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ス
リ
ニ
バ
ス
会
長
の
詩
集
『
ブ
ッ
ダ
』
の
な
か
に
、
人
間
の

永
遠
な
る
生
死
と
宇
宙
生
命
に
つ
い
て
詩
っ
た
一
節
が
あ
る
。

「
生
命
は
永
遠
で
あ
り

死
は
�
門
口
�
に
す
ぎ
な
い

死
は
　
新
た
な
生
命
の
誕
生
に
向
け
て
の
休
息
期
な
の
だ

生
命
は
誕
生
に
よ
っ
て
現
わ
れ

生
命
は
死
に
よ
っ
て
退
く

そ
し
て
　
宇
宙
生
命
の
中
へ
と
帰
っ
て
い
く
の
だ
」

（
１
）

ま
た
、
宇
宙
生
命
の
側
か
ら
、
人
間
の
生
死
を
表
現
し
た
詩

も
あ
る
。

「
生
と
死
は

永
遠
な
る
生
命
の
流
れ
の
表
出
だ

す
べ
て
の
個
々
の
流
れ
は

広
漠
た
る
宇
宙
の

本
質
的
な
実
在
に
溶
け
込
ん
で
い
る
　

総
体
的
な
流
れ
は
　
宇
宙
の
潮
流
だ

―

宇
宙
の
深
淵
の
中
核
で
あ
る
妙
な
る
法
則
の

す
べ
て
の
一
体
で
不
可
分
の
　
そ
し
て
止
む
こ
と
の
な

い
働
き
」

（
２
）

ス
リ
ニ
バ
ス
会
長
が
、「
妙
法
」（m

ystic
L

aw

）
と
表
現
し
た

現
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宇
宙
根
源
の
生
命
を
、
ア
ー
ノ
ル
ド
･
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、「
宇
宙

の
究
極
的
実
在
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

「
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
『
不
死
の
海
』
の
直
喩
を
も
っ
て
す
る
な

ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
を

―
地
球
上
の
人
間
が
わ
れ

わ
れ
の
知
る
唯
一
の
人
な
の
だ
が

―
『
不
死
の
海
』
の

表
面
で
も
り
上
っ
て
砕
け
る
波
か
、
ふ
く
ら
ん
で
砕
け
る

泡
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
波
や
泡
の
よ
う
に
、

人
間
も
そ
れ
じ
た
い
は
果
敢

は
か
な

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

同
時
に
波
や
泡
の
よ
う
に
、
人
間
も
永
続
的
な
何
か
の
仮

り
の
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
地
球
上
に
精
神
と
肉

体
を
持
つ
有
機
体
と
し
て
生
き
そ
し
て
死
ぬ
人
間
は
、
永

遠
な
精
神
実
在
の
あ
ら
わ
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
」

（
３
）

「
不
死
の
海
」
の
大
海
そ
の
も
の
が
、
「
妙
法
」
で
あ
り
、

「
永
遠
な
精
神
実
在
」
で
あ
る
。
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
万
物
は
、

こ
の
「
宇
宙
生
命
」
の
働
き
と
し
て
、「
顕
在
化
」（
生
）
と
「
潜

在
化
」（
死
）
を
く
り
返
す
存
在
で
あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
に
よ
れ

ば
、「
個
々
の
生
命
」「
個
々
の
現
象
」
は
、
丁
度
、
大
海
の
表

面
で
も
り
上
が
っ
て
砕
け
る
波
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
。

「
不
死
の
海
」
の
う
ね
り
は
、
海
面
に
現
れ
て
波
と
な
り
、

海
中
に
没
し
て
見
え
な
い
う
ね
り
と
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
人

間
の
「
生
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
一
個
の
波
は
、「
死
」
に
よ
っ

て
「
妙
法
」
と
い
う
「
宇
宙
生
命
」
の
大
海
に
溶
け
こ
ん
で
見

え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
ス
リ
ニ
バ
ス
会
長
は
、
さ

ら
に
、「
死
」
は
新
た
な
る
「
生
」
へ
の
「
門
口
（G

atew
ay

）
」

に
他
な
ら
な
い
と
詩
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の

「
生
命
」
は
、
不
死
な
る
「
宇
宙
生
命
」
へ
の
帰
入
と
顕
現
を
く

り
返
し
な
が
ら
、
永
遠
の
「
生
」「
死
」
を
く
り
返
す
と
い
う
の

で
あ
る
。

さ
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
「
人
間
」
は
、
永
遠
な
る
「
究
極
の

実
在
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
し
て
も
「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ

れ
の
存
在
の
根
源
で
あ
り
目
的
地
で
あ
る
究
極
の
実
在
と
、
自

分
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
も
知
ら
ず
に
生
き
そ
し
て
死

な
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
４
）

と
し
て
、
次
の
三
つ
の
考
え
方
を
あ
げ
て
、

現
代
の
人
間
に
問
い
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
地
上
の
果
敢
い
生
命
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
人
と
し
て
一

