
福
を
欲
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
幸
福
を
不
正
な
か
た
ち
で
、

エ
ゴ
イ
ス
チ

ッ
ク
に
、
他
者
を
犠
牲

に
し
、
ダ
シ
に
し

て
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
悪
が
生
ず
る
。

こ
う
し
た
悪
を
避
け
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
、
最
高
善

の
必
要
不
可
欠
な
る
第

一
要
素
を

道
徳
性
と
な
し
、
第
二
要
素
と
し
て
の
幸
福
性
は
、

こ
の
第

一
要
素
を
満
た
し
た
者

に
の
み
与
え
ら
れ
る
と
し
た

の
で
あ
る
。

一
々
の
行

為
的
瞬
間
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
行
為
者
と
し
て
は
、
道
徳
法
則
に
従

っ
て
善
を
実
現
し
よ
う
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ

と
と
、
右
の
最
高
善
の
第

一
契
機
と
し
て
道
徳
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
。
周
到
に
も
、
幸
福
を
最
高
善
の
第
二
契
機

と
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
カ
ン
ト
の
分
析
論
と
弁
証
論
、
意
志

の
自
律
と
最
高
善

(徳
十
福
)
、
叡
知
的
性
格
と
魂

の
不
死
と
は
両
立
し

得

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
意
志

の
自
律
は
、
絶
対
現
在
的
な
行
為
論
で
あ
り
、
魂
の
不
死
は
、
行
為

の
歴
史
性

.
因
果
性
の

問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
道
元
な
い
し
仏
教

に
お
い
て
、
絶
対
現
在
的
生
死
観
と
三
時
業
の
思
想
と
が
、
共

に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る

よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
自
由
意
志

に
よ

っ
て
自
ら
の
行
為
を
選
択
し
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
自
ら
の
行
為
意
志
は
、

自

ら
の
行
為

の
第

一
動
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
意
志
の
自
由
も
、
行
為
の
責
任
も
自
ら
よ
く
に
な
う
と
は
言
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
を
、
仏
教
的
生
死
観
に
お
い
て
は
、
生
也
全
機
現

・
死
也
全
機
現
と
い
い
、
生
死
去
来
真
実
人
体
と
い
う
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
何
ぴ
と
と
い
え
ど
も
、
自
分
の
行
為
は
自
分
で
決
あ
ね
ば
、
自
由
で
は
な
い
。
自
分
の
行
為

に
関
し
て
は
、
神
も
権

威

も
な
い
、
過
去
も
未
来
も
な
い
。
絶
対
現
在
と
し
て
の
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
自
分
の
み
が
自
分
の
行
為
の
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
為

の
各
瞬
間
に
お
け
る
意
志
決
定
は
、
こ
の
よ
う
に
、
絶
対
現
在
的
生
死
観

・
行
為
論
に
貫
ぬ
か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、

ひ
る
が
え

っ
て
、
私
自
身
を
歴
史
的
に
反
省
す
れ
ば
、
色
々
な
他
者
を
通
じ
て
自
己
が
あ
り
え
た
よ
う
に
、
自
ら
の
行
為
も
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ま
た
過
去
の
諸
行
為
を
背
負
い
、
未
来
の
諸
行
為

へ
と
連
綿
と
連
な

っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
、
人
間

の
有
限
性
と
し
て
の
行

為
の
歴
史
性
の
問
題
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
こ
の
行
為
の
歴
史
性
と
い
う
実
践
的
知
恵
を
通
じ
て
、

自
ら
の
行
為
の
有
限
性
を
補
い
埋
あ
合
わ
せ
る
努
力
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
道
元
は
、
「
三
時
業
」
の
巻
に
お
い
て
、
善
悪
の
因
果

・
業
報
論
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
「深
信
因
果
」
と

「大

修
行
」

の
巻

に
お
い
て
は
、
不
落
因
果

・
不
昧
因
果
の
公
案
と
し
て
有
名
な

「
五
百
生
堕
野
狐
身
」
を
共
に
冒
頭

に
掲
げ
て
い
る
と
い
う

事
実
を
通
じ
て
、
行
為

の
歴
史
性
と
因
果
性
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

道
元
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
絶
対
現
在
的
生
死
観
を
展
開
し
高
唱
し
て
お
き
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
に

