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デ
ン
ニ
ス
・
ジ
ラ

柳
沼
正
広
　
訳

　

は
じ
め
に
、
こ
こ
フ
ラ
ン
ス
で
の
仏
教
経
典
展
開
催
に
尽

力
し
て
く
だ
さ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
創
価
文
化
協
会
と
東
京
の
東

洋
哲
学
研
究
所
、
そ
し
て
そ
の
協
力
者
の
方
々
に
感
謝
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
法
華
経
と
福
音
書
に
お
け

る
譬
え
話
の
役
割
に
つ
い
て
、
参
加
者
の
皆
さ
ま
と
と
も
に

考
え
る
た
め
に
、
主
催
者
は
対
話
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
私

を
招
待
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
も
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
短
い
発
表
で
私
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お

い
て
す
で
に
多
く
が
語
ら
れ
て
き
た
二
つ
の
譬
え
話
に
注
目
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
法
華
経
の
﹁
長
者
窮
子
﹂
の
譬
喩

と
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
の
﹁
放
蕩
息
子
﹂
の
譬
喩
で
すあ
。
こ
こ

で
意
図
し
て
い
る
の
は
、
両
者
の
間
の
直
接
的
な
関
係
を
証
明

す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
大
変
に
危
険
な
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
の
譬
え
話
の
類
似
点
と

相
違
点
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
自
分
の
対
話
の
相
手
を

感
動
さ
せ
て
い
る
の
か
を
知
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
私
た

ち
が
皆
、
自
ら
の
伝
統
に
立
ち
返
っ
て
自
己
理
解
を
さ
ら
に
深

め
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
。
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１
　
譬
え
話
を
用
い
る
目
的

　

こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
譬
え
話
の
重
要
性
を
理
解

す
る
た
め
に
、
こ
の
文
学
技
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
う

述
べ
て
い
る
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
法
華
経
の
第
二
章

で
、
悟
り
を
得
た
者
は
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
に
つ
い
て
ブ
ッ

ダ
が
述
べ
て
い
る
場
面
で
す
。

　

仏
は
、
舎
利
弗
に
言
っ
た
。﹁
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
法

は
、
多
く
の
仏
・
如
来
が
、
あ
る
時
に
か
ぎ
っ
て
説
く
。

そ
れ
は
優う

ど
ん
げ

曇
鉢
の
花
が
、
非
常
に
長
い
年
月
の
あ
い
だ
に
、

た
だ
一
度
だ
け
現
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
舎
利
弗
よ
、

な
ん
じ
ら
は
、
た
だ
信
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
仏
の
説
く
と

こ
ろ
は
虚
妄
で
は
な
い
。
舎
利
弗
よ
、
多
く
の
仏
は
そ
れ

ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
法
を
説
く
が
、
そ
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た

し
は
無
数
の
方
便
と
、
種
々
の
因
縁
と
譬
喩
と
言
葉
を
も

っ
て
、
多
く
の
法
を
説
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
法

は
、
通
常
の
思
量
・
分
別
で
は
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
れ
を
知
る
の
は
た
だ
仏
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

多
く
の
仏
・
世
尊
は
、
た
だ
一
つ
の
大
事
な
因
縁
の
ゆ
え

に
世
に
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
舎
利
弗
よ
、
多
く
の
仏
・

世
尊
は
、
た
だ
一
つ
の
大
事
な
因
縁
の
ゆ
え
に
世
に
出
現

す
る
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
れ
は
、
多
く
の
仏
・

世
尊
は
、
衆
生
た
ち
に
仏
の
智
慧
を
開
か
せ
、
清
浄
に
な

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る
ゆ
え
に
、

世
に
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
るい
﹂

　

こ
の
﹁
無
数
の
方
便
と
、
種
々
の
因
縁
と
譬
喩
と
言
葉
を
も

っ
て
、
多
く
の
法
を
説
い
て
き
た
﹂
と
の
句
は
、
法
華
経
の
中

で
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ブ
ッ
ダ
が
ど
れ

ほ
ど
自
身
の
教
え
を
人
々
の
性
格
や
能
力
に
合
わ
せ
て
説
い
て

い
る
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、
人
々
を
﹁
最
高
の
完
全
な

悟
り
︵
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提う︶﹂
に
向
か
わ
せ
る
た
め
に
こ
の
よ

う
に
説
く
の
で
す
。
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
が
真
実
を
す
べ
て
明
ら
か

に
す
る
第
十
六
章
︵
寿
量
品
︶
を
見
る
と
、﹁
多
く
の
衆
生
た
ち

に
は
、
種
々
の
性
質
、
種
々
の
欲
望
、
種
々
の
行
、
種
々
の
想

念
や
分
別
が
あ
る
ゆ
え
に
﹂
と
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
は
﹁
多
く
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の
善
根
を
生
ぜ
し
め
よ
う
と
し
てえ
﹂
譬
え
話
や
他
の
巧
み
な
手

段
を
用
い
る
の
で
す
。

　

マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ル
カ
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
福
音
書お
は
キ
リ

ス
ト
が
譬
喩
を
用
い
る
理
由
を
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で

は
マ
タ
イ
と
マ
ル
コ
か
ら
三
つ
引
用
す
る
に
と
ど
め
ま
す
。
マ

タ
イ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
問
題
に
次
の
よ
う
に
答
え
て
い

ま
す
。

　

だ
か
ら
、
彼
ら
に
は
た
と
え
を
用
い
て
話
す
の
だ
。
見

て
も
見
ず
、
聞
い
て
も
聞
か
ず
、
理
解
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
イ
ザ
ヤ
の
預
言
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。﹁
あ