時
そ
こ
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る
こ
の
実
在
と
の
関
連
に

お
い
て
は
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
偶
然
の
附
属
物
な
の

か
？
　
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
、
人
生
の
弾
道
と
い
う
短
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か
い
期
間
を
こ
え
て
は
つ
づ
け
る
こ
と
の
で
き
ぬ
邪
悪
な

放
れ
業
に
よ
っ
て
、
存
在
の
根
源
か
ら
自
分
自
身
を
引
き

離
し
た
放
蕩
児
な
の
か
？
　
そ
れ
と
も
、
地
上
の
人
生
は
、

『
あ
れ
』
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
『
汝
』
が
、
な
ん
ら
か
の

意
味
を
持
つ
（
人
間
と
し
て
の
）
目
的
の
た
め
に
、
永
遠
な

実
在
に
助
け
ら
れ
て
果
す
使
命
な
の
か
？
」

（
５
）

「
自
分
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
そ
し
て
、

今
、
な
ぜ
こ
こ
に
い
る
の
か
？
」

―
生
き
る
こ
と
の
究
極
の

意
味
、
根
拠
を
問
う
ト
イ
ン
ビ
ー
の
問
い
か
け
は
、
東
に
お
い

て
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人
や
釈
尊
以
来
、
西
に
お
い
て

は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
人
々
が
、
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
に
直
面
す
る
毎
に
、
く
り
返
し
問
い
続

け
て
き
た
哲
学
、
宗
教
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
根
源
的
な
問
い
は
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
た

地
球
人
類
に
と
っ
て
、
最
も
切
実
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
す

で
に
、
世
紀
の
変
わ
り
目
に
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
す
る
現
代
地
球
文
明
の
な
か
で
の

人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
克
服
の
緊
急
性
を
、

一
九
九
九
年
の
「
一
・
二
六
提
言
」
で
、
次
の
よ
う
に
呼
び
か

け
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
全
世
界
を
巻
き
込
み
な
が
ら
容
赦
な
く
進
行
す
る
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の
ス
ピ
ー
ド
、
荒
々
し
さ
に
つ
い
て
い
け
ず
、

途
方
に
く
れ
な
が
ら
、
内
へ
内
へ
と
自
閉
し
て
い
か
ざ
る

を
え
な
い
閉
塞
感
。
目
ま
ぐ
る
し
い
時
代
の
変
転
の
波
間

に
�
根
無
し
草
�
の
よ
う
に
漂
い
な
が
ら
、
な
お
か
つ
生

き
る
根
拠
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
安
感

―
そ
う

し
た
寒
々
と
し
た
心
象
風
景
は
、
山
積
す
る
�
地
球
的
問

題
群
�
に
も
ま
し
て
、
世
紀
の
変
わ
り
目
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
る
人
類
が
、
避
け
て
通
れ
ぬ
課
題
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」

（
６
）

現
代
人
の
自
我
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
の

深
い
不
安
の
闇
の
な
か
で
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
荒
波

に
抗
し
き
れ
ず
、
他
者
と
社
会
と
大
自
然
か
ら
「
分
断
」「
分
離
」

さ
れ
て
、
限
り
な
く
�
縮
小
�
し
て
い
く
。
し
か
も
、
存
在
の

根
拠
た
る
�
永
遠
な
る
も
の
�
�
根
源
的
な
る
も
の
�
か
ら
も

「
分
断
」
さ
れ
て
「
分
離
」
し
、
現
代
物
質
文
明
の
急
激
な
変
転

の
な
か
で
�
根
無
し
草
�
の
よ
う
に
漂
っ
て
い
る
と
い
う
。

他
者
か
ら
も
、
存
在
の
根
拠
か
ら
も
分
断
さ
れ
た
現
代
人
の



自
我
の
孤
独
と
疎
外
感
、
閉
塞
感
が
、
怨
念
、
憎
し
み
や
絶
望
、

悲
哀
、
不
安
、
恐
怖
を
生
み
、
戦
争
、
紛
争
、
非
寛
容
、
差
別

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
一
方
で
は
、
物
質
文
明
の
な
か
で
、
物

質
的
欲
望
を
は
じ
め
、
権
力
、
名
誉
、
名
声
欲
等
が
貪
欲
化
し
、

他
者
と
大
自
然
の
「
搾
取
」
に
ま
で
つ
き
進
ん
で
い
く
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
･
ク
ラ

イ
シ
ス
と
地
球
的
問
題
群
は
�
地
続
き
�
で
あ
り
、
そ
の
中
心

に
は
、
す
べ
て
の
存
在
か
ら
「
分
断
」
さ
れ
「
分
離
」
さ
れ
た

�
矮
小
�
な
る
自
我
が
、
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
つ
つ
、
広
大
な

る
世
界
の
な
か
で
た
だ
一
人
、
た
た
ず
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
自
我
は
、
不
安
の
闇
の
な
か
で
、
ト
イ
ン
ビ

ー
の
設
問
の
ご
と
く
、
自
ら
の
生
存
を
、
何
の
意
味
も
持
た
な

い
単
な
る
「
偶
然
の
附
属
物
」
か
、
ま
た
は
「
存
在
の
根
源
か

ら
自
分
自
身
を
引
き
離
し
た
放
蕩
児
な
の
か
」
と
自
問
せ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
現
代
人
の
自
我
は
、

