
仏
教
・
真
宗
の
生
命
観

人
権
・
平
和
論
へ
の
一
視
座

高

田

文

英

は
じ
め
に

宗
教
者
の
社
会
的
実
践
を
考
え
る
場
合
、
各
人
の
宗
教
の
も
つ
教
義
や
信
仰
が
そ
の
実
践
の
動
機
や
方
向
性
に
関
し
て
大
き
な
意
味

を
も
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
く
に
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
も
つ
生
命
観
で
あ
る
。
宗
教
的
な

生
命
観
は
、
単
に
生
命
現
象
を
説
明
す
る
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
人
間
存
在
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
、
人
間
の
存
在
意
義
や
生
き
方

の
方
向
性
を
示
唆
す
る
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
の
生
命
観
は
、
対
人
的
な
態
度
や
倫
理
等
に
も
直
結
す
る
か
ら
で
あ

る
。で

は
仏
教
・
浄
土
真
宗
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
生
命
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
実
践
・
生
き

方
の
視
座
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
仏
教
・
浄
土
真
宗
を
信
仰
す
る
者
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、

宗
教
を
も
た
な
い
人
に
も
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
こ
こ
数
年
、
龍
谷
大
学
の
実
践
真
宗
学
研
究
科
の

開
講
科
目
で
あ
る
「
人
権
平
和
論
研
究
」
を
担
当
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
も
あ
り
、
と
く
に
人
権
や
平
和
に
関
す
る
諸
課
題
を
念
頭
に

置
き
つ
つ
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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一
、
痛
ま
し
い
も
の
と
見
る
生
命
観

生
命
に
対
す
る
仏
教
・
浄
土
真
宗
の
見
方
に
は
、
大
別
す
れ
ば
生
命
の
あ
り
さ
ま
の
問
題
性
を
明
ら
か
に
し
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を

誡
め
る
べ
き
こ
と
を
教
え
る
も
の
と
、
生
命
そ
の
も
の
の
も
つ
意
義
や
価
値
を
示
し
自
他
の
生
命
を
大
切
に
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る
も

の
と
い
う
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
便
宜
的
な
整
理
で
は
あ
る
が
、
前
者
に
あ
た
る
生
命
観
を
「
①
痛
ま
し
い

も
の
と
見
る
生
命
観
」
と
表
現
し
、
後
者
に
あ
た
る
生
命
観
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
「
②
愛
お
し
い
も
の
と
見
る
生
命
観
」「
③
尊
い
も

の
と
見
る
生
命
観
」
と
い
う
二
つ
で
表
現
し
て
、
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
方
面
か
ら
仏
教
・
浄
土
真
宗
の
生
命
観
の
特
徴
を
考
え
て

い
き
た
い
。

＊
＊
＊

仏
教
で
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
迷
い
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
生
命
は
困
っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
存
在
で
あ
る

と
い
う
。
迷
い
の
原
因
で
あ
る
煩
悩
に
関
し
て
、
例
え
ば
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
「
彼
岸
に
至
る
道
の
章
」
に
は
、

よ
く
気
を
つ
け
て
、
無
所
有
を
め
ざ
し
つ
つ
、「
何
も
存
在
し
な
い
」
と
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
煩
悩
の
激
流
を
渡
れ(1)。

と
あ
り
、『
大
般
涅
槃
経
』（
北
本
）
巻
二
七
に
は
、

又
涅
槃
者
。
名
為
洲
渚
。
何
以
故
。
四
大
暴
河
不
能
漂
故
。
何
等
為
四
。
一
者
欲
暴
。
二
者
有
暴
。
三
者
見
暴
。
四
者
無
明
暴(2)。

と
あ
る
よ
う
に
、
生
命
の
抱
え
る
煩
悩
・
欲
望
は
、
荒
れ
狂
う
激
流
に
も
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
生
命
は
暴
走
す
る
車
の
よ

う
な
も
の
で
、
そ
の
暴
走
を
自
分
で
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、
あ
る
い
は
暴
走
し
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
か
な
い
ま
ま

に
走
り
続
け
、
輪
廻
転
生
の
迷
い
の
中
で
い
た
ず
ら
に
生
と
死
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
は
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
巻
上
に
、

見
三
界
是
虚
偽
相
、
是
輪
転
相
、
是
無
窮
相
、
如
蚇
尺音

蠖
屈
申
虫

一
郭
反

循
環
、
如
蚕
才
含
反

繭
蚕
衣
公

殄
反

自
縛
。
哀
哉
衆
生
締
結
不
解

帝
音
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此
三
界
、
顚
倒
・
不
浄(3)。

と
あ
る
よ
う
に
、
尺
取
り
虫
が
同
じ
と
こ
ろ
を
何
度
も
め
ぐ
る
よ
う
に
終
わ
り
が
な
く
、
ま
た
、
か
い
こ
が
自
ら
の
ま
ゆ
で
自
ら
の
体

を
縛
る
よ
う
に
、
自
ら
の
煩
悩
に
よ
っ
て
自
ら
迷
い
の
苦
し
み
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
哀
れ
な
る
哉
」
と
言
う
べ
き
痛
ま
し

い
あ
り
さ
ま
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
源
信
『
往
生
要
集
』
大
文
第
一
「
厭
離
穢
土
」
に
は
六
道
輪
廻
の
あ
り
さ
ま
が
説
か
れ
る
が
、
人
道
（
人
間
世
界
）
に
つ
い

て
は
「
不
浄
の
相
」「
苦
の
相
」「
無
常
の
相(4)」
の
三
つ
が
そ
の
あ
り
さ
ま
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
輪
廻
転
生
の
中

に
あ
る
生
命
が
い
か
に
困
っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
様
々
な
原
因
や
条
件
に
左
右
さ
れ
て
思
い
通
り
に
は

な
ら
な
い
生
命
の
あ
り
さ
ま
、
老
・
病
・
死
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
命
の
あ
り
さ
ま
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
生
命
の
も

