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法
然
に
お
け
る
悪
の
問
題
に
つ
い
て

希

１
、
浄
土
思
想
の
基
本

法
然
の
思
想
は
仏
教
思
想
の
う
ち
、
浄
土
思
想
に
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
で
、
最
初
に
仏
教
と
浄
土
思
想
に
つ
い
て
簡

単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
と
は
、
生
存
は
苦
し
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
苦
し
み
の

生
存
は
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
教
で
は
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
の
目
的
と
は
、
こ
の
よ
う
な
輪
廻
か
ら
抜
け
出
し
、
無
限
に
続
く
苦
し
み
の
状
態
か
ら
自
由
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

仏
教
で
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
自
ら
の
力
で
修
行
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
修
行
と
は
輪
廻
か
ら
抜
け
出
す
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
。
こ
う
し
た
修
行
に
よ
っ
て
輪
廻
か
ら
抜
け
出
し
、
苦
し
み
を
克
服
し
た
者
を
仏
と
呼
ぶ
。
仏
教
と
は
要

す
る
に
、
仏
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
教
え
で
あ
る
と
い
え
る
。

時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
仏
は
超
人
的
な
存
在
と
し
て
理
想
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
仏
は
自
ら
苦
し
み
を
克
服
す
る

と
共
に
、
他
者
を
も
苦
し
み
か
ら
救
い
出
す
偉
大
な
存
在
と
み
な
さ
れ
、
人
々
の
崇
拝
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
特
に
大
乗
仏
教
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の
段
階
に
な
る
と
、
多
種
多
様
な
超
人
的
な
仏
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
よ
う
な
仏
の
救
済
力
に
よ
っ
て
音
し
み
か
ら
助
け
出
し
て
も
ら
お

う
と
い
う
思
想
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

浄
土
思
想
と
は
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
典
型
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
浄
土
思
想
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
実
現
し
た
理
想
的
な
国
土
に
、

死
後
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
目
指
す
思
想
で
あ
る
。
国
土
と
は
、　
一
世
界

全
局
い
山
の
周
囲
を
月
と
日
が
め
ぐ
り
、
海
と
四
つ
の
大
陸
が

と
り
ま
い
て
い
る
）
×
一
〇
〇
〇
×
一
〇
〇
〇
×
一
〇
〇
〇
を
単
位
と
す
る
広
大
な
領
域
を
指
し
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
世
界
観
に
よ
れ

ば
、
全
宇
宙
の
う
ち
に
は
我
々
が
住
ん
で
い
る
国
土
の
他
に
も
、
無
数
の
国
上
が
存
在
し
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
浄
止
経
典
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
国
上
の
う
ち
の
一
つ
に
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
優
れ
た
修
行
者
が
い
た
。
法
蔵
菩
薩
は

自
ら
が
仏
に
な
る
と
い
う
志
と
と
も
に
、
迷
い
苦
し
む
他
者
を
も
救
お
う
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
法
蔵
菩
薩
は
他
者
を
救

う
手
立
て
と
し
て
、
成
仏
す
る
た
め
に
理
想
的
な
環
境
を
持
っ
た
国
土
を
作
り
、
そ
の
国
土
へ
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
生
ま
れ

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
。

法
蔵
菩
薩
は
こ
の
よ
う
な
願
い
を
四
十
八
の
誓
い
と
し
て
具
体
化
し
、
師
匠
で
あ
る
世
自
在
王
仏
の
前
で
宣
言
し
た
。
そ
の
後
、
法
蔵

菩
薩
は
長
年
の
修
行
に
よ
っ
て
四
十
八
願
を
成
就
し
、
自
ら
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
の
仏
に
な
る
と
共
に
、
自
ら
の
住
ま
う
国
土
を
浄
め
、

い
く
つ
も
の
理
想
的
な
特
徴
を
持
つ
極
楽
浄
土
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
。

浄
土
思
想
は
以
上
の
よ
う
な
浄
土
経
典
の
説
に
基
づ
き
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
へ
死
ん
で
か
ら
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
た
者
は
、
理
想
的
な
環
境
の
も
と
で
修
行
を
積
み
、
速
や
か
に
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
浄
土
思
想
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
い
を
信
じ
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
力
に
頼
る
こ
と
で
、
成
仏
を
目
指
す
思
想
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

極
楽
往
生
の
た
め
の
方
法
は
、
浄
土
思
想
史
の
う
ち
で
多
種
多
様
な
も
の
が
考
え
だ
さ
れ
て
い
る
。　
一
例
を
挙
げ
る
と
、
法
然
に
重
大



な
影
響
を
与
え
た
中
国
の
善
導
は
、
五
種
の
正
行
を
も
っ
て
往
生
の
行
と
し
て
い
る
。
五
種
正
行
と
は
、
読
誦
正
行