な
た
た
ち
は
聞
く
に
は
聞
く
が
、
決
し
て
理
解
せ
ず
、
見

る
に
は
見
る
が
、
決
し
て
認
め
な
い
。
こ
の
民
の
心
は
鈍

り
、
耳
は
遠
く
な
り
、
目
は
閉
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、

彼
ら
は
目
で
見
る
こ
と
な
く
、
耳
で
聞
く
こ
と
な
く
、
心

で
理
解
せ
ず
、
悔
い
改
め
な
い
。
わ
た
し
は
彼
ら
を
い
や

さ
な
いか
。﹂

　

こ
の
少
し
後
で
マ
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　

イ
エ
ス
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
み
な
、
た
と
え
を
用
い
て

群
衆
に
語
ら
れ
、
た
と
え
を
用
い
な
い
で
は
何
も
語
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
預
言
者
を
通
し
て
言
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。﹁
わ
た
し
は
口
を
開
い

て
た
と
え
を
用
い
、
天
地
創
造
の
時
か
ら
隠
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
告
げ
るき。﹂

　

そ
し
て
、
マ
ル
コ
は
キ
リ
ス
ト
が
﹁
神
の
国
﹂
を
教
え
る
た

め
に
語
っ
た
一
連
の
譬
喩く
を
紹
介
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
ま
す
。

　

イ
エ
ス
は
、
人
々
の
聞
く
力
に
応
じ
て
、
こ
の
よ
う
に

多
く
の
た
と
え
で
御
言
葉
を
語
ら
れ
た
。
た
と
え
を
用
い

ず
に
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
御
自
分
の
弟
子
た
ち
に

は
ひ
そ
か
に
す
べ
て
を
説
明
さ
れ
たけ
。

　

こ
れ
ら
の
引
用
の
意
味
を
よ
り
よ
く
把
握
す
る
た
め
に
は
、

表
現
で
き
な
い
真
理
を
他
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
ブ
ッ
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ダ
と
キ
リ
ス
ト
が
直
面
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ブ
ッ
ダ
は
、
表
現
で
き
な
い
こ
と
を
言
い
表
す
た

め
に
、
教
え
の
中
で
涅
槃
、
空
、
仏
性
、
不
二
と
い
っ
た
言
葉

を
用
い
ま
す
が
、
究
極
的
に
は
ど
れ
も
十
分
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
維
摩
詰
︵
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
︶
の
沈
黙
は
﹁
維
摩
の

一
黙
、
雷
の
ご
と
し
﹂
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

沈
黙
の
み
が
真
理
を
響
き
渡
ら
せ
る
の
で
す
。
仏
教
の
智
慧
を

象
徴
す
る
文
殊
菩
薩
が
﹁
こ
れ
こ
そ
菩
薩
が
不
二
に
は
い
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
文
字
も
な
く
、
こ
と
ば
も
な
く
、
心

が
は
た
ら
く
こ
と
も
な
い
﹂
と
述
べ
た
と
き
、
こ
の
沈
黙
の
正

し
さ
を
認
め
て
い
た
の
で
すこ。　

　

ブ
ッ
ダ
の
沈
黙
に
つ
い
て
は
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

すさ。
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
ブ
ッ
ダ
が
教
え
を
説

く
と
決
め
た
と
き
、
彼
が
人
々
を
究
極
的
な
実
在
に
近
づ
け
る

た
め
に
用
い
た
言
葉
と
そ
の
実
在
そ
の
も
の
が
同
じ
で
あ
る
と

は
人
々
に
思
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
が
、
彼
と
彼
の
教
え
を
聞
く
人
々
に
と
っ
て
譬
喩
が
重

要
で
あ
っ
た
理
由
で
す
。
表
現
で
き
な
い
こ
と
を
直
接
言
い
表

そ
う
と
す
る
よ
り
も
、
自
然
や
日
常
生
活
か
ら
引
き
出
さ
れ
る

譬
喩
を
用
い
る
ほ
う
がし、
説
法
を
聞
こ
う
と
す
る
人
々
を
こ
の

実
在
に
対
し
て
よ
り
大
き
く
開
か
せ
、
つ
い
に
は
そ
の
中
へ
入

ら
せ
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
知
る
か
ぎ
り
、
譬
喩
は
お
そ
ら
く
、

過
剰
な
ま
で
の
言
葉
の
豊
か
さ
に
よ
っ
て
、
自
身
を
超
え
た
も

の
、
自
身
の
知
ら
な
い
も
の
、あ
る
い
は
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、

人
々
が
徐
々
に
近
づ
け
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
法
華
経
の
七
つ
の
譬
喩す
の
ど
れ
に
お
い
て
も
、

は
っ
き
り
見
ら
れ
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
は
と
い
え
ば
、
彼
は
す
べ
て
の
人
が
神
自
身
の
命

へ
と
招
か
れ
て
い
る
と
説
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
神
や
そ
の
命

に
つ
い
て
何
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

キ
リ
ス
ト
も
沈
黙
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
キ
リ
ス

ト
が
、
他
の
者
に
沈
黙
を
命
じ
た
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
思
い
起
こ

し
て
く
だ
さ
い
。
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
は
、
神
が
＂
自
身
の

息
子
の
栄
光
の
片
鱗
を
見
せ
た
＂
あ
の
変
容せ
の
直
後
の
、
弟
子

た
ち
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
の
命
令
で
す
。﹁
人
の
子
が
死
者
の
中

か
ら
復
活
す
る
ま
で
、
今
見
た
こ
と
を
だ
れ
に
も
話
し
て
は
な

ら
な
いそ
﹂　

　