つ
厳
し
い
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
は
、
仏
教
の
生
命
観
の
最
も
基
本
に
あ
る
性
格
と
も
言
え
よ
う
。

現
代
の
社
会
で
生
命
が
語
ら
れ
る
と
き
生
命
の
も
つ
こ
う
し
た
言
わ
ば
負
の
側
面
は
見
過
ご
さ
れ
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
龍
谷
大

学
の
哲
学
科
の
教
授
で
あ
っ
た
松
尾
宣
昭
氏
は
、
仏
教
が
生
命
を
無
条
件
に
礼
讃
す
る
教
え
だ
と
捉
え
ら
れ
が
ち
な
近
年
の
風
潮
に
関

し
て
次
の
よ
う
に
異
論
を
呈
さ
れ
て
い
る
。

仏
教
は
基
本
的
に
現
世
否
定
の
宗
教
な
の
で
す
。
否
定
と
い
う
言
葉
が
強
す
ぎ
る
な
ら
、
こ
の
世
を
決
し
て
祝
福
し
な
い
と
言
え

ば
い
い
で
し
ょ
う
。
…
食
物
連
鎖
と
生
殖
行
為
か
ら
織
り
な
さ
れ
た
生
物
界
の
あ
り
さ
ま
が
「
い
の
ち
輝
く
」
す
ば
ら
し
い
生
命

の
世
界
な
ど
と
し
て
讃
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
す(5)。

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
生
命
観
は
、
生
命
は
そ
の
本
質
に
関
わ
る
部
分
に
お
い
て
暴
力
性
・
罪
業
性
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
根
本
的

な
問
題
を
私
た
ち
に
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
的
な
諸
課
題
を
考
え
る
上
に
も
私
た
ち
に
大
切
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

早
稲
田
大
学
人
間
科
学
部
教
授
の
森
岡
正
博
氏
は
、
現
代
の
環
境
問
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
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敵
は
、
私
た
ち
自
身
の
内
部
に
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。
現
代
の
危
機
を
ひ
き
お
こ
し
た
最
大
の
原
因
は
、
私
た
ち
自
身
の
内
部
に

こ
っ
そ
り
と
ひ
そ
む
、
生
命
の
欲
望
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
現
代
の
生
命
と
自
然
の
問
題
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
実

は
、
私
た
ち
自
身
の
内
部
に
ひ
そ
む
本
性
と
戦
う
こ
と
な
の
で
す(6)。

環
境
問
題
の
解
決
は
単
に
科
学
技
術
の
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
内
部
に
あ
る
生
命
の
欲
望
や

そ
の
欲
望
と
深
く
関
わ
る
現
代
文
明
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
言
で
あ
る
。
こ
う
し
た
森
岡
氏
の
提

言
は
今
の
便
利
で
快
適
な
生
活
の
享
受
者
で
あ
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
耳
が
痛
く
都
合
の
悪
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で

あ
っ
て
も
、
一
般
の
社
会
的
な
倫
理
・
規
範
で
は
問
題
と
さ
れ
に
く
い
地
平
に
ま
で
立
ち
帰
っ
て
人
間
の
あ
り
さ
ま
を
見
つ
め
、
そ
こ

か
ら
節
度
あ
る
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
は
、
と
く
に
宗
教
者
・
仏
教
者
に
こ
そ
期
待
さ
れ
る
役
割
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

＊
＊
＊

浄
土
真
宗
の
教
え
の
上
に
も
、
や
は
り
こ
う
し
た
生
命
を
痛
ま
し
い
も
の
と
見
る
生
命
観
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
『
教

行
信
証
』
信
文
類
に
は
、

一
切
群
生
海
、
自
従
無
始
以
来
乃
至
今
日
至
今
時
、
穢
悪
汚
染
無
清
浄
心
、
虚
仮
諂
偽
無
真
実
心
。
是
以
如
来
悲
憫
一
切
苦
悩
衆

生
海
…(7)

と
阿
弥
陀
仏
か
ら
見
た
衆
生
の
迷
妄
な
る
あ
り
さ
ま
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
衆
生
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
昔
か
ら
今
日
こ
の

時
に
い
た
る
ま
で
、
煩
悩
に
汚
れ
て
清
ら
か
な
心
が
な
く
、
い
つ
わ
り
へ
つ
ら
う
ば
か
り
で
ま
こ
と
の
心
が
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
克
服
す
べ
き
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
、
生
命
が
本
質
的
に
抱

え
て
い
る
悲
し
き
あ
り
さ
ま
で
あ
る
と
言
う
。

と
は
言
え
そ
れ
は
決
し
て
、
ど
う
せ
悪
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
と
開
き
直
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
親
鸞
が
消
息

の
中
で
「
く
す
り
あ
り
毒
を
こ
の
め
と
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と
は
、
あ
る
べ
く
も
さ
ふ
ら
は
ず
と
ぞ
お
ぼ
え
候(8)」
と
誡
め
て
い
る
よ
う
に
、
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む
し
ろ
そ
の
罪
業
性
・
虚
妄
性
を
己
の
本
性
と
し
て
引
き
受
け
慚
愧
し
て
い
く
中
で
、
せ
め
て
少
し
で
も
と
い
う
慎
み
の
生
活
を
営
ん

で
い
く
こ
と
が
あ
る
べ
き
信
仰
生
活
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
に
は
、「
わ
が
こ
ゝ
ろ
の
よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
」「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ

る
ま
ひ
も
す
べ
し(9)」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
べ
き
縁
に
あ
え
ば
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
し
て
し
ま
う
、
そ

ん
な
底
知
れ
ぬ
闇
を
抱
え
た
私
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
人
間
と
は
そ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
る
か

ら
こ
そ
む
し
ろ
よ
り
注
意
深
く
わ
が
身
を
省
み
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
本
願
寺
派
第
八
代
宗
主
の
蓮
如
は
、