（浄
土
経
典
を
読
誦

す
る
）
、
観
察
正
行

（阿
弥
陀
仏
と
極
楽
浄
土
の
あ
り
さ
ま
に
思
念
を
集
中
し
観
察
す
る
）、
礼
拝
正
行

（阿
弥
陀
仏
に
礼
拝
す
る
）、
称
名

正
行

（阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
る
）、
讃
歎
供
養
正
行

（阿
弥
陀
仏
を
讃
歎
し
供
養
す
る
）
で
あ
る
。

２
、
法
然
の
浄
土
思
想
の
特
徴

以
上
、
仏
教
思
想
の
う
ち
の
浄
土
思
想
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
。
法
然
の
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
思
想
に
連
な
る
も

の
で
あ
り
、
日
本
仏
教
思
想
史
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
法
然
の
浄
土
思
想
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
法
然
の
主
著
と
さ
れ
る

「選
択
本
願
念
仏
集
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
見
て
い
こ
う
。

『選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
い
て
、
法
然
は
ま
ず
仏
教
全
体
を
聖
道
門
と
浄
土
門
に
分
類
し
て
い
る
。
聖
道
門
は
自
力
で
修
行
し
て
成
仏

を
目
指
す
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
門
は
阿
弥
陀
仏
の
力
に
よ
つ
て
極
楽
浄
土
に
往
生
し
、
極
楽
浄
土
で
仏
に
な
る
こ
と
を

目
指
す
方
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
然
は
仏
教
を
自
力
で
修
行
す
る
方
法
と
、
超
人
的
な
仏
の
力
に
頼
る
方
法
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

前
者
は
最
初
期
の
仏
教
以
来
存
在
す
る
方
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
時
代
の
経
過
と
共
に
超
人
的
な
仏
へ
の
信
仰
が
生
じ
て
か
ら
発

生
し
た
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
分
類
を
行
っ
た
う
え
で
、
法
然
が
勧
め
る
こ
と
は
、
現
在
の
人
間
が
成
仏
を
目
指
す
の
な
ら
、
聖
道
門
で
は
な
く
浄
土
門

を
選
択
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
法
然
は
浄
土
門
こ
そ
が
現
在
の
仏
教
の
主
流
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
聖
道
門
を
傍
流

に
過
ぎ
な
い
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

そ
れ
で
は
浄
土
門
を
選
択
し
た
人
間
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
実
践
を
お
こ
な
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
極

楽
浄
土
へ
往
生
す
る
た
め
の
方
法
は
何
種
類
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
を
列
挙
し
た
上
で
法
然
が
主
張
す
る
の
は
、
称
名
念
仏
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こ
そ
が
往
生
の
た
め
の
最
も
正
し
い
方
法
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
然
の
考
え
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
極
楽
浄
土
へ
生
ま
れ
変
わ
る
た

め
に
は
、
た
だ
称
名
念
仏
の
み
を
実
践
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
称
名
念
仏
以
外
の
方
法
は
、
往
生
の
た
め
に
は

一
切
必
要
で

は
な
い
。

ま
と
め
る
な
ら
ば
、
法
然
は
浄
土
門
を
仏
教
の
主
流
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
さ
ら
に
称
名
念
仏
を
浄
土
門
に
お
い
て
実
践
す
べ
き
唯

一

の
方
法
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
法
然
は
、
膨
大
な
内
容
を
持
つ
仏
教
を
称
名
念
仏
の
実
践
と
い
う

一
事
に
集
約
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。

３
、
法
然
思
想
の
革
新
性

そ
し
て
一
般
的
に
、
こ
の
称
名
念
仏

一
行
の
選
択
と
い
う
点
に
、
法
然
の
思
想
の
革
新
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
革
新
性
と
は
、
救
い
の
平
等
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仏
教
に
お
け
る
修
行
の
多
く
は
困
難
な
も
の
で
、
誰
に
で
も
実
践
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
修
行
を
す
る
た
め
の
優
れ
た
素
質

を
持

っ
て
い
る
、
修
行
に
費
や
す
時
間
が
あ
る
、
豊
富
な
財
力
を
持
っ
て
い
る
な
ど
、
何
ら
か
の
点
で
優
越
し
た
人
間
で
な
け
れ
ば
、
困

難
な
修
行
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
称
名
念
仏
は
非
常
に
簡
単
な
行
で
あ
る
。
称
名
念
仏
は
南
無
阿
弥
陀
仏

と
口
で
称
え
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
て
も
容
易
に
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
然
以
前
の
い
わ
ゆ
る
旧
仏
教
と
呼
ば
れ
る
段
階
に
お
い
て
は
、
困
難
な
修
行
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
こ
そ
が
、
仏
に
な
る
た
め
の
常
道

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
称
名
念
仏
な
ど
簡
単
な
行
は
、
困
難
な
行
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
で
、
効
果
の
薄
い
も
の
と
み
な
さ

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
困
難
な
修
行
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
ご
く