福
音
書
に
お
け
る
譬
喩
は
＂
人
々
の
聞
く
力
に
応
じ
て
＂、
知
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ら
れ
ざ
る
真
理
の
よ
り
深
き
理
解
へ
と
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の

速
さ
で
進
む
こ
と
を
助
け
た
の
で
す
。
た
と
え
そ
の
真
理
が
＂
天

地
創
造
の
時
か
ら
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
＂
で
あ
っ
て
も
で
す
。

こ
れ
ら
の
譬
喩
を
実
際
に
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
＂
彼

の
弟
子
＂
に
な
り
た
い
と
さ
え
願
え
る
よ
う
に
な
り
、
弟
子
と

な
っ
た
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
、
す
べ
て
の
説
明
を
＂
ひ
そ

か
に
＂
受
け
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
開

放
性
が
失
わ
れ
た
と
き
、﹁
耳
は
遠
く
な
り
、
目
は
閉
じ
て
し
ま

っ
た
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
は
目
で
見
る
こ
と
な
く
、
耳
で
聞
く

こ
と
な
く
、
心
で
理
解
せ
ず
、
悔
い
改
め
な
い
。
わ
た
し
は
彼

ら
を
い
や
さ
な
い
﹂
と
の
預
言
者
イ
ザ
ヤ
の
言
葉
に
該
当
す
る

人
々
に
と
っ
て
は
、
同
じ
譬
喩
も
、
か
え
っ
て
真
理
を
曇
ら
せ

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
う

し
て
、
あ
る
人
々
が
聞
き
入
れ
て
理
解
で
き
る
譬
喩
で
も
、
他

の
人
々
に
は
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
な
い

部
外
者
に
は
謎た
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
事
態
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

要
す
る
に
、
ブ
ッ
ダ
と
キ
リ
ス
ト
が
譬
喩
を
用
い
た
の
は
、

な
に
よ
り
も
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
み
の
中
で
体
験
さ
れ
た
＂
真
理

の
深
さ
＂
と
彼
ら
が
自
覚
し
た
＂
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
困
難
さ
＂

と
の
間
に
あ
る
隔
た
り
の
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
自
身
が
つ
か
ん
だ
真
理
を
す
べ
て
の
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
信
仰
の
深
さ
と
内
面
の
特
性
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
何
と
し
て

も
伝
え
よ
う
と
し
た
努
力
の
表
れ
と
も
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
、

譬
喩
と
は
、そ
の
＂
過
剰
な
ま
で
の
言
葉
の
豊
か
さ
＂
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
の
人
に
、
自
分
の
現
状
を
打
破
し
て
内
面
を
変
革
せ
よ

と
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
変
革
を
経
験
す
る

ま
で
は
想
像
す
ら
で
き
な
か
っ
た
よ
り
深
い
真
理
へ
と
開
か
せ

る
も
の
な
の
で
す
。

　

こ
の
変
化
な
く
し
て
は
、
ブ
ッ
ダ
の
道
を
進
む
こ
と
も
、
キ

リ
ス
ト
の
道
を
進
む
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
師
に
従

う
こ
と
を
拒
否
し
た
人
の
存
在
は
、
こ
う
し
た
変
化
は
ど
れ
も

受
け
入
れ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

法
華
経
の
会
座
で
は
、
出
家
修
行
者
と
在
家
信
徒
の
区
別
に
か

か
わ
ら
ず
五
千
人
も
の
男
女
が
、＂
最
高
の
完
全
な
悟
り
＂
を
得

る
機
会
を
す
べ
て
の
人
に
与
え
る
と
い
う
教
え
を
聞
く
こ
と
を

拒
ん
で
退
席
し
ま
し
たち
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
に
も
、
彼
の
譬
え
話

を
聞
き
な
が
ら
、
彼
に
背
を
向
け
た
だ
け
の
人
が
多
く
い
ま 

し
た
。



121

「東洋学術研究」第56巻第１号

法華経と福音書の譬え話に関する考察

２
　「
長
者
窮
子
の
譬
喩
」
と
「
放
蕩
息
子
の
譬
喩
」

　

さ
て
後
半
は
、
法
華
経
に
見
ら
れ
る
長
者
窮
子
の
譬
喩
と
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
に
見
ら
れ
る
放
蕩
息
子
の
譬
喩
の
話
の
要
点

を
お
話
し
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
法
華
経
の

第
四
章
に
お
い
て
、
四
人
の
阿
羅
漢つ
が
、
彼
ら
自
身
も
最
高
の

完
全
な
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
し
た
後
でて、
譬
喩

を
用
い
て
自
分
た
ち
の
実
感
を
釈
尊
に
伝
え
ま
す
。
彼
ら
が
語

っ
た
の
は
、
ご
く
若
い
こ
ろ
父
親
の
も
と
か
ら
逃
げ
去
り
、
他

国
で
長
く
暮
ら
す
う
ち
に
窮
乏
に
陥
っ
た
男
の
物
語
で
す
。

　

そ
の
男
は
、
あ
る
日
、
仕
事
を
求
め
て
、
す
で
に
大
変
に
裕

福
に
な
っ
て
い
た
父
親
の
暮
ら
す
地
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
男

は
、
父
親
を
見
て
も
父
親
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、
こ
の
よ

う
な
裕
福
な
人
間
は
自
分
に
は
仕
事
を
与
え
て
く
れ
な
い
だ
ろ

う
と
思
っ
て
逃
げ
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
父
親
の
ほ
う
は
、
男

が
息
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
使
い
を
や
っ
て
彼
を
連
れ
戻

し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
息
子
は
驚
き
の
あ
ま
り
気
を
失
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
父
親
は
、
自
身
の
豪
勢
な
生
活
ぶ
り
が
息
子
を
恐