人
の
わ
ろ
き
こ
と
は
よ
く
よ
く
み
ゆ
る
な
り
。
我
身
の
わ
ろ
き
こ
と
は
お
ぼ
え
ざ
る
も
の
な
り
。
我
身
に
し
ら
れ
て
わ
ろ
き
こ
と

あ
ら
ば
、
よ
く
よ
く
わ
ろ
け
れ
ば
こ
そ
身
に
し
ら
れ
候
と
お
も
ひ
て
、
心
中
を
あ
ら
た
む
べ
し(10)。

と
教
誡
し
て
い
る
。

ま
た
作
家
の
曽
野
綾
子
氏
は
、

平
和
は
善
人
の
間
に
は
生
ま
れ
な
い
、
と
或
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
が
説
教
の
時
に
語
っ
た
。
し
か
し
悪
人
の
間
に
は
平
和
が
可

能
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
人
間
が
自
分
の
中
に
十
分
に
悪
の
部
分
を
認
識
し
た
時
だ
け
、
謙
虚
に
も
な
り
、
相
手
の
心
も
読
め
、
用

心
を
し
、
簡
単
に
は
怒
ら
ず
と
が
め
ず
、
結
果
と
し
て
辛
う
じ
て
平
和
が
保
た
れ
る
、
と
い
う
図
式
に
な
る
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
そ
の
よ
う
な
不
純
さ
の
中
で
、
初
め
て
人
間
は
幼
児
で
は
な
く
、
真
の
大
人
に
な
る
の
だ
が
、
日
本
は
そ
う
い
う
教
育
を
全

く
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る(11)。

と
、
悪
の
自
覚
の
上
に
こ
そ
慎
み
や
平
和
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
平
和
に
対
す
る
浄
土
真
宗
の
考

え
方
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。『
憲
法
十
七
条
』
に
「
わ
れ
か
な
ら
ず
聖
な
る
に
あ
ら
ず
、
か
れ
か
な
ら
ず
愚
か
な
る
に
あ
ら
ず
。

と
も
に
こ
れ
凡
夫
な
ら
く
の
み(12)」
と
あ
る
ご
と
く
、
一
方
が
絶
対
的
に
善
で
あ
り
正
し
く
、
他
方
が
絶
対
的
に
悪
で
あ
り
間
違
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
世
界
の
善
悪
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
平
和
へ
の
道
と
は
、
自
他
の
虚
妄
性
を
引
き
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受
け
つ
つ
、
互
い
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
形
を
模
索
す
る
努
力
を
続
け
て
い
く
他
に
、
特
別
な
早
道
は
な
い
と
言
え
よ
う(13)。

二
、
愛
お
し
い
も
の
と
見
る
生
命
観

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教
は
私
た
ち
の
生
命
に
対
し
て
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
と
い
う
お
墨
付
き
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
迷
い

の
中
に
あ
る
生
命
の
痛
ま
し
い
あ
り
さ
ま
を
教
え
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
は
そ
の
よ
う
な
生
命
状
況
の
前
に
あ
っ
て
も
、
決
し
て
虚
無

に
陥
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
上
に
繫
が
り
を
見
出
し
、
ど
の
い
の
ち
も
親
し
く
愛
お
し
い
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。

源
信
『
往
生
要
集
』
大
文
第
二
「
欣
求
浄
土
」
に
は
次
の
よ
う
な
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
の
偈
が
引
か
れ
て
い
る
。

如
『
心
地
観
経
』
偈
云
。「
世
人
為
子
造
諸
罪
、
堕
在
三
途
長
受
苦
。
男
女
非
聖
、
無
神
通
不
見
輪
廻
、
難
可
報
。
有
情
輪
廻
生

六
道
、
猶
如
車
輪
無
始
終
。
或
為
父
母
為
男
女
、
世
世
生
生
互
有
恩(14)。」

世
の
人
は
子
の
た
め
に
多
く
の
罪
を
造
り
、
三
途
に
堕
ち
て
長
く
苦
し
み
を
受
け
る
が
、
子
ら
は
聖
で
は
な
い
の
で
神
通
も
な
く
、

輪
廻
を
見
通
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
そ
う
し
た
恩
に
報
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
く
輪
廻
を
繰
り
返

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
父
母
と
な
っ
た
り
子
ど
も
と
な
っ
た
り
し
て
お
互
い
に
恩
が
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
親
子
関
係
の
よ
う
な
直
接
的
な
話
で
な
く
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
様
々
な
形
態
を
取
り
な
が
ら
同
じ
よ
う
に
生
死
を
繰
り

返
し
て
い
る
と
い
う
輪
廻
の
考
え
方
か
ら
は
、
人
間
中
心
の
生
命
観
で
は
な
く
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
対
し
て
平
等
で
親
し
み
を
も
っ
た
生

命
観
が
育
ま
れ
て
き
た
。

日
本
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
協
会
長
老
の
ア
ル
ボ
ム
ッ
レ
・
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
氏
は
、
仏
教
の
業
の
思
想
に
も
と
づ
く
輪
廻
転
生
の
説
か

ら
導
か
れ
る
生
命
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

輪
廻
転
生
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
み
ん
な
無
始
な
る
過
去
か
ら
輪
廻
転
生
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ミ
ミ
ズ
を
捕
ま
え
て
、
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「
こ
い
つ
は
か
わ
い
そ
う
な
や
つ
で
業
が
悪
く
て
、
俺
な
ん
か
業
が
良
か
っ
た
か
ら
人
間
で
」
な
ど
と
言
え
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
ミ
ミ
ズ
の
業
の
量
も
、
自
分
の
業
の
量
も
、
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
…
観
覧
車
の
上
に
い
る
人
に
、
下
に
い
る
人

を
見
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
？
…
み
ん
な
が
同
じ
軌
道
で
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
の
で
す
。
回
っ
て
い
る
最
中
に
、
ふ