一
転
し
て
、
行
為
の
因
果
論
や
歴

史
性
を
も
ま
た
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
矛
盾
で
は
な
い
。
人
間
は
い
く
ら
き
れ
い
ご
と
を
言

っ
て
も
、
や
は
り
、
悪
に
陥
い
り

や
す
い
。
そ
れ
が
ま
た
人
間
の
生
死

で
も
あ
ろ
う
。
絶
対
現
在

前
後
際
断

は
、
明
ら
か
に
根
本
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
瞬
間

の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
行
為
が
歴
史
的
に
連
綿
と

つ
ら
な

っ
て
い
く
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
人
間
が

一
人

で
存
在
し
て
い
る
の

で
な
い
か
ぎ
り
、

一
人
の
行
為
は
他
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
そ
の
影
響
作
用
は
、
必
ず
し
も
現
在
に
限
ら
れ
な
い
。
過
去

の
行
為

の
跡

方

(歴
史
)
が
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
も
、
将
来
の
子
孫
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
こ
の
過
去
現
在
未
来
の
三
世
観
を
、

三
時
業
の
思
想
は
、

一
世
前
方

(未
来
)
に
ず
ら
し
て
、
現
世
と
来
世
と
来
々
世
の
因
果
論
的
行
為
論
な
い
し
は
歴
史
的
行
為
論
を
展
開

し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
や
は
り
こ
う
し
た
行
為
論
は
、
行
為

へ
の
反
省
理
論
の

一
つ
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
、
善
悪

の
因
果
論
的
反
省
、
結
果
の
歴
史
的
必
然
性
の
認
識
が
、
結
局
は
、
現
在
に
お
け
る
行
為
状
況
を
ま
じ
め
に
受
け
取
り
、
な
す

べ
き
行
為

を
ま
じ
め
に
遂
行
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
こ
う
し
た
三
時
業
の
思
想
も
、
絶
対
現
在
的
生
死
観
を
強
め
る

も
の
で
あ

っ
て
も
、
決
し
て
弱
あ
る
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
そ
う
受
け
取

っ
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
ま
だ
ま
だ
問
題
は

残

っ
て
い
る
が
、
今
回
は
こ
の
辺
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る

(了
)
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注(1
)

仏
教
な

い
し
道
元

に
お
け

る

「
生
死

一
如
」

の
思
想

に

つ
い
て
は
、
拙
著

『道

元
の
世
界
』
、
大
阪
書
籍
、

一
九
八
五
年
、

後
編

第
二
章
参
照
。

(2
)

同
右
、
後
編
第

四
章
参
照
。

(3
)

「
行
為
」
と

「
歴
史
」
と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、

以
下

の
も

の
を
参

照
。
拙
論

「
カ
ウ
ル
バ

ッ
ハ
の
行
為
論
」

七
、
有
福

他
訳

『
倫

理

学

の
根

本
問
題
』
、
晃
洋
書
房
、

一
九
八
○
年
、

三
七

三
1
三
七
六
頁
。

「
不
死

の
要
請
」
、

日
本
倫

理
学
会

『論
集
』

19

・
特
集

「
死
」、

一
九

八

四
年

、

一
四
九

ー

一
七
六
頁
。

カ
ウ
ル
バ

ッ
ハ
著

・
有
福
孝
岳
監
訳

『行
為

の
哲
学
』
、
勁
草
書
房
、

一
九

八
八
年
、
第

四
章

並
び
に
解
説

。
拙

論

「
行
為

と

は
な

に
か
」
、
関
西
倫
理
学
会
編

『
現
在
倫

理
の
課
題
』
、
『
倫

理
学
研
究
』
第

20
集
記
念
論
集
、
晃

洋
書
房
、

一
九

九
〇
年

、

一
五

-
三
六
頁
。

(
4
)

『
哲
学
辞
典
』
、
平
凡
社
、

一
九
七
五
年
、
初
版
第

6
刷
、

「歴
史
」
参
照
。
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