一
部
の
特
権
階
級
の
人
間
に

限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
称
名
念
仏
し
か
で
き
な
い
よ
う
な

一
般
民
衆
に
と
っ
て
、
成
仏
へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
法
然
が
登
場
す
る
と
、
成
仏
の
可
能
性
は
万
人
に
開
か
れ
た
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
法
然
は
称
名
念
仏
を
重
視
し
、
唯



一
絶
対
の
成
仏
の
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
従
来
重
視
さ
れ
て
き
た
困
難
な
行
は
、
成
仏
の
た
め
に
は
全
く
不
要
で
、

無
意
味
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
の
評
価
を
与
え
た
。

つ
ま
り
法
然
は
、
困
難
な
修
行
と
簡
単
な
称
名
念
仏
の
価
値
を
逆
転
さ
せ
て
し
ま
い
、
成
仏
に
至
る
た
め
の
道
を
誰
に
で
も
で
き
る
平

易
な
も
の
に
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
結
果
、
救
い
の
可
能
性
は

一
部
の
人
間
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、　
一
般
民
衆
に
至
る
ま
で
誰

に
で
も
平
等
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
で
は
、
平
易
な
称
名
念
仏

一
行
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
い
の
平
等
性
を
実
現
し
た
と
い
う
こ
と

こ
そ
が
、
法
然
思
想
の
持
つ
意
義
で
あ
り
、
ま
た
法
然
が
先
駆
け
と
な
っ
た
鎌
倉
新
仏
教
の
重
要
な
特
性
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

４
、
法
然
思
想
に
お
け
る
不
徹
底
性

し
か
し
法
然
に
は
、
そ
の
よ
う
な
思
想
的
な
意
義
に
水
を
差
す
よ
う
な
側
面
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
法
然
が
膨
大
な

数
の
称
名
念
仏
を
称
え
た
と
い
う
こ
と
、
三
昧
発
得
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
法
然
が
戒
律
を
非
常
に
重
視
し
た
と
い
う
こ

と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
発
表
で
は
問
題
を
限
定
し
て
、
特
に
戒
律
を
重
視
す
る
法
然
の
態
度
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

法
然
は
自
ら
戒
律
を
厳
格
に
守
る
と
と
も
に
、
人
々
に
対
し
て
戒
律
を
守
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
戒
律
と
は
仏
教
者
が
守
る
べ

き
規
則
で
あ
る
の
で
、
仏
教
本
来
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
戒
律
を
重
視
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
法
然
は
、
成
仏
に
至
る
た
め
の
道
を
称
名
念
仏
の
実
践
に
限
定
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
法
然
に
と
っ
て
、
戒
律
を
守
る
こ
と

は
念
仏
以
外
の
行
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
戒
律
は
原
則
と
し
て
、
成
仏
の
た
め
に
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
行
為
で
あ
る
は
ず
だ
。
法
然

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
戒
律
を
守
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
極
楽
往
生
と
い
う
結
果
に
対
し
て
何
の
影
響
も
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
然
は
戒
律
を
守
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
こ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
戒
律
を
重
視
す
る

六
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法
然
の
態
度
は
、
極
楽
往
生
の
た
め
に
称
名
念
仏
の
み
を
必
要
と
す
る
と
い
う
、
法
然
思
想
の
原
則
に
反
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。

さ
ら
に
、
も
し
も
法
然
が
称
名
念
仏
の
他
に
戒
律
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
往
生
の
方
法
は
誰
に
で
も
実
践
で
き
る
簡
単
な

も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
い
か
に
称
名
念
仏
が
簡
単
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
加
え
て
困
難
な
戒
律
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
極
楽
往
生
は
結
局

一
部
の
人
間
に
し
か
実
現
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
こ
と
は
困
難
な
行
を
重
視
し
、　
一
部
の
人
間
に
の
み
救
い
の
可
能
性
を
認
め
る
と
い
う
、
旧
仏
教
的
な
あ
り
方

へ
の
逆
行
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。　
一
般
民
衆
に
ま
で
平
等
に
救
い
の
可
能
性
を
開
く
と
い
う
、
法
然
思
想
の
革
新
性
は
戒
律
重
視
の
態
度
に
よ
つ
て
損
な
わ

れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
戒
律
を
重
視
す
る
法
然
の
態
度
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
、
法
然
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
き
た
。
従
来
の
研
究
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
法
然
の
戒
律
重
視
の
態
度
を
、
法
然
の
二
面
性
、
あ
る
い
は
不
徹
底
性

と
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

例
え
ば
あ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
然
は
革
新
的
な
思
想
を
と
な
え
な
が
ら
も
、
指
導
者
と
し
て
の
立
場
に
縛
ら
れ
て
い
た
が
た
め
に
、

自
己
の
思
想
を
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
法
然
は
人
々
に
称
名
念
仏
に
よ
る
往
生
の
道
を
説
き
広
め
、
人
々

を
導
く
師
と
し
て
の
立
場
に
た
つ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
法
然
は
、
模
範
的
な
姿
を
人
々
に
見
せ
る
必
要
が
あ
り
、
伝
統
的
な
価
値
観
で