れ
さ
せ
た
こ
と
を
理
解
し
、
息
子
を
自
由
に
す
る
よ
う
に
命
じ

No Image

「
長
者
窮
子
の
譬
喩
」
を
描
い
た
敦
煌
莫
高
窟
の
壁
画
（
98
窟
・
南
壁
、
10
世
紀
）。

物
語
の
3
場
面
を
描
く
。
絵
の
上
部
右
は
、
困
窮
し
た
息
子
（
一
番
上
の
人
物
）
が
、

大
き
な
屋
敷
で
人
々
に
か
し
ず
か
れ
る
長
者
（
中
央
）
を
見
て
、
お
そ
れ
を
な
す

シ
ー
ン
。
絵
の
下
部
で
は
、
雇
わ
れ
た
息
子
が
馬
小
屋
の
掃
除
を
し
て
い
る
。
絵

の
上
部
左
は
、
立
っ
て
い
る
長
者
が
部
屋
の
中
に
座
る
国
王
や
、
親
族
ら
に
真
実

を
告
げ
、
息
子
に
全
財
産
を
譲
る
と
語
る
場
面
（
敦
煌
研
究
院
提
供
。『
敦
煌
石
窟

全
集
７
』
上
海
人
民
出
版
社
）
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ま
し
た
。
召
使
た
ち
が
指
示
通
り
に
す
る
と
、
息
子
は
喜
ん
で

自
分
が
暮
ら
し
て
い
け
そ
う
な
貧
し
い
村
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

父
親
は
息
子
の
関
心
を
引
く
た
め
に
、
う
ま
く
変
装
さ
せ
た

召
使
た
ち
を
送
り
、
一
緒
に
働
く
よ
う
に
息
子
を
誘
わ
せ
ま
し

た
。
そ
の
仕
事
が
卑
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
息
子
は
受
け
入

れ
ま
し
た
。
息
子
が
働
く
姿
を
見
て
父
親
は
憐
れ
み
、
自
ら
粗

末
な
服
を
着
て
道
具
を
手
に
し
、
働
き
手
の
中
に
混
じ
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
父
親
は
、
恐
れ
さ
せ
ず
に
息
子
に
近
づ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
時
が
過
ぎ
る
に
し
た
が
っ
て
、
父
親

は
息
子
に
だ
ん
だ
ん
と
よ
り
重
要
な
仕
事
を
任
せ
る
よ
う
に
な

り
、
本
当
の
息
子
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
告
げ
ま
す
。
年
月

と
と
も
に
、
信
頼
関
係
が
築
か
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

父
親
は
病
気
に
な
り
、
息
子
に
彼
自
身
の
財
産
の
管
理
も
任

せ
た
い
と
言
い
ま
す
。
息
子
は
同
意
し
ま
す
が
、
ま
だ
自
分
が

卑
し
い
身
分
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
ま
す
。
父
親
と
息
子
の

関
係
は
、
さ
ら
に
緊
密
に
な
っ
て
ゆ
き
、
と
う
と
う
父
親
は
死

の
床
で
、
人
々
を
集
め
真
実
を
す
べ
て
明
ら
か
に
し
ま
す
。
こ

の
時
、
息
子
の
心
は
準
備
が
整
っ
て
い
ま
し
た
。
求
め
る
こ
と

さ
え
な
か
っ
た
無
量
の
宝
が
自
分
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
驚

き
な
が
ら
も
、
こ
の
予
期
せ
ぬ
真
実
を
大
き
な
喜
び
を
も
っ
て

受
け
入
れ
た
の
で
す
。

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
の
中
で
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

放
蕩
息
子
の
譬
喩
は
、
当
時
有
力
な
宗
教
勢
力
で
あ
っ
た
フ
ァ

リ
サ
イ
派
や
律
法
学
者
か
ら
蔑
ま
れ
て
い
た
徴
税
人
や
罪
び
と

た
ち
を
、
神
が
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
を
教
え
る
た
め
に
説

か
れ
ま
し
たと。
譬
え
話
は
、
二
人
の
息
子
を
も
つ
父
親
が
、
若

い
方
の
息
子
に
財
産
の
分
け
前
を
求
め
ら
れ
、
譲
渡
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
若
い
方
の
息
子
は
、
遠
い
地
へ
去

り
、
そ
の
財
産
を
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し
て
す
べ
て
費
や
し
て

し
ま
い
ま
す
。
飢
饉
の
た
め
に
彼
の
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
し
、

や
む
な
く
豚
の
世
話
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
豚
の
ほ
う

が
彼
よ
り
も
良
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

彼
は
、
我
に
返
っ
て
、
雇
わ
れ
て
い
た
人
々
も
十
分
に
食
べ

る
こ
と
が
で
き
て
い
た
自
分
の
家
を
思
い
出
し
ま
す
。
父
に
対

し
て
も
天
に
対
し
て
も
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
自
覚
し

た
彼
は
、
帰
っ
て
許
し
を
乞
お
う
と
決
意
し
ま
す
。
彼
は
、
自

分
に
は
何
も
求
め
る
資
格
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。

父
親
は
、
遠
く
か
ら
息
子
の
姿
を
認
め
る
と
、
憐
れ
み
を
覚
え
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て
駆
け
寄
り
ま
す
。
許
し
を
求
め
る
息
子
の
言
葉
も
聞
か
ず
に
、

父
親
は
召
使
た
ち
に
命
じ
て
、
彼
に
最
も
美
し
い
服
を
着
せ
て

や
り
、
手
に
は
指
輪
を
は
め
て
や
り
、
祝
宴
ま
で
開
い
て
や
り

ま
し
た
。

　

