
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
5
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

三

輪

是

法

本
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
罪
と
い
う
視
点
か
ら
人
間
存
在
の
根
幹
を
仏
教
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、

神
の
創
造
物
た
る
人
間
は
罪
深
き
存
在
（
原
罪
）
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
神
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
う
る
存
在
と
な
る
。
仏
教
に
お
け
る
罪

と
は
、
五
逆
三
悪
な
ど
と
し
て
示
さ
れ
、
戒
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
を
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
破
戒
行
為
を
罪
と
し
て
い
る
。

戒
律
に
は
出
家
者
と
し
て
守
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
世
間
一
般
の
人
び
と
が
守
る
べ
き
社
会
規
範
と
同

じ
も
の
も
多
く
確
認
で
き
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
人
間
存
在
を
罪
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人

間
を
倫
理
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
二
人
の
発
表
者
は
、「
懺
悔
」
と
「
救
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

人
間
の
罪
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

一
、
𠮷
田
実
盛
氏
の
発
表
「
罪
と
懺
悔
」
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
人
は
他
者
と
の
関
係
性
の
中
に
実
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
を
示
し
た
言
葉
が
「
人
間
」
で
あ
る
。
𠮷
田
実

盛
氏
は
、
罪
と
い
う
問
題
を
個
人
の
罪
と
し
て
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
捉
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
ら

233



考
察
を
始
め
る
。
𠮷
田
氏
の
問
い
は
、
自
ら
の
宗
教
教
誨
師
と
い
う
立
場
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
ま
さ
に
現
実
に
即
し
た
人

の
罪
を
意
識
し
て
論
じ
て
い
る
。

現
実
に
即
し
た
罪
、
社
会
的
な
罪
は
、
個
人
で
完
結
す
る
行
為
と
い
う
よ
り
は
、
対
社
会
、
対
他
者
と
い
う
人
間
関
係
の
中
で
悪
と

認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
、
あ
る
い
は
他
者
に
対
し
て
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
加
害
者
と
、
そ
の
行
為
の
被
害
者
と

い
う
関
係
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
𠮷
田
氏
は
実
際
に
直
面
し
た
例
を
あ
げ
、
交
通
死
亡
事
故
を
犯
し
た
加
害
者
と
被
害
者

家
族
と
い
う
関
係
に
お
い
て
罪
を
考
え
て
い
る
。「
果
た
し
て
加
害
者
の
罪
は
ど
の
よ
う
に
し
て
償
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

「
加
害
者
は
被
害
者
と
同
じ
死
ぬ
と
い
う
行
為
で
し
か
償
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
𠮷
田
氏
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
い
え
ば
、
現
実

に
お
け
る
罪
を
仏
教
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
罪
に
対
す
る
罰
よ
り
先
に
、
懺
悔
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
懺
悔
と
は
罪
と
い
う
問
題
を
他
者
と
の
関
係
性
か
ら
一
旦
乖
離
さ
せ
て
、
犯
罪
者
が
自
分
自
身
を
内
省
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
。

仏
教
に
お
け
る
罪
は
戒
律
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
𠮷
田
氏
は
、『
四
分
律
』
の
「
二
種
の
痴
」「
三
種
の
痴
」
に
つ

い
て
確
認
す
る
。
二
種
の
痴
と
は
、
罪
を
犯
す
こ
と
と
犯
し
た
罪
を
自
ら
受
け
入
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
三
種
に
な
る
と
さ
ら
に
懺
悔

し
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
く
る
。
罪
を
償
う
と
い
う
こ
と
は
、
悪
の
行
為
を
罪
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
懺

悔
の
心
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。『
四
分
律
』
に
は
さ
ら
に
戒
・
定
・
慧
の
三
学
の
戒
学
を
増
進
す
る
た
め
に
は
、
軽
い
罪
を
犯
し
た

場
合
は
必
ず
懺
悔
せ
よ
、
と
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
煩
悩
を
滅
し
て
有
漏
に
戻
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『
四
分
律
』
が
示
す
罪
を
踏
ま
え
た
上
で
、
𠮷
田
氏
は
伝
教
大
師
最
澄
（
七
六
七