重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
戒
律
を
野
放
図
に
破
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
そ
の
結
果
、
法
然
の
称
名
念
仏
一
行
に
よ
る
往
生
の
思
想

と
、
戒
律
を
重
視
す
る
と
い
う
実
践
的
態
度
の
間
に
食
い
違
い
が
生
じ
、
法
然
の
思
想
は
徹
底
し
た
も
の
に
な
ら
な
か
つ
た
と
い
う
の
で

あ

る
。

こ
う
し
た
見
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
然
は
し
ば
し
ば
伝
統
的
な
仏
教
と
は
一
線
を
隔
す
る
革
新
性
を
持
つ
一
方
で
、
伝
統
的
な
仏

教
の
価
値
観
に
泥
む
よ
う
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
然
と
は
二
面
性
を
持
っ
た
人
物
で
あ
り
、
思
想
的
に



不
徹
底
な
面
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
法
然
観
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
疑
間
を
感
じ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
法
然
思
想
が
二
面
性
を
持
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
法
然
研
究
の
枠
組
み
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

法
然
の
思
想
は
し
ば
し
ば
、
伝
統
的
な
旧
仏
教
と
革
新
的
な
新
仏
教
の
対
立
と
い
う
図
式
や
、
あ
る
い
は
弟
子
の
親
鸞
へ
の
流
れ
の
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
評
価
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
方
法
は
、
仏
教
思
想
史
上
に
お
け
る
法
然
思
想
の
意
義
を
考

え
る
た
め
に
、
非
常
に
有
効
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
研
究
の
方
法
は
、
法
然
思
想
の
外
部
に
存
在
す
る
尺
度
で
も
っ
て
、
法
然
思
想
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
法
然
思
想
自
体
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
疎
か
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
欠
点
を
持
っ
て
い
る
。
法
然
の
思
想
に
矛
盾
点
が
見
出
さ

れ
る
の
も
、
実
は
こ
う
し
た
研
究
方
法
の
特
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
、
法
然
の
思
想
自
体
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
従
来
矛
盾
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
法
然
の
態
度
は
、
実
は
法
然
思
想
の

う
ち
に
整
合
性
を
持
っ
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
法
然
の
戒
律
重
視
の
態
度
も
、
法
然
の
称
名
念
仏
の
思
想
と
決
し
て
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
然
に
お
け
る
称
名
念
仏
の
特
性
か
ら
、
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
私
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

５
、
法
然
思
想
に
お
け
る
悪

戒
律
と
は
悪
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
悪
あ
る
い
は
罪
と
は
法
然
思
想
に
お
い
て
、
お
お
よ
そ
二
通
り
の
意
味
に
分
類
で

き
る
と
い
う
。　
一
つ
は
戒
律
を
破
る
と
い
っ
た
具
体
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
十
悪

〈殺
生

・
楡
盗

・
邪
淫

・

六
七



六
八

妄
語

。
綺
語

（無
益
な
お
喋
り
）
・
悪
口
・
両
舌

（中
傷
）
。
貪
欲
・
瞑
患

・
邪
見
〉
や
四
重
罪

（殺

・
盗

・
淫

・
妄
）
や
五
逆

〈母
を
殺

す
こ
と
、
父
を
殺
す
こ
と
、
聖
者
を
殺
す
こ
と
、
仏
を
傷
つ
け
る
こ
と
、
教
団
を
破
壊
す
る
こ
と
）
が
あ
る
。
も
う

一
つ
は
煩
悩
や
念
仏

に
対
す
る
不
信
な
ど
、
望
ま
し
く
な
い
心
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
煩
悩
や
不
信
な
ど
望
ま
し
く
な
い
心
の
状
態
か
ら
、
戒

律
を
破
る
と
い
う
具
体
的
な
行
為
が
行
わ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
悪
あ
る
い
は
罪
と
は
、
生
き
物
を
生
死
輪
廻
の
境
遇
に
繋
ぎ
止
め
、
苦
し
み
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
戒
律
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
輪
廻
の
要
因
で
あ
る
悪
を
避
け
、
他
者
に
対
し
て
も
悪
を
戒
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
法
然
の
戒
律
重
視
の
態
度
と
は
、
悪
を
忌
み
避
け
る
態
度
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
悪
と
は
法
然
思
想
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
事
柄
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「世
す
で
に
末
法
に
な
り
、
人
み

な
悪
人
な
り
」
∩
念
仏
往
生
一業
義
抄
」
『法
然
全
集
一二

一
三
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
法
然
は
自
ら
を
含
め
た
人
間
す
べ
て
を
、
末
法
の

悪
人
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
末
法
と
は
釈
尊
の
死
か
ら
長
い
年
月
が
経

っ
た
悪
い
時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
末
法
に
生
き
る
人
間

も
、
ま
た
素
質
の
劣
っ
た
悪
い
者
ば
か
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
人
間
を
悪
人
と
み
な
す
こ
と
こ
そ
が
、
法