と
横
を
見
た
時
、
無
智
な
人
に
差
別
意
識
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
一
方
業
を
気
に
す
る
人
は
、
皆
平
等
だ
と
思
っ
て
自
分
を
戒
め

る
の
で
す
。
一
般
人
が
世
の
中
を
見
て
差
別
す
る
の
に
対
し
、
業
を
気
に
す
る
人
は
生
命
を
差
別
せ
ず
、
ど
ん
な
生
命
に
対
し
て

も
「
あ
あ
、
こ
ん
に
ち
は
」
と
い
う
態
度
で
接
し
ま
す(15)。

ミ
ミ
ズ
に
対
し
て
「
あ
あ
、
こ
ん
に
ち
は
」
と
言
え
る
想
像
力
や
感
性
は
現
代
社
会
の
我
々
に
は
驚
き
で
あ
る
が
、
例
え
ば
土
砂
降

り
の
雨
の
日
に
外
で
出
会
っ
た
知
人
に
は
、
普
段
親
し
く
話
す
間
柄
で
な
く
て
も
「
大
変
な
雨
で
す
ね
」
と
自
然
と
会
話
が
弾
む
こ
と

が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
互
い
に
苦
し
い
状
況
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
親
近
感
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
の
業
の
思
想
に
も
と
づ
く
輪
廻
転
生

の
説
は
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
「
お
互
い
に
大
変
で
す
ね
」
と
い
う
親
近
感
を
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
対
し
て
育
む
も
の
と
い
う
こ
と
が
言

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
他
の
生
命
の
上
に
繫
が
り
を
見
出
し
た
り
、
他
の
生
命
の
境
界
を
思
い
や
る
想
像
力
や
感
性
は
、
仏
教
の
生
命

観
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
（
法
句
経
）』
第
一
○
章
「
暴
力
」
に
は
、
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
理
由
に
関
し
て
、

す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の
（
生
き
も
の
）
に
と
っ
て
生
命
は
愛
し
い
。
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て

は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ(16)。

と
言
わ
れ
て
い
る
。
殺
し
て
は
い
け
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
生
命
の
価
値
や
有
用
性
を
言
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
身
に
引
き
く
ら
べ

て
、
他
の
生
命
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
恐
怖
や
苦
悩
、
言
う
な
れ
ば
生
命
の
「
痛
み
」
に
思
い
を
馳
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
の
句
と
繫
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
が
、
大
谷
大
学
名
誉
教
授
の
大
桑
斉
氏
が
著
書
『
真
宗
と
他
者

な

ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か

』
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
マ
ン
ガ
『
浮
浪
は
ぐ
れ

雲ぐ
も

』（
ジ
ョ
ー
ジ
秋
山
作
）
の
一
場
面
で
あ
る(17)。
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子
（
新
之
助
）「
父
上
！
ど
う
し
て
、
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
か
？
」

父
（
雲
）

「
決
ま
っ
て
る
で
ん
し
ょ
う
。
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
で
し
ょ
う
」

子
（
新
之
助
）「
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
…

そ
れ
だ
け
？
」

「
父
上
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
答
え
に
な
っ
て
ま
せ
ん
よ
。
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
な
ん
て
」

父
（
雲
）

「
新
さ
ん
…
あ
ん
た
い
つ
か
ら
そ
ん
な
他
人
の
痛
み
の
わ
か
ら
ね
え
、
人
間
に
な
っ
ち
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
父

と
し
て
、
性
根
を
叩
き
直
し
て
あ
げ
ま
す
」

「
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」
と
問
う
我
が
子
に
対
し
、
父
は
「
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
そ

ん
な
当
た
り
前
の
こ
と
さ
え
分
か
ら
な
い
ほ
ど
他
人
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
我
が
子
の

お
尻
を
叩
い
て
折
檻
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
会
話
の
中
に
あ
る
思
想
は
、
生
命
の
大
切
さ
と
い
っ
た
も
の
は
理
屈
や
理
論
で
納
得
す
る

も
の
と
い
う
よ
り
、
他
人
の
痛
み
を
思
い
や
る
想
像
力
や
感
性
の
中
で
体
感
的
に
了
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
願
寺
派
の
勧
学
で
あ
っ
た
梯
實
圓
氏
は
こ
う
し
た
仏
教
の
生
命
観
の
特
質
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
い
の
ち
」
そ
の
も
の
は
対
象
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
ん
な
述
語
を
も
っ
て
き
て
説
明
し
て
も
、
説
明
し
き
れ
な
い
も

ど
か
し
さ
を
感
ず
る
言
葉
で
す
。
対
象
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、「
い
の
ち
」
は
も
と
も
と
誰
か
の
「
い
の

ち
」
と
い
う
ふ
う
に
分
別
し
、
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
対
象
化
さ
れ
、
限
定
的
に
捉
え

ら
れ
た
「
い
の
ち
」
は
「
い
の
ち
」
の
影
で
あ
っ
て
「
い
の
ち
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
「
い
の

ち
」
を
理
知
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
実
感
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
痛
み
の
共
感
の
中
で
響
き
合
う
よ

う
に
直
感
す
る
の
で
す
。「
い
の
ち
」
が
心
に
響
き
、
身
に
し
み
る
の
で
す
。
相
手
の
痛
み
が
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
響
い
て
き

た
時
に
、
そ
の
時
「
い
の
ち
」
と
「
い
の
ち
」
が
触
れ
合
い
、
共
鳴
し
、
響
き
合
う
と
こ
ろ
で
直
感
す
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
私

の
「
い
の
ち
」、
人
の
「
い
の
ち
」
と
い
う
よ
う
な
自
と
他
の
隔
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
渾
然
と
し
た
一
体
感
が
あ
る
ば
か
り
で
す(18)。
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仏
教
の
生
命
観
が
い
か
に
繊
細
で
瑞
々
し
い
体
感
的
世
界
で
あ
る
か
が
見
事
に
表
現
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
果
し
て
現
代
の
私
た
ち