年
上
の
息
子
が
畑
か
ら
戻
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
知
る
と
怒
り

始
め
ま
し
た
。
彼
は
訴
え
ま
し
た
。
自
分
は
一
度
も
父
親
に
背

い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
、
父
親
は
自
分
に
、
友
人
た
ち
と

宴
会
を
す
る
た
め
の
子
山
羊
一
匹
す
ら
与
え
て
く
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
と
。
譬
え
話
は
、
父
親
が
年
上
の
息
子
に
家
に
入
る

よ
う
に
説
得
す
る
場
面
で
終
わ
り
ま
す
。﹁
子
よ
、
お
前
は
い
つ

も
わ
た
し
と
一
緒
に
い
る
。
わ
た
し
の
も
の
は
全
部
お
前
の
も

の
だ
。
だ
が
、お
前
の
あ
の
弟
は
死
ん
で
い
た
の
に
生
き
返
っ
た
。

い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見
つ
か
っ
た
の
だ
。
祝
宴
を
開
い
て

楽
し
み
喜
ぶ
の
は
当
た
り
前
で
は
な
い
かな﹂。
こ
れ
に
対
す
る
年

上
の
息
子
の
返
答
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

３
　
類
似
点
と
相
違
点

　

二
つ
の
譬
え
話
の
明
ら
か
な
類
似
点
は
、
家
を
出
て
長
い
間

流
浪
し
て
困
窮
に
陥
る
息
子
と
、
息
子
を
探
す
憐
れ
み
深
い
父

親
が
登
場
す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
相
違
点
は
非
常
に
多
く
、

さ
ら
に
重
要
で
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
仏
教
が
ど
れ
ほ

ど
根
本
的
に
キ
リ
ス
ト
教
と
異
な
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら

で
す
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
対
話
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
相
違

点
を
認
識
し
思
索
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
理
由
で

す
。
ま
た
こ
れ
ら
は
、
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲
と
神
の
万
人
へ
の
愛
の

大
き
さ
は
、
人
間
が
た
と
え
ど
ん
な
欠
点
を
抱
え
、
ど
れ
ほ
ど

失
敗
を
重
ね
て
も
、
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

よ
り
深
く
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
作
「
放
蕩
息
子
の
帰
還
」
の
一
部
（
１
６
６
８
年
頃
、

２
６
２
×
２
０
６
cm
、
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
蔵
） 

No Image
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ま
ず
相
違
点
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
譬
え
話
が
語
ら
れ
る
＂
枠

組
み
＂
に
注
意
を
向
け
ま
し
ょ
う
。
法
華
経
に
お
い
て
は
、
霊

鷲
山
に
集
ま
っ
た
数
多
く
の
菩
薩
や
阿
羅
漢
、
神
々
や
様
々
な

他
の
存
在
者
の
面
前
で
、
ブ
ッ
ダ
に
対
し
て
阿
羅
漢
の
グ
ル
ー

プ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
ま
す
。
伝
承
に
よ
れ
ば
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
霊

鷲
山
で
多
く
の
重
要
な
説
教
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
法

華
経
に
重
み
を
与
え
て
い
ま
す
。
一
方
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書

で
は
、
社
会
の
中
で
蔑
ま
れ
て
い
る
人
々
も
参
加
で
き
た
食
事

の
席
で
、
ご
く
わ
ず
か
な
人
々
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
自
身
が
語

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
食
事
の
席
を
共
に
す
る
こ
と
は
、

フ
ァ
リ
サ
イ
派
と
律
法
学
者
た
ち
を
当
惑
さ
せ
、
彼
ら
は
キ
リ

ス
ト
を
非
難
す
る
こ
と
を
や
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

息
子
が
再
び
父
と
一
つ
に
な
る
仕
方
も
ま
た
大
い
に
異
な
っ

て
い
ま
す
。
法
華
経
に
お
い
て
は
、
長
者
の
息
子
は
そ
れ
と
は

知
ら
ず
に
父
の
住
む
都
市
に
た
ど
り
着
き
ま
す
が
、
ル
カ
に
よ

る
福
音
書
で
は
、
息
子
は
悲
惨
な
状
況
に
陥
っ
た
中
で
、
許
し

を
求
め
る
た
め
に
家
に
戻
る
こ
と
を
決
断
し
ま
す
。
こ
の
願
い

は
生
存
本
能
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す

が
、
彼
の
誠
実
さ
は
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

息
子
を
見
出
し
た
時
の
父
親
の
憐
れ
み
の
表
現
も
異
な
り
ま

す
。
法
華
経
に
お
い
て
は
、
父
親
は
息
子
に
近
づ
き
た
い
と
願

い
ま
す
が
、
息
子
に
ま
だ
そ
の
準
備
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を

理
解
し
て
自
制
し
ま
す
。
福
音
書
に
お
い
て
は
、
父
は
ま
だ
遠

く
に
い
る
息
子
を
見
つ
け
る
と
駆
け
寄
っ
て
抱
き
し
め
、
家
族

の
象
徴
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
帰
還
を
祝
う
特
別
な
宴
を
開
き
ま

す
。
す
べ
て
の
こ
と
が
急
速
に
起
こ
り
ま
す
。

　

こ
の
速
さ
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
相
違
点
の
核
心
部
分
で
も

あ
り
ま
す
。
福
音
書
で
父
と
子
の
関
係
が
直
ち
に
回
復
さ
れ
る

の
は
、
愛
の
力
は
す
べ
て
を
克
服
す
る
か
ら
で
す
。
心
を
改
め

る
こ
と
や
許
し
を
乞
い
願
う
こ
と
は
息
子
に
は
必
要
で
あ
っ
た

に
し
て
も
、
何
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
息
子
を
歓
迎
す

る
父
親
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
必
要
な
い
こ
と
が
、
す
ぐ
に