「
そ
れ
と
も
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
）
即
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
と
し

て
、
永
遠
な
る
存
在
か
ら
託
さ
れ
た
使
命
が
あ
る
の
か
」
と
の

問
い
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
人
生
の
�
生
き
る
意
味
�
と
�
死
ぬ
意
味
�
の
覚
知
、

つ
ま
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
･
ク
ラ
イ
シ
ス
の
克
服
の
大
前

提
は
、
現
代
物
質
文
明
の
進
展
の
な
か
で
吹
き
あ
れ
る
「
分
断

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
抗
し
て
、
自
己
と
他
者
、
家
族
、
人
類
、

そ
し
て
大
自
然
と
い
う
「
外
な
る
宇
宙
」
を
�
結
び
つ
け
る
�

こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
自
己
の
「
内
な
る
宇
宙
」
の
探
索
を

通
し
て
、「
存
在
の
根
源
」
で
あ
る
「
宇
宙
生
命
」
と
の
「
融
合
」

を
は
た
す
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
『
詩
心
の
復
権
』
と
は
、
ま
さ
に
自

己
自
身
を
「
外
な
る
宇
宙
」
と
「
内
な
る
宇
宙
」
に
「
融
合
」

し
、
こ
の
人
生
に
大
宇
宙
か
ら
託
さ
れ
た
使
命
の
覚
知
を
促
す

労
作
業
の
す
べ
て
を
さ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
尊
い
役
割
を
に
な

う
主
体
と
な
る
の
は
、
詩
の
力
で
あ
り
、
文
化
、
芸
術
の
力
で

あ
り
、
そ
し
て
、
宗
教
の
力
で
あ
る
。

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
「
詩
人
は
永
遠
を
見
る
人
で
あ
る
」

「
詩
人
は
い
つ
も
元
初
の
地
平
に
立
っ
て
い
る
」「
詩
人
は
宇
宙

の
法
則
の
探
究
者
で
あ
り
、
万
象
を
黄
金
の
大
生
命
の
表
れ
と

見
る
」「
詩
人
は
、
平
凡
な
日
常
に
も
、
不
滅
の
生
命
が
浸
透
し

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
い
、
そ
れ
故
に
、「
詩
人
は
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戦
う
人
で
あ
る
」「
彼
は
、
世
界
の
ど
こ
か
で
非
人
間
的
に
扱
わ

れ
る
人
間
が
い
る
こ
と
を
容
認
で
き
な
い
」
と
も
表
現
し
て
い

る
。
（
７
）こ

こ
に
い
う
「
永
遠
」「
元
初
の
地
平
」「
黄
金
の
大
生
命
」

「
不
滅
の
生
命
」
と
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
「
究
極
の
精
神
的
実
在
」

と
い
い
、
ス
リ
ニ
バ
ス
会
長
が
「
妙
法
」
と
表
現
し
た
「
宇
宙

生
命
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
詩
人
は
、
常
に
永
遠
な
る
「
究
極

の
実
在
」「
法
（
ダ
ル
マ
）」
を
豊
か
な
感
性
で
受
け
、
感
得
し
て
、

そ
れ
を
言
葉
と
し
て
表
現
す
る
人
で
あ
る
。
詩
人
は
、
万
物
の

躍
動
、
変
転
の
な
か
に
、「
宇
宙
生
命
」「
法
（
ダ
ル
マ
）」
の
顕

在
化
を
洞
察
し
、
そ
の
感
動
を
人
々
に
伝
え
る
人
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
詩
人
は
、
現
代
人
の
孤
独
と
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
て

い
る
矮
小
化
し
た
�
自
我
の
窓
�
を
開
き
、
心
の
中
に
「
永
遠

な
る
も
の
」
の
息
吹
を
吹
き
こ
む
の
で
あ
る
。「
宇
宙
生
命
」
の

息
吹
は
、
そ
の
「
法
」
に
内
包
さ
れ
た
慈
愛
と
智
慧
と
意
志
力

で
、
矮
小
化
し
た
自
我
を
拡
大
し
、
境
涯
を
広
げ
、
生
き
る
勇

気
と
喜
び
と
意
義
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
詩
人
の

言
動
は
、
人
々
の
心
を
「
宇
宙
生
命
」
の
元
初
の
胎
動
と
つ
な

ぎ
、
蘇
生
へ
と
導
く
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
「
分
断
」「
分
離
」
さ
れ
て
い
た
「
宇
宙
生
命
」
と

の
�
心
の
回
路
�
を
開
い
た
個
々
の
生
命
は
、「
永
遠
な
る
も
の
」

の
息
吹
に
支
え
ら
れ
て
、
心
を
拡
大
し
つ
つ
、
善
心
を
強
化
し
て

い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
他
者
へ
の
同
苦
、
慈
悲
の
力
、
他
者