は
生
命
を
ど
う
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
守
る
べ
き
価
値
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
功
利
的
な
発
想
や
、
善
か
悪
か
と
い
う
裁
き
の
発
想
に

立
っ
て
生
命
を
見
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
客
観
的
に
対
象
化
し
分
析
す
る
こ
と
で
い
の
ち
そ
の
も
の
が
分
か
る
は
ず
だ
と

思
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
仏
教
の
生
命
観
は
こ
う
し
た
見
方
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
親
が
愛
児
に
注
ぐ

眼
差
し
の
よ
う
に
慈
愛
に
満
ち
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
生
命
観
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
仏
教
や
真
宗
の
立
場
か
ら
社
会
的
な
諸
課
題
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と

は
、
生
命
の
痛
み
に
共
感
し
て
、
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

＊
＊
＊

浄
土
真
宗
の
教
え
に
も
、
こ
の
よ
う
に
生
命
を
愛
お
し
い
も
の
と
見
る
生
命
観
は
確
か
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
が
『
正
像
末
和

讃
』
に
、

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ

如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
見
親
鸞
の
上
に
は
他
の
生
命
に
対
す
る
慈
し
み
の
眼
差
し
は
希
薄
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、

し
か
し
「
私
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
親
鸞
の
嘆
息
の
底
流
に
は
、
深
い
宿
業
を
抱
え
た
生
命
を
哀
れ
み
愛
お
し
く

思
う
気
持
ち
が
湛
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
親
鸞
が
四
十
二
歳
の
と
き
、
飢
饉
の
惨
状
を
前
に
衆
生
利
益

の
た
め
浄
土
三
部
経
の
千
部
読
誦
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
『
恵
信
尼
消
息
』
に
記
さ
れ
た
逸
話
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
生
命
に
対
す
る
こ
う
し
た
哀
切
な
る
眼
差
し
は
、
お
の
ず
か
ら
他
者
に
対
す
る
寛
容
の
精
神
と
も
な
る
。
中
で
も
愚
か

な
る
者
の
救
い
を
テ
ー
マ
と
す
る
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
他
者
へ
の
寛
容
の
精
神
は
自
身
へ
の
慚
愧
の
心
と
と
も
に
大
切
な
精

神
性
と
し
て
育
ま
れ
て
き
た
。
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『
法
然
上
人
絵
伝
』
第
三
十
四
巻
に
は
、
法
然
が
遊
女
に
し
た
説
法
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
罪
業
お
も
き
身
、
い
か
に
し
て
か
の
ち
の
世
た
す
か
り
候
べ
き
と
申
け
れ
ば
、
上
人
あ
は
れ
み
て
の
給
は
く
、
げ
に
も
さ
や

う
に
て
世
を
わ
た
り
給
ら
ん
罪
障
ま
こ
と
に
か
ろ
か
ら
ざ
れ
ば
、
酬
報
ま
た
は
か
り
が
た
し
、
も
し
か
ゝ
ら
ず
し
て
、
世
を
わ
た

り
給
ぬ
べ
き
は
か
り
ご
と
あ
ら
ば
、
す
み
や
か
に
そ
の
わ
ざ
を
す
て
給
べ
し
。
も
し
余
の
は
か
り
ご
と
も
な
く
、
又
身
命
を
か
へ

り
み
ざ
る
ほ
ど
の
道
心
い
ま
だ
お
こ
り
た
ま
は
ず
ば
た
ゞ
そ
の
ま
ゝ
に
て
、
も
は
ら
念
仏
す
べ
し
。
弥
陀
如
来
は
、
さ
や
う
な
る

罪
人
の
た
め
に
こ
そ
、
弘
誓
を
も
た
て
た
ま
へ
る
事
に
て
侍
れ
、
た
ゞ
ふ
か
く
本
願
を
た
の
み
て
、
あ
へ
て
卑
下
す
る
事
な
か
れ(19)、

遊
女
が
「
こ
の
よ
う
な
罪
業
お
も
き
身
が
、
ど
う
し
た
ら
救
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
の
に
対
し
、
法
然
は
「
も
し
そ
の
生
業

を
せ
ず
と
も
他
に
生
活
の
手
段
が
あ
る
な
ら
ば
そ
の
生
業
を
す
ぐ
に
辞
め
な
さ
い
。
し
か
し
、
も
し
他
に
生
活
の
手
段
も
な
く
、
ま
た

身
命
を
省
み
な
い
ほ
ど
の
求
道
心
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
そ
の
ま
ま
で
念
仏
し
な
さ
い
。
自
分
を
あ
え

て
卑
下
し
な
く
と
も
よ
い
」
と
教
え
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
悪
は
犯
さ
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
あ

な
た
の
生
業
は
悪
を
犯
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
今
す
ぐ
に
辞
め
な
さ
い
、
生
活
の
こ
と
な
ど
二
の
次
で
あ
る
と
説
く
の
が
正
論
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
法
然
は
そ
う
は
言
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
法
然
が
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
人
間
存
在
の
悲
し
さ
を
深
く
知
る
人
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
遊
女
に
対
す
る
哀
れ
み
と
寛
容
性
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
手
紙
を
編
纂
し
た
『
末
灯
鈔
』
第
二
通
に
は
、
専
修
念
仏
の
教
え
を
謗
る
人
た
ち
に
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
精

神
的
な
態
度
が
次
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
信
心
を
う
る
こ
と
は
、
釈
迦
・
弥
陀
・
十
方
諸
仏
の
御
方
便
よ
り
た
ま
は
り
た
る
と
し
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
諸
仏
の
御
お

し
へ
を
そ
し
る
こ
と
な
し
。
余
の
善
根
を
行
ず
る
ひ
と
を
そ
し
る
こ
と
な
し
。
こ
の
念
仏
す
る
ひ
と
を
に
く
み
そ
し
る
ひ
と
を
も
、