八
二
二
）、
恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二

一
〇
一

七
）、
親
鸞
（
一
一
七
三

一
二
六
二
）
の
罪
業
観
を
確
認
し
て
い
く
。
最
澄
は
『
願
文
』、
源
信
は
『
往
生
要
集
』、
そ
し
て
親
鸞
は

『
正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
悪
性
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
三
者
が
内
省
的
に
罪
あ
る
自
己

を
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
台
宗
で
は
、『
梵
網
経
』
に
基
づ
き
、
月
に
二
回
、
十
重
四
十
八
軽
戒
を
誦
し
て
、
こ
う
し
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た
罪
意
識
を
内
省
す
る
行
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
や
が
て
、
懺
悔
は
個
人
か
ら
国
家
へ
と
規
模
を
拡
大
す
る
。
そ
れ
が
法
隆
寺
に

伝
わ
る
吉
祥
悔
過
の
発
願
や
東
大
寺
の
お
水
取
り
の
行
事
で
あ
り
、
悔
過
と
は
個
人
が
国
家
安
穏
を
願
っ
て
行
う
懺
悔
で
あ
る
。

で
は
、
罪
の
軽
重
と
懺
悔
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
𠮷
田
氏
は
『
摩
訶
止
観
』
を
引
用
す
る
。
す
で
に
『
四
分

律
』
に
お
い
て
、
軽
罪
は
懺
悔
す
べ
き
こ
と
を
確
認
し
た
が
、『
摩
訶
止
観
』
に
お
い
て
も
懺
悔
に
よ
っ
て
清
浄
と
な
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
重
罪
に
つ
い
て
は
、
小
乗
仏
教
に
懺
悔
法
を
説
か
な
い
が
、
大
乗
仏
教
に
は
懺
悔
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
お
り
、
観
心
修
行
を
修
す
る
よ
う
に
勧
進
さ
れ
て
い
る
。
重
罪
に
つ
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
三
世
の
時
間
の
中
で
説
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
重
罪
を
犯
し
た
と
し
て
罪
の
意
識
が
心
に
残
っ
て
い
る
段
階
で
懺
悔
す
れ
ば
、
罪
を
滅
し
や
す
い
の

に
対
し
て
、
長
い
時
間
を
経
た
後
に
は
懺
悔
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
で
実
際
に
読

ま
れ
て
い
る
「
懺
悔
文
」
を
確
認
す
る
と
、「
無
始
よ
り
已
来
」、
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
が
三
毒
に
よ
っ
て
悪
業
を
生
み
だ
し
て
い
る
と

説
か
れ
て
お
り
、
天
台
宗
で
は
そ
の
た
め
に
「
法
華
懺
法
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
法
華
懺
法
は
六
根
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
対
応
し
、
三

世
に
わ
た
り
六
根
を
清
浄
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
存
在
と
は
た
と
え
仏
道
修
行
者
と
い
え
ど
も
、
三
毒
を

起
こ
し
て
悪
業
を
な
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
。

同
様
に
、
天
台
宗
で
行
わ
れ
る
「
例
時
作
法
」
の
大
懺
悔
に
も
、
私
た
ち
が
「
無
始
の
生
死
よ
り
以
来
」
の
罪
に
気
が
つ
く
こ
と
な

く
、
加
え
て
自
分
自
身
で
罪
を
犯
し
、
あ
る
い
は
他
者
が
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
そ
れ
を
見
て
喜
ん
で
し
ま
う
と
い
う
余
計
な
罪
を
犯

し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
難
を
離
れ
、
悟
り
へ
と
至
る
無
上
道
を
歩
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
教

示
さ
れ
て
い
る
。
𠮷
田
氏
は
、
最
澄
や
源
信
、
親
鸞
と
い
っ
た
日
本
仏
教
の
偉
大
な
僧
侶
た
ち
で
も
、
そ
の
よ
う
な
罪
の
意
識
を
常
に

持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
『
摩
訶
止
観
』
で
は
、
過
去
・
現
在
の
重
罪
を
懺
悔
し
て
修
行
を
す
る
な
ら
ば
、「
順
流
の
十
心
」
を
意
識
す
る
必
要
が
あ