と
の
共
生
の
智
慧
、
他
者
を
傷
つ
け
る
貪
欲
を
自
ら
抑
制
す
る

力
、
そ
し
て
、
他
者
な
る
存
在
へ
の
信
頼
感
を
回
復
し
、
増
強

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
矮
小
化
さ
れ
、
不

安
と
他
者
へ
の
不
信
感
と
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
の
狂
乱
に
悩
ま
さ

れ
て
い
た
自
我
は
、
善
心
の
強
化
に
よ
っ
て
、
他
者
へ
と
�
心

の
扉
�
を
開
き
、
家
族
、
民
族
、
国
家
、
人
類
、
そ
し
て
大
自

然
と
の
心
の
交
流
へ
と
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
家
族
や
社

会
、
大
自
然
と
の
「
分
断
」
の
淵
は
、
善
心
に
よ
っ
て
結
合
さ

れ
て
い
く
。

同
時
に
、「
詩
心
」
に
そ
な
わ
る
善
心
は
、
暴
力
性
、
差
別
、

偏
見
、
貪
欲
等
の
煩
悩
に
支
配
さ
れ
、
人
間
と
人
間
、
人
間
と

社
会
、
そ
し
て
大
自
然
、
大
宇
宙
と
の
間
に
「
分
断
」「
分
離
」

を
引
き
起
こ
す
者
と
戦
う
の
で
あ
る
。
社
会
に
う
ず
ま
く
「
分

断
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
、「
善
心
」
で
打
破
り
、
他
者
の
苦
悩
を

と
も
に
克
服
す
べ
く
努
め
る
の
で
あ
る
。
慈
悲
、
非
暴
力
、
信
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頼
、
そ
し
て
共
生
の
智
慧
を
発
揮
し
て
、
他
者
の
苦
し
み
へ
の

同
苦
、
共
感
か
ら
、「
善
の
連
帯
」
を
広
げ
つ
つ
、
社
会
に
充
満

す
る
煩
悩
と
戦
う
の
で
あ
る
。
故
に
、「
詩
心
」
と
は
、
�
永
遠

な
る
慈
悲
に
生
き
る
�
と
と
も
に
�
悪
と
戦
う
�
勇
敢
な
心
を

さ
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
詩
心
」
に
つ
ち
か
わ
れ
た
人
々
は
、「
内
な
る

宇
宙
」
と
「
外
な
る
宇
宙
」
と
の
慈
悲
と
智
慧
と
勇
気
に
み
ち

た
豊
か
な
交
流
を
通
し
て
、
自
我
を
拡
大
し
つ
つ
、
こ
の
世
に

生
を
受
け
た
使
命
、
人
生
の
意
義
を
体
得
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
い
う
「
永

遠
な
実
在
に
助
け
ら
れ
て
果
す
使
命
」
で
あ
る
。

創
価
学
会
戸
田
第
二
代
会
長
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
際
、

当
時
の
日
本
の
軍
国
主
義
に
反
対
し
、
初
代
牧
口
会
長
と
と
も

に
投
獄
さ
れ
た
。
牧
口
先
生
は
獄
死
さ
れ
た
が
、
戸
田
先
生
は

「
獄
中
」
に
あ
っ
て
「
無
量
義
経
」「
法
華
経
」
の
身
読
、
二
百

万
遍
に
お
よ
ぶ
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
唱
題
に
よ
っ
て
、「
宇
宙
生

命
」
の
体
得
と
い
う
「
悟
達
」
の
大
境
涯
を
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
に
は
、「
仏
と
は
生
命
で
あ
る
。
生
命
の
表
現
で
あ
る
。

外
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
命
に
あ
る
。
い
や
、

外
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙
生
命
の
一
実
体
で
あ
る
」
（
８
）

と
の

「
宇
宙
生
命
」
体
得
の
悟
達
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
二
に
、

「
宇
宙
生
命
」「
永
遠
な
る
も
の
」
か
ら
託
さ
れ
た
、
こ
の
人
生

で
の
「
使
命
」
の
体
得
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
法
華
経
」
に
登

場
す
る
「
地
涌
の
菩
薩
」
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
で
あ
っ
た
。

戸
田
先
生
は
、「
慈
悲
論
」
の
な
か
で
、「
宇
宙
生
命
」
の
悟

達
の
知
見
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
こ
の
宇
宙
は
、
み
な

仏
の
実
体
で
あ
っ
て
、
宇
宙
の
万
象
こ
と
ご
と
く
慈
悲
の
行
業

で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
慈
悲
は
宇
宙
の
本
然
の
す
が
た
と
い
う
べ

き
で
あ
る
」
（
９
）

と
の
べ
、
こ
の
大
宇
宙
に
生
を
受
け
た
人
間
の
使

命
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

「
宇
宙
自
体
が
慈
悲
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
も
日
常
の
行

業
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
に
慈
悲
の
行
業
そ
の
も
の
で
は
あ