然
思
想
を
成
立
せ
し
め
る
前
提
で
あ
る
と
言
え
る
。

仏
教
に
お
い
て
は
基
本
的
に
、
人
間
は
成
仏
を
遂
げ
る
た
め
に
、
自
力
の
修
行
に
よ
っ
て
悪
を
断
ち
切
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
悪
と
は
輪
廻
の
要
因
で
あ
る
の
で
、
輸
廻
を
抜
け
出
す
た
め
に
は
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
対
象
で

あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
法
然
は
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
成
仏
の
方
法
を
、
聖
道
門
と
分
類
し
、
現
在
の
人
間
に
は
実
践
不
可
能
な
も
の
と

し
て
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「煩
悩
具
足
し
て
わ
ろ
き
身
を
も
て
、
煩
悩
を
断
じ
、
さ
と
り
を
あ
ら
は
し
て
成
仏
す
と
心
え
て
、
昼
夜
に
は
げ
め
ど
も
、
元
始
よ
り
貪

唄
具
足
の
身
な
る
が
ゆ
え
に
、
な
が
く
煩
悩
を
断
ず
る
事
か
た
き
な
り
。
か
く
断
じ
が
た
き
元
明
煩
悩
を
三
毒
具
足
の
心
に
て
断
ぜ
ん
と



す
る
事
、
た
と
へ
ば
須
弥
を
針
に
て
く
だ
き
、
大
海
を
芥
子
の
ひ
さ
く
に
て
く
み
つ
く
さ
ん
が
ご
と
し
」
含
念
仏
往
生
要
義
抄
」
「法
然
全

集
一二

一
三

〓
一頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
自
分
た
ち
は
末
法
の
悪
人
で
あ
っ
て
、
無
限
の
過
去
以
来
、
煩
悩
を
起
こ
し
続
け
て
き
た
存
在

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
絶
え
ず
煩
悩
を
作
り
続
け
る
身
で
も
っ
て
、
自
己
の
煩
悩
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
須
弥

山
を
針
で
砕
き
、
大
海
を
芥
子
の
柄
杓
で
汲
み
つ
く
す
ほ
ど
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
法
然
に
と
っ
て
、
現
在
の
人
間
は
絶
え
ず
悪
を
行
い
続
け
、
そ
の
こ
と
を
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
存
在
で

あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
た
め
に
自
ら
悪
を
断
ち
切
っ
て
成
仏
す
る
と
い
う
、
仏
教
の
基
本
的
な
方
法
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ

は
仏
教
的
な
価
値
観
に
基
づ
け
ば
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
正
し
く
幸
福
で
あ
る
あ
り
方
を
、
自
力
で
は
永
遠
に
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
絶
望
的
な
状
況
に
置
か
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
し
て
法
然
の
思
想
的
課
題
と
は
、
こ
の
よ
う
な
悪
人
で
あ
る
現
在
の
人
間
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
い
か
に
し
て
成
仏
を
実
現
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

６
、
他
力
に
よ
る
悪
の
超
越

こ
の
課
題
の
解
決
法
と
し
て
法
然
が
見
出
し
た
の
が
、
浄
土
門
、
す
な
わ
ち
称
名
念
仏
に
よ
る
極
楽
往
生
と
い
う
道
で
あ
る
。
称
名
念

仏
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
だ
け
の
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
ご
く
簡
単
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
誰
に
で
も
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
悪
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
末
法
の
人
間
に
と
っ
て
も
、
容
易
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
称
名
念
仏
は
簡
単
で
あ
り
な
が
ら
、
最
低
の
悪
人
で
す
ら
確
実
に
往
生
さ
せ
る
威
力
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
称
名
念

仏
を
お
こ
な
う
者
に
は
、
他
力
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
力
の
働
き
か
け
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
法
然
は

「無

六
九



七
〇

量
寿
経
』
の
四
十
八
願
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

「無
量
寿
経
」
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
が
法
蔵
菩
薩
と
い
う
修
行
者
で
あ
っ
た
時
に
、
四
十
八
の
本
願
を
た
て
た
。
こ
の
本
願
の
う
ち
の

一
つ
で
、
法
蔵
菩
薩
は
称
名
念
仏
す
る
者
を
み
な
自
分
の
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
を
誓
つ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
法
蔵
菩
薩

の
誓
い
に
お
い
て
、
称
名
念
仏
は
往
生
の
た
め
の
正
式
な
方
法
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
法
蔵
菩
薩
の
誓
い
は
、
阿
弥
陀
仏
の
超
人
的
な
救
済
力
、
す
な
わ
ち
他
力
に
よ
っ
て
今
現
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

称
名
念
仏
を
お
こ
な
う
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
が
そ
の
人
に
働
き
か
け
て
い
き
、
往
生
を
遂
げ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
称
名
念
仏
と
は
、
他
力
に
接
触
し
、
他
力
の
救
い
に
あ
ず
か
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
末
法
の
悪
人
に
す
ら
往
生
を