る
と
説
く
。「
順
流
の
十
心
」
と
は
、
悪
を
強
め
る
十
種
の
悪
心
を
い
い
、
こ
れ
を
対
治
す
る
た
め
に
悪
を
離
れ
、
空
に
至
る
「
逆
流
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の
十
心
」
を
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
は
無
始
以
来
の
罪
障
を
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
滅
除
す
る
た
め
に
は
謙
虚
に
自
ら
の
罪
を
認
め
、
懺
悔
す
る
こ
と
で
滅
罪
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
仏
道
を
歩
み
続
け
る
勇
気
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
𠮷
田
氏
は
、
仏
教
に
み
る
こ
う
し
た

謙
虚
さ
と
勇
気
こ
そ
が
、
社
会
的
罪
を
犯
し
た
人
び
と
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

二
、
原
愼
定
氏
の
発
表
「
日
蓮
教
学
に
お
け
る
罪
と
救
い
」
に
つ
い
て

原
愼
定
氏
は
、
日
蓮
（
一
二
二
二

一
二
八
二
）
が
捉
え
た
人
間
存
在
を
罪
と
救
い
の
視
点
で
考
察
す
る
。
人
間
と
は
何
か
、
と
い

う
問
題
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
永
遠
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
存
在
を
宗
教
的
に
捉
え
、
相
対
化
す
る
視

点
が
必
要
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
仏
と
い
う
絶
対
的
永
遠
的
存
在
に
対
す
る
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
と
い
う
有
限
的
罪
悪
的
存
在
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
実
存
的
姿
を
知
る
こ
と
で
、
あ
る
べ
き
姿
を
宗
教
的
に
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

人
間
存
在
を
否
定
的
に
捉
え
、
仏
道
に
よ
る
救
い
を
説
く
こ
と
は
、
鎌
倉
仏
教
祖
師
た
ち
に
共
通
し
て
い
る
。
日
蓮
も
、
末
法
と
い

う
時
代
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
間
を
、「
謗
法
」
の
罪
を
犯
し
て
い
る
存
在
と
し
て
問
題
を
提
起
し
た
。
で
は
「
謗
法
（
誹
謗
正
法
）」

と
は
ど
の
よ
う
な
罪
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

謗
法
と
は
、
釈
尊
の
本
懐
た
る
正
法
に
背
く
こ
と
、
あ
る
い
は
正
法
を
捨
て
さ
せ
る
こ
と
だ
と
い
う
。
日
蓮
が
い
う
正
法
と
は
『
妙

法
蓮
華
経
』
で
あ
り
、
末
法
の
時
代
を
生
き
る
人
間
は
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
謗
法
の
罪
を
犯
し
、
落
と
し
穴
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
謗
法
は
す
で
に
個
人
レ
ベ
ル
で
解
消
で
き
る
罪
で
は
な
く
、
日
本
国
全
体
に
波
及
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
日
蓮
は
認
識

し
て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
広
く
謗
法
罪
が
波
及
し
て
し
ま
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
法
華
経
を
信
仰
し
て
い
る
者
の
中
に
も
謗
法
者
が
存
在
し
て
い
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る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
の
仏
法
を
恣
意
的
に
解
釈
し
、
自
分
本
位
に
仏
法
を
信
仰
し
て
い
る
人
び
と

の
存
在
で
あ
る
。

日
蓮
自
身
も
例
外
で
は
な
い
。
日
蓮
は
法
華
経
の
化
城
喩
品
に
説
か
れ
る
三
千
塵
点
劫
と
、
如
来
寿
量
品
で
示
さ
れ
る
五
百
億
塵
点

劫
と
い
う
久
遠
の
時
間
の
中
で
、
釈
尊
に
教
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
菩
薩
行
を
退
転
し
て
き
た
存
在
と
し
て
自
身
を
認
識
し
て
い
る
。
原

氏
は
、
法
華
経
が
説
く
無
限
な
る
時
間
上
の
罪
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
論
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
が
、
日
蓮
が
法
難
や
流
罪
に
遭

う
理
由
と
し
て
、
無
限
に
遡
る
過
去
に
お
け
る
罪
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

謗
法
の
罪
は
潜
在
し
て
い
る
。
日
蓮
は
、
法
華
経
の
行
者
の
使
命
と
し
て
、
謗
法
罪
を
顕
在
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
罪
意

識
を
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
が
日
蓮
の
宗
教
的
課
題
で
あ
り
、
日
蓮
は
謗
法
罪
を
気
づ
か
せ
る
た
め
に
、
他
宗
批
判
を
繰
り
返
し
た
。
そ
れ