る
が
、
人
た
る
特
殊
の
生
命
を
発
動
さ
せ
て
い
る
以
上
、

人
間
は
、
一
般
動
物
、
植
物
と
同
じ
立
場
で
あ
っ
て
は
な

ら
ぬ
。
よ
り
高
級
な
行
業
こ
そ
、
真
に
仏
に
仕
え
る
者
の

態
度
で
あ
る
」

（
10
）

そ
し
て
、「
自
覚
し
た
真
の
慈
悲
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
11
）

と
い
う
。



大
宇
宙
の
働
き
は
、
す
べ
て
、「
宇
宙
生
命
」
と
し
て
の
「
法

（
ダ
ル
マ
）」
の
慈
悲
の
顕
在
化
で
あ
る
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の

の
営
み
の
な
か
に
「
宇
宙
生
命
」
の
妙
な
る
慈
悲
と
智
慧
が
輝

い
て
い
る
。
詩
人
や
芸
術
家
は
、
万
物
の
営
み
の
な
か
に
、
妙

な
る
「
ダ
ル
マ
」
の
創
造
美
を
発
見
し
、
感
動
し
つ
つ
、
そ
れ

を
詩
や
芸
術
に
表
現
し
、
人
々
に
伝
え
よ
う
と
す
る
。
宗
教
者

は
、「
宇
宙
生
命
」
の
尊
厳
性
を
さ
し
示
し
つ
つ
、「
人
間
」
が

「
大
宇
宙
」
か
ら
託
さ
れ
た
「
宇
宙
論
的
使
命
」
を
実
践
に
う
つ

す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
詩
人
も
芸
術
家

も
宗
教
者
の
こ
こ
ろ
に
も
「
宇
宙
生
命
」
の
働
き
に
基
盤
を
お

く
「
詩
心
」
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。「
詩
心
」
が
「
宇
宙
論
的
使
命
」

の
実
行
を
促
す
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
大
宇
宙
の
慈

悲
の
行
業
に
参
画
し
、
そ
の
働
き
を
増
幅
す
る
人
格
像
を
、
菩

薩
と
し
て
表
現
す
る
。

「
法
華
経
」
に
は
、
薬
王
、
妙
音
、
観
音
、
普
賢
、
文
殊
等

の
他
の
経
典
に
も
説
か
れ
る
多
く
の
菩
薩
と
と
も
に
、
そ
の
中

心
的
存
在
と
し
て
「
法
華
経
」
独
自
の
菩
薩
が
え
が
か
れ
て
い

る
。
そ
の
菩
薩
は
、
大
地
を
割
っ
て
出
現
す
る
地
涌
の
菩
薩
で

あ
る
。
そ
し
て
、
地
涌
の
菩
薩
は
、「
宇
宙
生
命
」
そ
の
も
の
か

ら
、
直
接
出
現
し
た
菩
薩
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

涌
出
品
第
十
五
に
、
こ
の
現
象
世
界
へ
の
登
場
が
、
次
の
よ

う
に
え
が
か
れ
て
い
る
。

「
仏
は
是
れ
を
説
き
た
ま
う
時
、
娑
婆
世
界
の
三
千
大
千
の

国
土
は
、
地
皆み

な
震
裂
し
て
、
其
の
中
於よ

り
無
量
千
万
億

の
菩
薩
摩
訶
薩
有
っ
て
、
同
時
に
涌
出
せ
り
。
…
…
先
よ

り
尽
く

　
こ
と
ご
と
　

娑
婆
世
界
の
下
、
此
の
界
の
虚
空
の
中
に
在
っ
て

住
せ
り
。
…
…
是
の
菩
薩
衆
の
中
に
、
四
導
師
有
り
。
一

に
上
行
と
名
づ
け
、
二
に
無
辺
行
と
名
づ
け
、
三
に
浄
行

と
名
づ
け
、
四
に
安
立
行
と
名
づ
く
。
是
の
四
菩
薩
は
、

其
の
衆
の
中
に
於
い
て
、
最
も
為こ

れ
上
首
唱
導
の
師
な
り
」

（
12
）

こ
こ
に
あ
る
「
虚
空
の
中
に
在
っ
て
住
せ
り
」
の
文
を
中
国

の
天
台
は
、『
法
華
文
句
』
で
、「
法
性
之
淵
底
。
玄
宗
之
極
地
」

（
13
）

と
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
虚
空
」
と
は
、
万
物
を
貫
く
真

理
の
根
底
で
あ
り
、
奥
深
い
教
え
の
究
極
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

「
宇
宙
生
命
」
と
し
て
の
「
法
（
ダ
ル
マ
）」
を
さ
し
て
い
る
。

日
蓮
大
聖
人
は
、「
御
義
口
伝
」
の
中
で
、「
真
理
」
と
し
て

の
宇
宙
生
命
か
ら
顕
在
化
す
る
大
宇
宙
の
創
造
的
慈
悲
の
働

き
を
、
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
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て
い
る
。