遂
げ
さ
せ
る
効
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
他
力
が
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
要
因
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
、
『無
量
寿
経
』
で
説
か
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
修

行
の
物
語
で
あ
る
。
『無
量
寿
経
」
に
よ
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
は
称
名
往
生
の
誓
い
を
立
て
た
後
、
そ
の
誓
い
を
実
現
す
る
た
め
に
修
行
を
お

こ
な
っ
た
。
そ
の
修
行
は
無
限
に
近
い
時
間
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
、
純
粋
な
善
行
を
計

，
知
れ
な
い
ほ
ど
積
み
重
ね
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。善

と
は
仏
教
に
お
い
て
究
極
的
に
は
、
人
を
成
仏
に
向
か
わ
せ
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
は
自
ら
積
み
重
ね
た
善
行
に
よ
っ

て
成
仏
し
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
超
人
的
な
仏
と
な
つ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
に
は
留
ま
ら
ず
、
法
蔵
菩
薩
は
迷
い
苦
し
む
生
き
物
を
往
生

に
向
か
わ
せ
る
救
い
の
力
を
実
現
し
た
。
要
す
る
に
他
力
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
無
限
の
修
行
に
よ
っ
て
実
現
し
た
、
絶
対
的
な
善
の
力
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
然
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
他
力
と
は
人
間
の
善
悪
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

「た
と
へ
ば
お
も
き
石
を
ふ
ね
に
の
せ
つ
れ
ば
、
し
づ
む
事
な
く
万
里
の
う
み
を
わ
た
る
が
ご
と
し
。
罪
業
の
お
も
き
事
は
石
の
ご
と
く



な
れ
ど
も
、
本
願
の
ふ
ね
に
の
り
ぬ
れ
ば
生
死
の
う
み
に
し
づ
む
事
な
く
、
か
な
ら
ず
往
生
す
る
也
」
∩
十
二
箇
条
の
間
答
」
「法
然
全
集

一こ

一
三

四
頁
）

と
い
う
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
お
こ
な
う
悪
が
ど
れ
ほ
ど
重
く
と
も
、
本
願
に
し
た
が
っ
て
称
名
念
仏
す
る
な
ら
ば
、
他
力
に

よ
っ
て
必
ず
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
人
間
の
行
う
ど
れ
ほ
ど
重
い
悪
で
あ
れ
、
他
力
の
前
に
出
れ
ば
、
ま
っ
た
く
意
味

の
な
い
程
度
の
些
細
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
善
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
人
間
の
お
こ
な
い
得
る
い
か
な
る

善
で
あ
れ
、
他
力
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
無
に
等
し
い
ほ
ど
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

法
然
に
よ
れ
ば
、
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、
他
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
働
き
を
、
人
間
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

人
間
が
い
か
に
悪
を
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
悪
が
他
力
を
妨
げ
て
、
往
生
を
遂
げ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
逆

に
、
人
間
が
い
か
に
善
を
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
善
が
他
力
を
助
け
て
、
往
生
を
遂
げ
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
他
力
と
は
人
間
の
お
こ
な
う
善
悪
を
超
越
し
た
、
絶
対
的
な
善
の
力
で
あ
る
。
そ
の
た
め
他
力
と
関
わ
る
限
り
、
人
間

の
お
こ
な
う
善
悪
は
そ
の
意
味
を
失
い
、
必
然
的
に
成
仏
に
向
か
わ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
他
力
と
関
わ
り
あ
う
た
め
の
具

体
的
な
方
法
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
称
名
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
称
名
念
仏
と
は
い
わ
ば
、
絶
対
的
な
書
の
カ

の
介
在
を
求
め
る
こ
と
で
自
己
の
悪
を
超
越
し
、
成
仏
に
向
か
っ
て
い
く
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。

７
、
日
常
的
な
悪
に
対
す
る
姿
勢

こ
の
よ
う
な
称
名
念
仏
の
思
想
を
基
本
と
し
た
上
で
、
日
常
生
活
の
う
え
で
悪
に
具
体
的
に
対
処
す
る
仕
方
を
述
べ
た
の
が
、
法
然
が

戒
律
を
重
ん
じ
、
悪
を
戒
め
る
一
連
の
言
説
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
の
も
、
い
か
に
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
的
な
善
の
力
と
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
日
常
の
生
活
を
送
る
以
上
は
、
自
ら
が
善

七

一



七
二

悪
を
お
こ
な
う
と
い
う
局
面
と
無
縁
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
悪
を
行
う
べ
き
か
否
か
と
い
っ
た
選
択
に
迫
ら
れ
た
場
合
、
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
は
、
念
仏
者
と
い
え
ど
も
気
に
か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

法
然
の
日
常
的
な
悪

へ
の
対
処
の
仕
方
と
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
悪
を
お
こ
な
つ
て
も
仕
方
が
な
い
が
、
可
能
な
限
り
は
悪
は
避

け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
法
然
が
悪
を
戒
め
る
の
は
、　
一
体
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
の
こ