は
救
い
の
方
法
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
謗
法
者
を
謗
法
者
の
ま
ま
巻
き
込
む
こ
と
で
救
済
し
よ
う
と
す
る
、
法
華
経
の
衆
生
救
済
の
理
論

が
あ
る
。

で
は
、
法
華
経
の
救
済
理
論
の
特
徴
と
は
何
か
。
法
華
経
は
一
仏
乗
を
説
く
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
本
質
は
、
す
べ
て
の
人
間

存
在
を
仏
の
悟
り
の
世
界
に
導
く
こ
と
で
あ
る
。
原
氏
は
、
釈
尊
が
無
理
矢
理
一
仏
乗
に
導
く
の
で
は
な
く
、
衆
生
の
個
性
を
認
め
、

対
話
・
対
論
の
実
現
を
重
視
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
衆
生
の
個
性
を
認
め
る
こ
と
、
そ
れ
は
批
判
対
立
す
る
他
者
を
も
救
う
こ
と
で

あ
る
。
法
華
経
は
敵
対
す
る
相
手
を
資
成
軌
と
し
（
こ
れ
を
敵
対
種
・
相
対
種
と
い
う
）、
自
己
と
同
体
と
み
る
こ
と
で
救
済
し
て
い

く
。
具
体
的
に
は
提
婆
達
多
成
仏
で
あ
り
、
対
立
す
る
相
手
を
自
己
を
高
め
る
た
め
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
、「
敵
こ
そ
我
が
師
な

り
」
と
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
華
経
の
救
済
理
論
に
基
づ
い
て
謗
法
者
を
批
判
す
る
と
き
、
日
蓮
は
翻
っ
て
相
手
に
偏
見
を
持
た
ず
、
恨
み
や
憎
し

み
を
抱
か
な
い
よ
う
に
自
ら
を
戒
め
る
。
そ
の
た
め
に
日
蓮
は
常
に
釈
尊
の
教
え
で
あ
る
仏
典
を
、
こ
と
に
法
華
経
を
明
鏡
と
し
て
自

己
を
謙
虚
に
見
つ
め
直
し
て
い
る
。
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日
蓮
自
身
が
過
去
世
に
お
い
て
謗
法
を
犯
し
て
い
た
と
す
る
自
覚
は
、
法
華
経
第
二
十
に
登
場
す
る
常
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
の
実

践
へ
結
び
つ
け
る
。
常
不
軽
菩
薩
が
布
教
の
際
に
悪
口
雑
言
を
浴
び
せ
ら
れ
、
杖
で
叩
か
れ
石
を
投
げ
ら
れ
る
理
由
は
、
受
難
に
よ
っ

て
過
去
の
罪
を
滅
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
の
日
蓮
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
転
重
軽
受
」
と
い
う

が
、
日
蓮
は
自
ら
の
滅
罪
ば
か
り
で
は
な
く
、
国
土
を
含
め
た
社
会
全
体
の
罪
を
背
負
お
う
と
す
る
「
代
受
苦
」
の
実
践
の
た
め
に
、

た
と
え
法
難
に
遭
お
う
と
も
、
敵
対
者
を
含
め
た
一
切
衆
生
に
下
種
の
た
め
の
題
目
五
字
を
弘
め
た
の
で
あ
る
。

日
蓮
の
批
判
精
神
は
、
自
分
を
も
含
め
た
日
本
全
体
の
謗
法
と
い
う
罪
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
衆
生
を
罪
か
ら
救

う
た
め
に
、
釈
尊
の
真
意
に
導
く
と
い
う
苦
難
を
と
も
な
う
実
践
で
あ
っ
た
。
原
氏
は
、
日
蓮
の
実
践
に
つ
い
て
、
現
代
社
会
に
即
し

て
そ
の
意
義
を
再
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。

𠮷
田
氏
と
原
氏
の
発
表
を
そ
れ
ぞ
れ
一
言
で
ま
と
め
る
と
、
𠮷
田
氏
の
発
表
は
社
会
的
罪
を
仏
教
の
懺
悔
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
に

克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
原
氏
は
仏
教
に
基
づ
く
宗
教
的
罪
か
ら
人
間
存
在
を
ど
の
よ
う
に
救
済
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
を
指
摘
し
た
の
ち
に
、
筆
者
は
両
氏
の
共
通
点
か
ら
以
下
の
質
問
を
提
示
し
た
。