明
ら
か
に
な
る
の
で
す
。

　

父
親
の
息
子
に
対
す
る
愛
に
つ
い
て
は
こ
の
譬
え
話
は
雄
弁

で
す
が
、
い
く
つ
か
問
題
が
残
り
ま
す
。
若
い
方
の
息
子
は
内

心
で
は
こ
の
和
解
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か
。
こ
の
圧

倒
的
な
歓
迎
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
、
こ
の
よ
う
な
短
時
間
の

う
ち
に
で
き
て
い
た
の
か
。
こ
の
譬
え
話
は
こ
の
よ
う
な
問
い
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に
は
答
え
て
く
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
の
後
の
父
と
息
子
の
関
係
に

つ
い
て
も
何
も
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。
大
切
な
点
は
、
父
な
る
神

の
愛
は
完
全
に
無
償
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。

　

法
華
経
の
譬
え
話
は
、
本
当
の
自
分
に
つ
い
て
ご
く
限
ら
れ

た
自
覚
し
か
も
っ
て
い
な
い
息
子
を
、
自
身
の
根
本
的
な
性
質

に
対
す
る
完
全
な
自
覚
へ
と
導
く
父
親
の
、
つ
ま
り
ブ
ッ
ダ
の

能
力
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
に
は
す
べ
て
長
い
時

間
と
多
く
の
忍
耐
が
必
要
で
す
。
こ
こ
に
真
に
驚
嘆
す
べ
き
ブ

ッ
ダ
の
教
え
が
そ
の
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
が
、
諸
仏

の
最
高
の
智
慧
を
語
る
と
と
も
に
、
法
華
経
の
核
心
に
、
そ
し

て
法
華
経
を
信
じ
る
人
々
の
経
験
の
核
心
部
分
に
息
づ
く
ブ
ッ

ダ
の
慈
悲
を
語
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
慈
悲
が
、
一

連
の
譬
え
話
の
中
心
に
あ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
ら
は
結
局
、
様
々
な
仕
方
に
よ
っ
て
、
声
聞
乗
と
縁
覚

乗
と
菩
薩
乗に
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
教
え
と
同
様
に
仮
の
も
の

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
す
。
救
済
の

方
便
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
譬
喩
が
巧
み
に
用

い
ら
れ
る
と
き
、
衆
生
は
、
彼
ら
自
身
が
想
定
し
て
い
る
＂
限

ら
れ
た
悟
り
＂
を
超
え
た
尊
い
＂
最
高
の
完
全
な
悟
り
＂
を
得

る
た
め
の
唯
一
の
教
え
、
す
な
わ
ち
一
仏
乗
に
導
か
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

　

真
に
偉
大
な
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲
は
、
衆
生
が
こ
の
最
高
の
悟
り

に
至
る
の
を
助
け
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ま
さ
に
私

が
は
じ
め
に
言
及
し
た
＂
た
だ
一
つ
の
大
事
な
因
縁
＂
で
あ
り
、

ブ
ッ
ダ
が
こ
の
世
に
出
現
し
た
の
は
、
す
べ
て
の
衆
生
に
ブ
ッ

ダ
の
智
慧
︵
仏
知
見
︶
の
扉
を
開
き
、
ブ
ッ
ダ
の
智
慧
を
悟
ら
せ
、

清
浄
に
な
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
すぬ
。　

　

最
後
の
重
要
な
相
違
点
は
、
放
蕩
息
子
の
譬
喩
に
登
場
す
る

年
上
の
息
子
の
存
在
で
す
。
彼
を
こ
の
譬
え
話
の
主
人
公
で
あ

る
と
み
な
す
聖
書
学
者
も
い
ま
すね。
事
実
、
父
親
の
促
し
に
対

す
る
彼
の
答
え
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
読
者
・
聴
衆
に
自
分

自
身
の
答
え
を
出
す
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
で
す
！　

父
親
に
、

つ
ま
り
神
の
愛
に
応
答
す
る
か
ど
う
か
は
読
者
・
聴
衆
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
弟
を
許
さ
ず
父
親
に
応
答
し
な
い
こ

と
は
、
こ
の
譬
喩
が
向
け
ら
れ
て
い
た
フ
ァ
リ
サ
イ
派
と
律
法

学
者
た
ち
が
罪
び
と
へ
の
神
の
愛
を
信
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
対

応
す
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
、
現
代
で
も
こ
の
譬
え
話
が
生
き

て
い
る
理
由
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
譬
え
話
は
、
そ
れ
を
読
ん
だ
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り
聴
い
た
り
す
る
人
に
対
し
て
、
人
類
へ
の
神
の
絶
大
な
愛
を

受
け
入
れ
る
よ
う
に
い
ざ
な
い
続
け
て
い
る
の
で
す
。

む
す
び

　

以
上
の
よ
う
な
考
察
は
、
対
話
の
精
神
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て

き
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
結
び
と
し
て
、
仏
教
徒
と

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
知
的
に
読
む
と
き
に

広
が
る
対
話
の
領
域
を
い
く
つ
か
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
の
領
域
は
、
人
間
の
置
か
れ
た
状
況
に
関
す
る
も
の
で

す
。
両
方
の
譬
え
話
は
、
人
類
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
不
満
と