と
だ
ろ
う
か
。

念
仏
を
行
う
限
り
、
人
間
の
お
こ
な
う
悪
は
本
質
的
に
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
い
か
に
悪
を
お
こ
な
お
う
と
も
、
そ
の
悪
が

輪
廻
の
原
因
と
し
て
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
法
然
が
悪
を
禁
ず
る
の
は
、
そ
れ
が
輪
廻
の
原
因
で
あ
る
か
ら
と
い

う
理
由
で
は
あ
り
得
な
い
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
社
会
や
他
宗
派
と
の
融
和
を
図
っ
た
結
果
、
法
然
は
悪
を
戒
め
ず
に
は
お
れ
な
か
つ
た
と
い
う
見
解
や
、

戒
律
を
守
る
こ
と
は
、
念
仏
を
補
助
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
よ
り
根
本

的
な
理
由
と
し
て
、
そ
も
そ
も
法
然
の
念
仏
の
背
景
に
は
、
輪
廻
の
要
因
で
あ
る
悪
を
厭
い
、
悪
か
ら
逃
れ
出
る
こ
と
を
願
う
態
度
が
一

貫
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い

，
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

も
し
も
法
然
が
悪
を
輪
廻
の
要
因
と
し
て
問
題
視
し
、
そ
の
克
服
を
目
指
す
態
度
を
持
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
念
仏
を
お
こ
な
う
必
要

は
な
か
つ
た
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
法
然
は
自
ら
の
悪
を
自
力
で
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
超
越
的

な
救
済
者
の
介
在
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
悪
を
克
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
か
ら
で
あ
る
。
念
仏
の
実
践
と
は
法
然
に
と
つ
て
、

自
己
を
支
配
す
る
悪
を
超
え
、
成
仏
と
い
う
理
想

へ
向
か
っ
て
い
く
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
法
然
に
よ
れ
ば
、
念
仏
は
一
生
の
間
絶
え
ず
行
わ
れ
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。

「
マ
コ
ト
二
十
念

・
一
念
マ
デ
モ
、
仏
ノ
大
悲
本
願
ナ
ホ
カ
ナ
ラ
ズ
印
接
シ
タ
マ
フ
元
上
ノ
功
徳
ナ
リ
ト
信
ジ
テ
、　
一
期
不
退
二
行
ズ
ベ



キ
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」
∩
越
中
国
光
明
房
へ
つ
か
わ
す
御
返
事
」
『法
然
全
集
一こ

六
Ｑ
貝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
極
楽
往
生
を
求
め
る
者
は
、
十
回
や
一
回
の
念
仏
で
す
ら
往
生
す
る
と
信
じ
て
、　
一
生
涯
怠
る
こ
と
な
く
念
仏
し
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
る
人
が
念
仏
を
称
え
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
時
点
で
念
仏
を
止
め
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
時
点
で
阿
弥
陀
仏
の
他
力
は
そ
の
人
か
ら
離
れ
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
人
は
自
己
の
悪
に
引
か
れ

て
、
輸
廻
の
境
遇
に
沈
ん
で
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
法
然
の
考
え
方
は
、
彼
が
一
念
義
を
批
判
す
る
態
度
か
ら
よ
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
念
義
と
は
当
時
流
行
し
た

説
で
、
ひ
と
た
び
念
仏
す
れ
ば
、
そ
の
後
い
か
に
悪
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
な
く
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

法
然
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
、

「
マ
タ
念
ゼ
ズ
バ
、
ソ
ノ
悪
カ
ノ
勝
因
ヲ
サ
エ
テ
、
ム
シ
三
二
途
ニ
オ
チ
ザ
ラ
ム
ヤ
」
令
越
中
国
光
明
房

へ
つ
か
わ
す
御
返
事
」
「法
然
全

集
一こ

六

一
頁
）

と
い
う
意
見
を
述
べ
て
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
法
然
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
悪
を
お
こ
な
い
続
け
、
常
に
悪
の
影
響
を
受
け
る
存
在
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
他
力
と
関
わ
り
あ
う
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
、
人
間
は
自
ら
の
お
こ
な
う
悪
に
よ
つ
て
、
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
念
仏
に
よ
っ
て
生
涯
自
己
の
悪
を
否
定
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
結
論
付
け
る
と
、
法
然
の
思
想
に
お
け
る
念
仏
と
は
、
絶
対
的
な
書
の
力
に
関
わ
り
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず

能
動
的
に
自
己
の
悪
を
否
定
し
続
け
て
い
く
営
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
念
仏
者
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
悪
と
は
常
に
厭
い
克

服
す
べ
き
対
象
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
し
た
が
つ
て
、
法
然
に
お
い
て
悪
の
克
服
を
意
図
す
る
こ
と
は
、
念
仏
す
る
こ
と
の
大
前
提

で
あ
り
、
念
仏
者
が
持
つ
べ
き
基
本
的
な
態
度
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
念
仏
の
前
提
で
あ
る
態
度
か
ら
は
、