「
火
は
物
を
焼
く
を
以
て
行
と
し
水
は
物
を
浄
む
る
を
以
て

行
と
し
風
は
塵じ

ん

垢く

を
払
う
を
以
て
行
と
し
大
地
は
草
木
を

長
ず
る
を
以
て
行
と
す
る
な
り
」

（
14
）

火
大
は
、
物
を
焼
き
、
光
と
な
っ
て
万
物
を
照
ら
す
働
き
を

さ
し
、
水
大
は
物
を
浄
化
す
る
働
き
を
さ
し
、
風
大
は
塵
を
吹

き
は
ら
い
、
地
大
は
生
物
を
は
ぐ
く
み
育
て
る
働
き
を
さ
す
と

い
う
。
こ
の
大
宇
宙
を
創
造
し
、
形
成
し
ゆ
く
四
大
の
働
き
は
、

宇
宙
に
そ
な
わ
っ
た
本
然
的
な
慈
悲
行
な
の
で
あ
る
。

こ
の
四
大
と
い
う
宇
宙
本
然
の
慈
悲
行
を
、
自
ら
の
生
命
活

動
の
中
に
躍
動
さ
せ
、「
宇
宙
生
命
」
の
働
き
と
共
鳴
し
ゆ
く
行

動
を
な
す
の
が
、
地
涌
の
菩
薩
で
あ
る
。
地
涌
の
菩
薩
は
、「
宇

宙
生
命
」
に
そ
な
わ
る
「
空
大
」
か
ら
出
現
し
、
宇
宙
創
造
の

四
大
の
慈
悲
行
を
自
ら
の
実
践
に
う
つ
す
の
で
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
ま
た
、
宇
宙
創
造
の
四
大
の
働
き
は
、
四

菩
薩
の
利
益
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

（
15
）

さ
ら
に
、
日
本
の
日
寛
上
人
は
、
四
大
と
四
菩
薩
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

「
火
は
こ
れ
空
に
上
る
、
故
に
上
行
は
火
大
な
り
。
風
は
辺

際
無
し
、
故
に
無
辺
行
は
風
大
な
り
。
水
は
こ
れ
清
浄
な

り
、
故
に
浄
行
は
水
大
な
り
。
地
は
こ
れ
万
物
を
安
立
す
、

故
に
安
立
行
は
地
大
な
り
」

（
16
）

こ
こ
に
、
上
行
菩
薩
は
火
大
に
配
さ
れ
て
お
り
、
民
衆
の
苦

悩
を
引
き
起
こ
す
煩
悩
を
焼
き
、
こ
れ
を
善
心
に
変
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
社
会
を
お
お
う
闇
を
照
ら
し
出
す
働
き
と
な
る
。

無
辺
行
は
風
大
に
配
さ
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
障
害
も
乗
り

越
え
て
、
民
衆
に
生
き
る
力
を
与
え
つ
づ
け
る
働
き
を
さ
す
。

浄
行
菩
薩
は
、
水
大
に
配
さ
れ
て
お
り
、
社
会
の
濁
り
に
染

ま
ら
ず
、
自
ら
顕
現
し
た
善
心
に
よ
っ
て
社
会
を
清
浄
に
し
て

い
く
働
き
で
あ
る
。

安
立
行
は
地
大
に
配
さ
れ
て
お
り
、
万
物
を
は
ぐ
く
み
、
不

壊
の
幸
福
に
導
く
働
き
を
さ
す
の
で
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
は
、「
御
義
口
伝
」
の
中
で
、『
法
華
文
句
輔
正

記
』
の
文
を
引
い
て
、
上
行
、
無
辺
行
、
浄
行
、
安
立
行
の
四

菩
薩
に
は
、
常
楽
我
浄
の
四
徳
が
そ
な
わ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

四
徳
と
は
、
仏
の
生
命
に
そ
な
わ
る
徳
で
あ
る
。

「
輔
正
記
の
九
に
云
く
『
経
に
四
導
師
有
り
と
は
今
四
徳
を

表
す
上
行
は
我
を
表
し
無
辺
行
は
常
を
表
し
浄
行
は
浄
を
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表
し
安
立
行
は
楽
を
表
す
、
有
る
時
に
は
一
人
に
此
の
四

義
を
具
す
』」

（
17
）

今
、
一
人
に
具
さ
れ
た
四
徳
を
み
る
と
、
ま
ず
上
行
菩
薩
は
、

「
我
」
を
表
す
と
あ
る
。
こ
の
「
我
」
と
は
「
宇
宙
生
命
」
と
一

体
と
な
っ
た
「
大
い
な
る
自
己
」
で
あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
引

用
し
て
い
る
「
梵
我
一
如
」
の
「
我
」
で
あ
る
。
現
代
人
の
不

安
、
恐
怖
に
お
び
え
る
矮
小
化
さ
れ
た
自
我
、
即
ち
小
我
で
は

な
い
。
大
宇
宙
の
「
法
（
ダ
ル
マ
）」
と
一
体
と
な
り
、
そ
の
慈

悲
と
智
慧
の
リ
ズ
ム
を
内
実
化
し
た
宇
宙
大
の
自
己
で
あ
る
。

こ
の
「
大
我
」
は
、
火
大
の
働
き
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
社