脆
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
不
満
と
は
、
自
分
が
本
当
は
何

者
で
あ
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
の
譬

喩
の
息
子
た
ち
同
様
、
私
た
ち
は
不
幸
に
も
真
実
の
根
か
ら
自

分
自
身
を
切
り
離
す
能
力
に
は
長
け
て
い
て
、
そ
の
耐
え
難
い

報
い
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
熟
考

す
る
人
は
、
両
者
に
共
通
す
る
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
多
く

を
語
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

　

第
二
の
領
域
は
、
誰
も
が
本
当
の
自
分
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
可
能
性
に
関
す
る
も
の
で
す
。
ど
ち
ら
の
譬
え
話
も
＂
人

間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
不
満
足
な
状
況
に
と
ら
わ
れ
た
囚

人
で
あ
る
＂
と
は
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ

ぞ
れ
の
仕
方
で
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
る
方
途
を
示
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
希
望
は
、
と
き
に
破
壊
的
な
ま
で
の
精
神
疲
労

の
様
相
を
示
す
現
代
の
世
界
に
あ
っ
て
、
法
華
経
に
啓
発
さ
れ

た
人
々
と
福
音
書
に
啓
発
さ
れ
た
人
々
が
平
和
に
向
か
っ
て
共

に
働
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

第
三
の
、
そ
し
て
と
て
も
重
要
な
対
話
の
領
域
は
、
こ
の
満

た
さ
れ
な
い
状
況
か
ら
人
類
が
抜
け
出
す
方
途
に
関
わ
る
も
の

で
す
。
こ
の
領
域
は
、
神
の
絶
大
な
愛
を
贈
り
物
と
し
て
、
つ

ま
り
恩
寵
と
し
て
語
る
放
蕩
息
子
の
譬
喩
と
、
本
来
の
自
分
自

身
に
つ
い
て
の
完
全
な
自
覚
へ
と
向
か
う
緩
や
か
な
進
歩
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
法
華
経
の
譬
喩
を
比
べ
る
と
き
、

大
変
に
狭
い
も
の
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
領
域
は
、
法
華
経
に
繰
り
返
し
現
れ
る
﹁
自
然
に
﹂

﹁
自
ず
か
ら
﹂
と
い
う
言
葉
に
光
を
当
て
る
と
き
、
確
実
に
広
が

っ
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
法
華
経
の
譬
え
話
の
最
後
で
＂
自
分
が

何
者
で
あ
る
か
＂
を
父
か
ら
知
ら
さ
れ
、
無
量
の
宝
を
得
た
息
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子
の
心
境
は
大
変
に
興
味
深
い
も
の
で
す
。﹁
わ
た
し
に
は
、
は

じ
め
か
ら
求
め
よ
う
と
い
う
心
も
な
か
っ
た
。
今
、
こ
の
宝
の

蔵
の
ほ
う
が
自
然
に
や
っ
て
き
たの﹂。
こ
の
譬
え
話
を
説
い
た
阿

羅
漢
た
ち
の
説
明
で
も
同
じ
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。﹁
わ
た

し
た
ち
は
、
今
日
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と
を
得
ま
し
た
。

わ
た
し
た
ち
は
、
以
前
に
望
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
自
ず
か
ら
得
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
たは﹂。＂
自
ず
か
ら
＂

と
＂
恩
寵
＂
が
同
じ
で
あ
る
な
ど
と
想
像
し
よ
う
と
い
う
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
＂
自
ず
か
ら
＂
と
＂
恩
寵
＂
の
核
心
部

分
に
あ
る
＂
悟
り
や
救
済
を
得
る
に
は
何
を
す
る
べ
き
か
計
算

な
ど
し
な
か
っ
た
こ
と
の
重
要
性
＂
に
つ
い
て
熟
考
し
て
み
た

い
の
で
す
。

　

対
話
に
は
、
こ
れ
か
ら
見
出
す
べ
き
興
味
深
い
領
域
が
他
に

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
終
わ
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
話
を
終
え
る
前
に
、
も

う
ひ
と
つ
別
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

対
話
の
こ
れ
ら
の
領
域
の
中
で
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
振
舞

え
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
で
す
。
答
え
は
簡
単
で
す
！　

そ

れ
は
ち
ょ
っ
と
水
泳
に
似
て
い
ま
す
。
対
話
の
仕
方
を
学
ぶ
に

は
⋮
⋮
対
話
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
！　

そ
し
て
、
行
き
詰
ま

っ
た
と
き
に
は
、
こ
う
思
い
出
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

対
話
し
て
い
る
と
き
、
私
た
ち
は
孤
独
で
は
な
い
と
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注︵
１
︶ 

そ
れ
ぞ
れ
の
譬
え
話
は
、
法
華
経
の
第
４
章
﹁
信
解
品
﹂、﹁
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
の
第
15
章
に
見
ら
れ
る
。

︵
２
︶ ﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄、
創
価
学
会
、
２
０
０
２
年
、
１
１
９

︱

１
２
１
頁
。
三
枝
充
悳
訳
﹃
法
華
経
現
代
語
訳
︵
全
︶﹄
第

三
文
明
社
、
１
９
７
８
年
、
61
︱

62
頁
。︵
訳
注
︶
三
枝
訳
を

大
幅
に
改
変
し
た
。

︵
３
︶ ﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄︵
前
掲
︶、
２
０
８
頁
／
４
７
７
頁
。

三
枝
訳
︵
前
掲
︶、
１
４
２
／
３
６
９
頁
。

︵
４
︶ ﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄︵
前
掲
︶、４
８
２
頁
。
三
枝
訳
︵
前
掲
︶、