に
く
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
は
れ
み
を
な
し
、
か
な
し
む
こ
ゝ
ろ
を
も
つ
べ
し
と
こ
そ
、
聖
人
は
お
ほ
せ
ご
と
あ
り

し
か(20)。
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こ
こ
で
親
鸞
は
「
念
仏
を
謗
る
人
を
も
憎
み
謗
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
人
に
は
、
哀
れ
み
悲
し
む
心
を
も
ち
な
さ

い
」
と
関
東
の
門
弟
た
ち
を
諭
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
あ
た
る
の
が
「
し
か
れ
ば
」
の
直
前
に
あ
る
一
文
「
信
心
と

は
釈
迦
・
弥
陀
・
諸
仏
の
方
便
に
よ
り
賜
っ
た
も
の
と
知
り
な
さ
い
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
親
鸞
は
門
弟
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
ま
こ
と

の
信
心
を
得
た
こ
と
は
仏
の
側
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
私
た
ち
が
偉
い
か
ら
、
正
し

い
か
ら
信
心
を
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
縁
に
よ
っ
て
は
私
た
ち
が
念
仏

を
謗
る
側
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
含
意
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
、
た
と
え
念

仏
を
謗
る
人
た
ち
で
あ
っ
て
も
悪
を
断
罪
す
る
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
法
然
の
場
合
と
同

じ
く
、
縁
に
左
右
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
悲
哀
が
見
つ
め
ら
れ
、
そ
れ
が
他
者
へ
の
赦
し
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
尊
い
も
の
と
見
る
生
命
観

仏
教
の
生
命
観
の
三
つ
目
の
特
徴
は
、
仏
教
に
は
生
命
を
尊
い
も
の
と
見
る
視
点
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
縁
起
の
思
想

か
ら
導
か
れ
て
く
る
生
命
観
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
縁
起
の
思
想
は
初
期
の
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
ま
で
様
々
な
思
想
的
展
開
を
見
せ
る

が
、
初
期
の
仏
教
に
お
け
る
縁
起
の
思
想
は
、
様
々
な
原
因
や
条
件
に
左
右
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
こ
の
世
界
は
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と

い
う
生
命
の
厳
し
い
あ
り
さ
ま
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
縁
起
の
あ
り
さ
ま
が
無
常
・
苦
・
無
我
等
と
表
さ
れ
る
。
し
か
し
、

大
乗
仏
教
へ
と
展
開
す
る
中
で
、
縁
起
の
思
想
は
『
涅
槃
経
』
の
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
や
、『
華
厳
経
』
の
法
界
縁
起
説
な
ど
多
様
な

展
開
を
見
せ
た
。

こ
う
し
た
大
乗
仏
教
の
縁
起
説
の
中
で
は
、『
涅
槃
経
』
に
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
あ
る
ご
と
く
あ
ら
ゆ
る
生
命
は
本
来
的
に

仏
と
同
じ
性
質
を
も
つ
存
在
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
無
常
・
苦
・
無
我
・
不
浄
と
教
え
ら
れ
て
き
た
輪
廻
の
中
の
諸
存
在
が
、
実
は
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さ
と
り
の
智
慧
の
眼
か
ら
す
れ
ば
常
・
楽
・
我
・
浄
と
言
う
べ
き
意
味
を
備
え
た
存
在
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
大
乗
仏
教
で

は
、
迷
い
の
中
に
あ
る
存
在
の
上
に
さ
と
り
と
同
質
な
も
の
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る(21)。『
法
華
経
』
に
登
場
す
る
常
不
軽
菩
薩
が
会
う

人
す
べ
て
に
礼
拝
を
し
た
と
い
う
説
話
に
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
上
に
尊
さ
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
尊
さ
」
と
は
、
仏
性
す
な
わ
ち
仏
と
同
じ
性
質
を
も
つ
と
教
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ち
っ
ぽ
け
な
生
命
で
あ
っ
て
も

そ
れ
が
い
か
に
広
大
な
世
界
と
繫
が
っ
て
い
る
か
、
今
こ
こ
に
こ
う
し
て
生
命
が
あ
る
と
い
う
事
実
が
い
か
に
驚
く
べ
き
希
有
な
こ
と

で
あ
る
か
と
い
っ
た
方
面
か
ら
も
表
さ
れ
て
い
る
。
梯
實
圓
氏
の
論
考
で
は
、
特
に
『
華
厳
経
』
の
法
界
縁
起
説
を
も
と
に
、
生
命
は

時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
無
限
に
深
く
広
い
宇
宙
的
な
意
味
内
容
（
尊
厳
性
）
を
内
包
し
て
お
り
、
し
か
も
一
つ
一
つ
が
極
め
て
個
性

的
で
あ
り
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
（
代
替
不
可
能
性
）
と
い
う
こ
と
が
、
縁
起
説
か
ら
導
か
れ
る
生
命
観
の
特
質
で
あ
る
と
論

じ
ら
れ
て
い
る(22)。

な
お
仏
教
の
中
に
こ
う
し
た
生
命
を
尊
い
も
の
と
受
け
と
め
る
生
命
観
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
な
生
命
の

痛
ま
し
い
あ
り
さ
ま
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
生
命
に
対
す
る
「
尊
い
」
と
い
う
感
覚

は
、
自
他
の
生
命
の
痛
ま
し
い
あ
り
さ
ま
を
知
っ
て
、
己
の
力
の
み
で
生
き
て
い
る
と
い
う
思
い
込
み
が
砕
か
れ
て
い
く
中
に
立
ち
現

れ
て
く
る
も
の
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
に
お
け
る
生
命
の
尊
さ
と
は
、
西
洋
思
想
で
語
ら
れ
る
人
間
の
尊
厳
や
そ

れ
に
も
と
づ
く
権
利
意
識
と
は
聊
か
性
格
の
異
な
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