日
常
生
活
の
う
え
で
も
悪
を
可
能
な
限
り
避
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
自
然
に
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
文
に
よ
く
表
れ
て

ヽ
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四

い
る
と
言
え
る
。

「ほ
と
け
は
悪
人
を
す
て
給
は
ね
ど
も
、
こ
の
み
て
悪
を
つ
く
る
事
、
こ
れ
仏
の
弟
子
に
は
あ
ら
ず
。

一
切
の
仏
法
に
悪
を
制
せ
ず
と
い

う
事
な
し
。
悪
を
制
す
る
に
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
を
と
ゞ
め
え
ざ
る
も
の
は
、
念
仏
し
て
そ
の
つ
み
を
減
せ
よ
と
す
ゝ
め
た
る
也
。
わ

が
身
の
た
へ
ね
ば
と
て
、
仏
に
と
が
を
か
け
た
て
ま
つ
ら
ん
事
は
、
お
ほ
き
な
る
あ
や
ま
り
也
。
わ
が
身
の
悪
を
と
ゞ
む
る
に
あ
た
は
ず

ば
、
ほ
と
け
慈
悲
を
す
て
給
は
ず
し
て
、
こ
の
つ
み
を
滅
し
て
む
か
へ
給

へ
と
申
す
べ
し
。
つ
み
を
ば
た
ゞ
つ
く
る
べ
し
と
い
ふ
事
は
、

す
べ
て
仏
法
に
い
は
ざ
る
と
こ
ろ
也
」
今
十
二
箇
条
の
間
答
」
「法
然
全
集
一昌

一
言
一四
頁
）

阿
弥
陀
仏
の
他
力
は
い
か
な
る
悪
人
も
往
生
さ
せ
る
が
、
好
ん
で
悪
を
行
う
こ
と
は
仏
教
者
の
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
悪
と
は
仏

教
に
お
い
て
克
服
す
べ
き
対
象
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
念
仏
者
に
と
つ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
念
仏
者
は
自
力
で
悪
を
克
服
し
よ
う
と
し
て

も
、
悪
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
他
力
の
助
け
に
よ
つ
て
そ
の
悪
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
念
仏

者
と
い
え
ど
も
悪
の
克
服
を
願
う
べ
き
で
あ
り
、
で
き
る
限
り
悪
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
が
正
し
い
あ
り
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
念
仏
を
お
こ
な
う
こ
と
と
、
悪
を
で
き
る
限
り
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
悪
の
克
服
を
願
う
と
い
う
同
じ
一
つ
の
態
度

か
ら
生
じ
た
行
為
で
あ
る
。
そ
の
ｉ
め
念
仏
を
す
る
こ
と
と
、
戒
律
を
重
ん
じ
悪
を
戒
め
る
こ
と
が
、
法
然
に
お
い
て
矛
盾
し
た
行
為
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
悪
を
戒
め
る
法
然
の
態
度
は
、
法
然
に
お
け
る
称
名
念
仏
の
意
義
か
ら
必
然
的
に
生
じ
て
く
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

注‐
『ア
ジ
ア
仏
教
史
日
本
編
Π
　
鎌
倉
仏
教
一
』
（佼
成
出
版
社
、　
一
九
七
二
年
）

２
田
村
円
澄

『法
然
上
人
伝
の
研
究
」
（法
蔵
館
、　
一
九
五
六
年
）、
福
井
康
順

「法
然
伝
に
つ
い
て
の
二
三
の
問
題
」
∩
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
通
号
一
〇
、



日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、　
一
九
五
七
年
）、
家
永
二
郎

『家
永
三
郎
集
』
第
二
巻

（岩
波
書
店
、　
一
九
九
七
年
）、
信
楽
崚
貴

『親
鸞
と
浄
土
教
』
〈法
蔵

館
、
二
〇
〇
四
年
）

。
石
田
瑞
麿

『日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』
（在
家
仏
教
協
会
、　
一
九
六
三
年
）

４
矢
野
了
章

「法
然
に
お
け
る
罪
悪
の
問
題
」
含
真
宗
学
』
通
号
四
五
・四
六
、
龍
谷
大
学
真
宗
学
会
、　
一
九
七
二
年
）

６
大
橋
俊
雄
訳
注

「法
然
全
集
』
第
二
巻

（春
秋
社
、　
一
九
八
九
年
）、
以
下

『法
然
全
集
三
」
と
記
述
す
る
。

６
坪
井
俊
映

「法
然
教
学
に
お
け
る
戒
の
問
題
」
含
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
通
号
二
九
、
仏
教
大
学
学
会
、　
一
九
六

一
年
）、
齋
藤
隆
信

「法
然
の
戒
と
念

仏
」
（福
原
隆
善
編

『八
百
年
遠
忌
記
念
法
然
上
人
研
究
論
文
集
』、
同
朋
合
、
二
〇

一
一
年
）

（さ
い
と
う
　
ま
き
　
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
講
師
）

七
五