会
に
う
ず
ま
く
煩
悩
、
悪
と
戦
い
、
こ
れ
を
打
破
り
、
善
心
、

善
へ
と
変
革
し
つ
つ
、
現
代
文
明
の
闇
を
照
ら
し
ゆ
く
光
明
と

な
る
の
で
あ
る
。「
宇
宙
生
命
」
か
ら
託
さ
れ
た
民
衆
救
済
の

「
宇
宙
論
的
使
命
」
を
高
く
か
か
げ
ゆ
く
主
体
者
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
「
大
い
な
る
自
己
」
は
、「
小
我
」
の
壁
を
打
破

り
、
自
身
か
ら
他
者
へ
、
家
族
、
民
族
、
国
家
、
人
類
へ
、
そ

し
て
大
自
然
へ
と
慈
悲
と
智
慧
の
「
橋
」
を
架
け
つ
つ
、「
地
球

人
類
意
識
」
か
ら
、「
地
球
生
命
意
識
」
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
大
我
」
の
形
成
者
こ
そ
、
今
日
の

「
世
界
市
民
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
像
で
あ
ろ
う
。

上
行
菩
薩
と
し
て
の
「
大
我
」
の
徳
は
、
無
辺
行
と
し
て
の

「
常
」
の
徳
と
し
て
顕
在
化
す
る
。
こ
こ
に
「
常
」
と
は
、
風
大

の
働
き
の
ご
と
く
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
吹
き
払
い
な
が
ら
、
時

間
的
に
も
空
間
的
に
も
自
由
自
在
に
活
躍
す
る
「
自
由
性
」
を

さ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
無
辺
行
菩
薩
に
そ
な
わ
る
「
自
由
性
」

が
、
人
権
と
し
て
の
「
自
由
権
」
の
獲
得
へ
の
仏
教
か
ら
見
た

生
命
論
的
基
盤
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
生
命
の
自
由
度
を
束
縛
す

る
あ
ら
ゆ
る
障
害
、
現
代
文
明
に
充
満
す
る
権
力
の
魔
性
の
引

き
起
こ
す
政
治
的
、
社
会
的
、
言
論
・
思
想
的
な
束
縛
を
打
破

り
、
乗
り
切
っ
て
い
く
「
大
我
」
か
ら
発
動
す
る
宇
宙
大
の

「
自
由
自
在
性
」
で
あ
る
。

上
行
菩
薩
の
「
大
我
」
か
ら
は
、
浄
行
菩
薩
と
し
て
の
「
浄
」

の
徳
が
発
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
現
代
文
明
に
お
け
る
あ
ら

ゆ
る
領
域

―
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
文
化
、
宗
教
、
貧
富
、

階
級
、
職
業
の
別

―
に
お
け
る
差
別
、
偏
見
、
貪
欲
、
搾
取
、

執
着
を
打
破
り
、
今
日
の
人
権
と
し
て
の
「
社
会
権
」
を
保
障

す
る
た
め
の
生
命
論
的
基
盤
が
、「
浄
」
の
徳
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
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現
代
文
明
に
お
け
る
社
会
の
清
浄
化
と
は
、
貧
富
の
格
差
の

み
な
ら
ず
、
教
育
、
医
療
、
水
、
食
糧
等
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
を

公
平
に
充
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
菩
薩
は
、

自
ら
の
差
別
心
や
偏
見
を
浄
め
つ
つ
、
他
者
、
社
会
に
充
満
す

る
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
差
別
へ
の
執
着
の
心
を
清
浄
化
し
、「
平
等

心
」
を
確
立
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
別
、
偏
見
を

引
き
起
こ
す
煩
悩
に
自
ら
染
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
清
浄
化
し
ゆ

く
働
き
が
、
浄
行
菩
薩
と
し
て
の
「
浄
」
の
徳
で
あ
る
。

上
行
菩
薩
と
し
て
の
「
大
我
」
の
働
き
は
、「
自
由
性
」「
平

等
性
」
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
安
楽
行
菩
薩
と
し
て
そ
な
わ

る
「
楽
」
の
大
境
涯
を
自
他
と
も
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
自

己
の
安
心
立
命
と
と
も
に
、
安
穏
な
る
社
会
、
国
家
の
創
出
で

あ
る
。
現
代
文
明
の
中
に
は
、
不
平
等
、
不
自
由
に
根
ざ
し
た

構
造
的
暴
力
、
文
化
的
暴
力
の
広
大
な
煩
悩
、
悪
業
の
基
盤
の

上
に
、
怨
念
、
憎
悪
の
連
鎖
が
、
戦
争
、
紛
争
、
テ
ロ
等
の
直

接
的
暴
力
と
し
て
激
発
し
て
い
る
。
そ
の
暴
力
性
は
、「
人
類
」

社
会
の
み
な
ら
ず
、
大
自
然
の
生
態
系
を
破
壊
し
、
地
球
温
暖

化
や
異
常
気
象
に
象
徴
さ
れ
る
「
国
土
」
の
破
滅
を
も
引
き
起

こ
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
間
生
命
、
な
ら
び
に
社
会
の
煩
悩
、
悪
に
挑
戦