＊
＊
＊

右
の
よ
う
な
仏
教
の
生
命
観
は
、
生
命
の
縁
起
的
状
況
を
極
め
て
微
細
に
知
り
得
る
仏
の
知
見
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

生
命
に
尊
厳
性
と
か
け
が
え
の
な
さ
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
こ
の
よ
う
な
境
地
は
一
子
地
と
も
表
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
三
ガ

イ
ノ
シ
ユ
ジ
ヤ
ウ
ヲ
ワ
ガ
ヒ
ト
リ
ゴ
ト
オ
モ
フ
コ
ト
ヲ
ウ
ル
ヲ
ヰ
チ
シ
ヂ
ト
イ
フ
ナ
リ(23)」（
親
鸞
『
浄
土
和
讃
』
国
宝
本
左
訓
）
と
あ

る
ご
と
く
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
一
人
子
の
よ
う
に
慈
し
ん
で
い
く
境
地
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
一
子
地
の
境
地
と
自
己
中
心
的
な
妄
念
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に
と
ら
わ
れ
て
い
る
我
々
の
間
に
は
、
実
に
大
き
な
隔
絶
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
私
た
ち
は
、
浄
土
真
宗
の
歴
史
の
中
に
自
他
の
生
命
を
尊
い
も
の
と
拝
ん
で
生
き
た
多
く
の
先
人
た
ち
が
い
た
こ
と

を
知
っ
て
い
る
。
例
え
ば
山
陰
地
方
の
妙
好
人
足
利
源
左
に
は
、
田
仕
事
が
済
ん
で
泥
だ
ら
け
の
手
を
洗
う
と
き
、
親
か
ら
も
ら
っ
た

こ
の
手
は
何
に
も
代
え
が
た
い
宝
で
あ
る
と
い
つ
も
自
分
の
手
を
押
し
頂
い
て
拝
ん
で
い
た
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る(24)。
ま
た

中
村
久
子
の
「
生
か
さ
る
る
い
の
ち
尊
し
け
さ
の
春(25)」
と
い
う
歌
の
中
に
も
、
今
こ
こ
に
あ
る
生
命
に
対
す
る
瑞
々
し
い
感
動
・
感
謝

の
思
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
生
命
観
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
信
す
る
念
仏
生
活
の
中
で
恵
ま
れ
て
い
っ

た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
信
す
る
こ
と
は
、『
浄
土
和
讃
』「
勢
至
讃
」
に
、

超
日
月
光
こ
の
身
に
は

念
仏
三
昧
お
し
へ
し
む

十
方
の
如
来
は
衆
生
を

一
子
の
ご
と
く
憐
念
す(26)

と
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
自
身
が
ま
さ
に
仏
か
ら
一
人
子
の
よ
う
に
大
悲
を
注
が
れ
て
い
る
こ
と
を
信
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち

の
煩
悩
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
無
限
の
価
値
の
輝
き
を
見
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
我
々
に
向
け
ら
れ
て
い

る
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
心
を
通
し
て
生
命
の
真
相
を
聞
き
習
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
分
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
生
命
を
見
る
こ

と
の
で
き
る
者
と
な
り
た
い
と
願
い
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
そ
の
方
向
に
育
て
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
言
え
よ
う(27)。

な
お
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
心
を
通
し
て
育
ま
れ
て
い
く
真
宗
の
生
命
観
、
精
神
性
の
構
造
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
が
、
念
仏
者
の
故
意
の
造
悪
を
誡
め
た
法
然
の
次
の
よ
う
な
法
語
で
あ
る
。

仏
の
慈
悲
の
あ
ま
ね
き
事
を
き
ゝ
て
は
、
つ
み
を
つ
く
れ
と
お
ほ
し
め
す
と
い
ふ
さ
と
り
を
な
さ
は
、
仏
の
慈
悲
に
も
も
れ
ぬ
へ

し
。
悪
人
ま
て
を
も
す
て
給
は
ぬ
本
願
と
し
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
ほ
と
け
の
知
見
を
は
は
つ
へ
し
、
か
な
し
む
へ
し
。

父
母
の
慈
悲
あ
れ
は
と
て
、
父
母
の
ま
へ
に
て
悪
を
行
せ
ん
に
、
そ
の
父
母
よ
ろ
こ
ふ
へ
し
や
。
な
け
き
な
か
ら
す
て
す
、
あ
は
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れ
み
な
か
ら
に
く
む
也
。
ほ
と
け
も
又
も
て
か
く
の
こ
と
し(28)。

親
の
慈
悲
は
た
と
え
ど
ん
な
に
悪
い
子
で
あ
っ
て
も
捨
て
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
胡
座
を
か
い
て
悪
を
犯
し
て
、

果
し
て
そ
れ
で
親
が
喜
ぶ
だ
ろ
う
か
。「
歎
き
な
が
ら
捨
て
ず
」
と
い
う
親
の
心
を
本
当
に
知
っ
た
な
ら
ば
、
浅
ま
し
い
自
己
の
あ
り

さ
ま
を
恥
じ
て
で
き
る
だ
け
悪
を
慎
む
よ
う
な
節
度
あ
る
生
き
方
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
真
宗
の
生
命
観
は
、
自
他

の
い
の
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
切
な
る
大
悲
の
願
い
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
次
第
に
育
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る(29)。

註(1
)
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ

』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
八
年
）
二
二
五
頁
。

(2
)
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
一
二
、
五
二
七
頁
上
。

(3
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
一
、
四
五
六
頁
。

(4
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
一
、
一
〇
三
二
頁
。

(5
)
松
尾
宣
昭
『
仏
教
は
な
に
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
一
五
年
）
五
七
頁
。