①
𠮷
田
氏
の
「
無
始
以
来
」
と
い
う
時
間
、
あ
る
い
は
原
氏
の
「
三
千
塵
点
劫
」「
五
百
億
塵
点
劫
」
と
い
う
無
限
の
時
間
の
中

で
、
人
間
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
。

②
罪
を
犯
す
人
間
存
在
と
社
会
・
国
家
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。
人
間
が
懺
悔
す
れ
ば
国
家
の
懺
悔
も
成
り
立
つ

の
か
。

ま
ず
𠮷
田
氏
は
、
①
に
つ
い
て
、
人
間
は
罪
深
き
存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
尊
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
し

て
い
る
。
天
台
宗
に
は
十
界
互
具
と
い
う
教
え
が
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
心
に
内
在
す
る
十
の
世
界
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
上
で
、
実
体
を
持
た
ず
に
輪
廻
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
私
と
い
う
人
間
の
中
に
多
く
の
も
の
が
堆
積
さ
れ
て
い
き
な
が
ら
、
仏
性
や
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罪
を
共
存
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
提
言
し
た
。
さ
ら
に
、
②
に
つ
い
て
は
、
今
回
の

発
表
は
国
家
全
体
と
い
う
よ
り
も
、
個
人
が
罪
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
仏
教
を
信
じ
て
い
な
い
日

本
人
に
対
し
て
、
宗
教
や
宗
派
、
さ
ら
に
言
葉
の
差
異
を
超
え
て
す
べ
て
の
人
び
と
が
仏
界
や
菩
薩
界
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。

続
い
て
原
氏
は
、
①
に
つ
い
て
、
提
婆
達
多
と
釈
尊
が
過
去
世
に
お
い
て
師
弟
と
い
う
逆
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
。
日
蓮

は
こ
の
関
係
に
つ
い
て
一
時
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
無
限
の
時
間
の
中
で
、
二
人
を
常
に
身
と
影
の
よ
う
に
不
二
の
関
係
と
し
て

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
仏
種
で
あ
り
、
人
間
存
在
と
は
仏
の
遺
伝
子
を
受

け
継
ぐ
も
の
、
す
な
わ
ち
だ
れ
も
が
菩
薩
と
い
う
仏
の
子
ど
も
と
自
覚
し
て
生
き
る
存
在
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
②
に
つ
い
て
は
、

日
蓮
が
仏
法
を
優
先
す
る
考
え
に
基
づ
い
て
『
立
正
安
国
論
』
を
記
し
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
国
王
は
過
去
世
に
お
い

て
菩
薩
行
を
行
っ
た
た
め
に
今
為
政
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
政
治
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
菩
薩
行
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
考

え
に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
正
し
い
教
え
に
基
づ
い
て
人
間
（
関
係
）
が
変
わ
れ
ば
国
家
も
変
わ
る
、
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。

フ
ロ
ア
か
ら
は
、
や
は
り
無
限
の
時
間
の
中
の
人
間
存
在
は
、
い
つ
罪
を
償
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
つ
成
仏
す
る
の
か
、
と
い
う

質
問
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
質
問
に
対
し
、
𠮷
田
氏
は
ゴ
ー
ル
は
な
い
と
し
、
仏
道
を
歩
む
も
の
は
生
き
る
中
で
罪
を
犯
し
、
菩
薩
と
し

て
の
修
行
を
続
け
な
が
ら
罪
を
滅
し
、
浄
化
さ
せ
て
い
く
存
在
で
あ
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
人
間
存
在
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

そ
の
歩
み
こ
そ
が
こ
の
娑
婆
世
界
を
穢
土
か
ら
仏
国
土
へ
と
浄
化
し
続
け
る
こ
と
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
た
。

原
氏
も
同
様
に
ゴ
ー
ル
は
な
い
と
し
、
悟
る
こ
と
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
人
間
は
永
遠
の
菩
薩
行
の
中
に
生
き
る
存
在
で
あ
り
、
そ

れ
は
悟
り
を
得
た
仏
も
修
行
を
続
け
て
い
く
と
い
う
、
修
行
と
悟
り
が
常
に
進
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
、
と
回
答
し
た
。
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