し
、
絶
望
と
悲
惨
の
現
代
社
会
を
、
恐
怖
、
不
安
を
乗
り
越
え

た
安
穏
な
る
状
態
へ
と
転
換
し
ゆ
く
働
き
が
「
大
我
」
に
そ
な

わ
る
安
楽
行
菩
薩
と
し
て
の
「
楽
」
の
徳
で
あ
る
。「
楽
」
徳
は
、

一
個
の
人
格
と
し
て
は
「
円
満
」
の
徳
を
さ
す
。
故
に
、
身
心

調
和
の
充
実
し
た
安
心
の
「
楽
」
で
あ
り
、
決
し
て
「
快
楽
」

で
は
な
い
。
し
か
し
、
仏
法
の
「
縁
起
の
智
慧
」
が
さ
し
示
す

よ
う
に
、
個
人
の
「
楽
」
の
確
立
は
、
他
者
の
安
心
立
命
と
同

時
に
し
か
か
な
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
円
満
」

な
る
充
実
し
た
人
格
の
確
立
を
め
ざ
す
人
は
、
他
者
、
社
会
へ

と
融
合
の
「
橋
」
を
架
け
、
と
も
に
現
代
文
明
に
う
ず
ま
く
恐

怖
、
憎
悪
、
怨
念
に
挑
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、「
善
の
連
帯
」
が
、
自
他
と
も
の
幸
福
、
安
穏
の
た

め
の
必
須
条
件
と
な
る
。「
楽
」
徳
は
、
共
存
を
与
え
る
徳
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
か
ら
社
会
、
人
類
、
大
自
然
へ
と
広

が
る
「
楽
」
の
徳
は
、
人
権
思
想
と
し
て
の
「
平
和
の
権
利
」

「
持
続
的
開
発
・
発
展
の
権
利
」「
環
境
の
権
利
」、
そ
し
て
、
何

よ
り
も
「
連
帯
の
権
利
」
の
生
命
論
的
基
盤
と
な
る
。

こ
う
し
て
、
上
行
菩
薩
と
し
て
の
「
大
我
」
の
徳
と
、
そ
の
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慈
悲
の
働
き
と
し
て
の
無
辺
行
菩
薩
の
「
常
」
徳
、
浄
行
菩
薩

の
「
浄
」
徳
、
安
立
行
菩
薩
の
「
楽
」
徳
の
四
徳
の
獲
得
と
他

者
へ
の
実
践
の
中
に
、
豊
か
な
「
詩
心
」
を
そ
な
え
た
世
界
市

民
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
狭
い
自
我
（
小
我
）
に
と
ら
わ
れ
、

「
分
断
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
抗
す
る
す
べ
も
な
く
苦
悩
と
煩
悩
に

さ
い
な
ま
れ
る
「
人
間
」
か
ら
、
宇
宙
の
「
真
理
」、「
宇
宙
生

命
」
を
豊
か
に
呼
吸
し
つ
つ
、
他
者
と
と
も
に
共
生
、
融
合
の

「
橋
」
を
架
け
ゆ
く
「
大
我
」
に
生
き
ゆ
く
「
人
間
」
へ
の
変
革

を
、
イ
ン
ド
の
友
へ
の
詩
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
う
た
い
上
げ

て
い
る
。

「『
鳥
』
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で

『
二
度
生
ま
れ
る
も
の
』
の
謂い

い

ひ
と
た
び
は
　
限
ら
れ
た
殻
の
な
か
で

そ
し
て
　
再
び
は

限
り
な
い
大
空
の
自
由
の
な
か
で
と

そ
う
な
の
だ

人
間
も
　
ま
た
同
じ

こ
の
世
に
生
を
享う

け
つ
つ
も

閉
ざ
さ
れ
た
『
小
我
』
の
殻
を
打
ち
破
り

大
い
な
る
『
大
我
』
の
大
空
へ
と

再
び
生
ま
れ
征ゆ

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

こ
れ
ぞ
　
仏
法
の
精
髄
が
め
ざ
す
と
こ
ろ

光
彩
陸
離
た
る

精
神
の
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
だ
！
」

（
18
）

「
精
神
の
大
国
」
イ
ン
ド
は
、「
詩
心
」
の
横
溢
し
た
社
会
で

あ
る
。
地
涌
の
菩
薩
と
い
う
世
界
市
民
の
、
こ
の
煩
悩
、
悪
業

の
充
満
し
た
現
実
社
会
へ
の
涌
出
を
説
く
「
法
華
経
」
を
世
界

に
送
っ
た
国
土
世
間
で
も
あ
る
。
こ
の
イ
ン
ド
の
大
地
か
ら
、

�
大
我
�
に
生
き
、
常
・
楽
・
我
・
浄
の
四
徳
の
香
で
、
全
人

類
に
共
生
の
薫
風
を
送
り
ゆ
く
世
界
市
民
の
群
像
が
、
新
た
な

世
紀
の
「
精
神
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
光
明
と
な
り
つ
づ
け
る
こ

と
を
願
っ
て
、
こ
の
論
考
を
閉
じ
た
い
。
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