(6
)
森
岡
正
博
『
生
命
観
を
問
い
な
お
す

エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
脳
死
ま
で

』（
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
四
年
）
八
頁
。

(7
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
、
八
〇
頁
。

(8
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
、
八
一
二
頁
。

(9
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
、
一
〇
六
四
〜
一
〇
六
五
頁
。

(10
)
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
五
、
五
八
二
頁
）。

(11
)
曽
野
綾
子
『
善
人
は
、
な
ぜ
ま
わ
り
の
人
を
不
幸
に
す
る
の
か

救
心
録

』（
祥
伝
社
、
二
〇
〇
六
年
）
七
〇
頁
。

(12
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
第
二
版
）』
一
四
三
六
頁
。
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(13
)
二
〇
一
七
年
度
龍
谷
教
学
会
議
第
五
十
三
回
大
会
の
武
田
一
真
氏
の
発
表
「
確
実
性
の
超
克

現
代
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
意
義

」
で
は
、
生
命
倫
理
の
問
題
に
関
し
て
絶
対
的
な
正
解
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
を
断
念
し
、
時
宜
を
問
い
続
け
る
こ
と
の
重
要
性
を

真
宗
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。

(14
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
一
、
一
〇
五
六
頁
。
ま
た
『
歎
異
抄
』
第
五
条
の
「
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
・
兄
弟
な

り
」（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
、
一
〇
五
六
頁
）
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
に
も
や
は
り
同
様
の
生
命
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

(15
)
ア
ル
ボ
ム
ッ
レ
・
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
「
お
釈
迦
様
が
説
い
た
「
業
（
カ
ル
マ
）」
の
真
実

因
果
法
則
の
一
つ
、「
業
」
が
わ
か
れ
ば
不

幸
と
決
別

」（『
サ
ン
ガ
ジ
ャ
パ
ン
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）。

(16
)
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
感
興
の
こ
と
ば
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
）
二
八
頁
。
な
お
こ
の
よ
う
な
他
者
の
痛
み
に

目
を
向
け
て
い
く
仏
教
の
生
命
観
の
特
質
は
鍋
島
直
樹
『
親
鸞
の
生
命
観

縁
起
の
生
命
倫
理
学
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
年
）
一
〇

二
〜
一
〇
五
頁
に
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

(17
)
大
桑
斉
『
真
宗
と
他
者

な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か

』（
法
藏
館
、
二
〇
一
〇
年
）
五
七
頁
。

(18
)
梯
實
圓
『
親
鸞
聖
人
の
信
心
と
念
仏
』（
自
照
社
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
九
頁
。

(19
)
井
川
定
慶
編
『
法
然
上
人
伝
全
集
』（
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
一
九
六
二
年
増
補
再
版
）
二
三
一
頁
。

(20
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
、
七
八
二
頁
。

(21
)
初
期
仏
教
と
大
乗
仏
教
の
縁
起
説
の
こ
う
し
た
基
本
的
性
格
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
森
章
司
『
仏
教
思
想
の
発
見

仏
教
的
も
の
の

見
方

』（
北
辰
堂
、
一
九
九
〇
年
）
第
二
章
「
仏
教
の
人
間
観
」、
第
四
章
「
仏
教
の
世
界
観
」
の
解
説
が
明
解
で
あ
る
。

(22
)
梯
實
圓
「
仏
教
の
生
命
観
」（
梯
實
圓
先
生
古
稀
記
念
著
述
集
刊
行
会
編
『
浄
土
教
学
の
諸
問
題
』
下
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八

年
所
収
）、「
親
鸞
聖
人
の
生
命
観
」（
同
）。

な
お
縁
起
的
生
命
観
は
自
然
科
学
の
分
野
と
も
一
面
に
お
い
て
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
Ｊ
Ｔ
生
命
誌
研
究
館
館
長
の
中
村
桂
子
氏
は

「
従
来
の
生
命
科
学
は
、
生
物
を
機
械
論
的
世
界
観
の
な
か
に
置
き
、
物
理
科
学
の
方
法
で
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
生
命

体
は
、
多
様
性
、
複
雑
性
、
曖
昧
性
、
階
層
性
、
多
義
性
を
も
ち
、
し
か
も
歴
史
の
産
物
（
四
十
億
年
近
い
歴
史
）
で
開
放
形
で
あ
る
た
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め
に
環
境
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
は
、
法
則
・
数
式
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
で
語
る
ほ
か
な
い
。」

（『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』
JapanK
now
ledge
Lib,「
生
命
科
学
」
の
項
）
と
言
わ
れ
、
人
間
を
生
命
と
し
て
見
つ
め
直

す
と
い
う
立
脚
点
か
ら
人
間
や
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
種
々
の
提
言
を
さ
れ
て
い
る
。

(23
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
、
三
八
四
頁
（
国
宝
本
）。

(24
)
柳
宗
悦
・
衣
笠
一
省
編
『
妙
好
人
因
幡
の
源
左
』（
百
華
苑
、
一
九
六
〇
年
）
七
〇
頁
、
梯
實
圓
『
妙
好
人
の
こ
と
ば
』（
法
藏
館
、

一
九
八
九
年
）
一
二
四
頁
。

(25
)
中
村
久
子
『
こ
こ
ろ
の
手
足
』（
春
秋
社
、
一
九
八
七
年
新
版
）
二
二
六
頁
。

(26
)
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
、
三
九
六
頁
（
文
明
本
）。

(27
)
梯
實
圓
氏
註
(22
)掲
載
論
文
参
照
。

(28
)
『
和
語
灯
録
』
巻
四
「
十
二
箇
条
の
問
答
」（『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
六
八
〇
頁
）。

(29
)
学
術
大
会
で
の
発
表
後
、
生
命
観
の
分
類
の
仕
方
や
論
述
の
構
成
に
関
し
て
か
な
り
変
更
を
加
え
た
。
と
く
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
つ

と
め
て
い
た
だ
い
た
大
谷
大
学
の
一
楽
真
先
生
に
は
記
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド

親
鸞
、
生
命
倫
理
、
尊
厳
性
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仏教・真宗の生命観（高田文英）