３
７
２
頁
。︵
訳
注
︶
三
枝
訳
を
大
幅
に
改
変
し
た
。

︵
５
︶ ︵
訳
注
︶
福
音
書
か
ら
の
引
用
は
﹃
聖
書 

新
共
同
訳
﹄
日
本
聖

書
協
会
、
１
９
８
７
年
に
よ
る
。

︵
６
︶﹁
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
﹂
13
：
13
︱

15
。　

︵
７
︶
同
、
13
：
34
︱

35
。　

︵
８
︶ ﹁
種
を
蒔
く
人
﹂﹁
と
も
し
火
と
秤
﹂﹁
成
長
す
る
種
﹂﹁
か
ら
し

種
﹂
の
譬
喩
。
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︵
９
︶﹁
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
﹂
４
：
33
︱

34
。　

︵
10
︶ 

こ
の
問
題
に
お
い
て
は
維
摩
詰
の
雷
の
如
き
沈
黙
に
言
及
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
の
世
界
で
有
名
な
こ
の
＂
霊
的
対
決
＂

は
維
摩
経
に
説
か
れ
る
不
二
を
め
ぐ
る
問
答
の
中
に
見
ら
れ

る
。
多
く
の
菩
薩
︵
悟
り
を
得
る
こ
と
を
誓
っ
た
者
︶
た
ち
が

不
二
に
つ
い
て
の
自
身
の
見
解
を
述
べ
た
後
、
文
殊
菩
薩
が
自

身
の
見
解
を
披
露
す
る
。﹁
高
貴
な
人
よ
、
あ
な
た
が
た
の
説

は
す
べ
て
よ
ろ
し
い
が
、
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
説
い
た
と

こ
ろ
は
、
そ
れ
も
ま
た
す
べ
て
二
な
の
で
あ
る
。
な
ん
ら
の
こ

と
ば
も
説
か
ず
、
無
語
、
無
言
、
無
説
、
無
表
示
で
あ
り
、
説

か
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
わ
な
い
、
こ
れ
が
不
二
に
は
い
る
こ

と
で
す
﹂。
続
い
て
文
殊
菩
薩
が
維
摩
詰
に
見
解
を
求
め
る
と
、

維
摩
詰
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
す
る
と
文
殊
菩
薩
は
維
摩
詰

を
た
た
え
て
言
っ
た
。﹁
大
い
に
結
構
で
す
。
良
家
の
子
よ
、

こ
れ
こ
そ
菩
薩
が
不
二
に
は
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は

文
字
も
な
く
、こ
と
ば
も
な
く
、
心
が
は
た
ら
く
こ
と
も
な
い
﹂。

︵
訳
注
︶
邦
訳
に
際
し
て
は
長
尾
雅
人
・
丹
治
昭
義
訳
﹃
大
乗

仏
典
７ 

維
摩
経
・
首
楞
厳
三
昧
経
﹄
中
央
公
論
新
社
、
２
０
０

２
年
、
１
３
８
頁
を
参
照
し
た
。

︵
11
︶ 

例
え
ば
以
下
の
文
献
が
あ
る
。Le silence du Bouddha : et 

autres questions indiennes  (The Silence of the B
uddha 

and other Indian issues), R
oger-Pol D

roit, H
erm

ann Éditeurs, 

2010 .

︵
12
︶ 

譬
え
話
の
機
能
の
分
析
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。Les 
paraboles du Royaum

e: Jésus et le rôle des paraboles dans 

la tradition synoptique (Parables of the K
ingdom

: Jesus and 
the U

se of Parables in the Synoptic Tradition), M
.A

. G
etty-

Sullivan, dans la collection « Lire la B
ible », Éditons du 

C
erf, 2010, p. 9-32.　

︵
13
︶ 

七
つ
の
譬
喩
と
は
、
三
車
火
宅
の
譬
喩
、
長
者
窮
子
の
譬
喩
、

三
草
二
木
の
譬
喩
、
化
城
宝
処
の
譬
喩
、
衣
裏
繫
珠
の
譬
喩
、

髻
中
明
珠
の
譬
喩
、
良
医
病
子
の
譬
喩
で
あ
る
。

︵
14
︶ ︵
訳
注
︶
イ
エ
ス
が
、
弟
子
ペ
ト
ロ
、
ヨ
ハ
ネ
、
ヤ
コ
ブ
を
連

れ
て
高
い
山
に
登
り
、
そ
こ
で
モ
ー
セ
と
エ
リ
ヤ
と
語
り
合
い

な
が
ら
、
白
く
輝
く
姿
を
弟
子
た
ち
に
示
し
た
。﹁
主
イ
エ
ス

の
変
容
﹂
と
呼
ば
れ
る
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
17
章
、
マ
ル

コ
に
よ
る
福
音
書
９
章
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
９
章
に
説
か
れ

る
。

︵
15
︶﹁
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
﹂
17
：
９
。

︵
16
︶ 

謎
と
し
て
の
譬
え
話
に
つ
い
て
は
、
前
掲
︵
注
12
︶
文
献
の
52

頁
を
参
照
。

︵
17
︶ ︵
訳
注
︶
第
２
章
・
方
便
品
に
説
か
れ
る
﹁
五
千
起
去
︵
五
千

上
慢
︶﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。

︵
18
︶ 

阿
羅
漢
と
は
＂
初
期
＂
仏
教
の
枠
組
み
の
中
で
、
悟
り
を
得
る

た
め
の
修
行
を
す
べ
て
終
え
た
者
を
指
し
、＂
尊
敬
を
受
け
る

に
値
す
る
者
＂
と
い
う
意
味
。

︵
19
︶ 

四
人
の
阿
羅
漢
、
須
菩
提
、
摩
訶
迦
栴
延
、
摩
訶
迦
葉
、
摩
訶

目
揵
連
は
、
法
華
経
第
３
章
で
説
か
れ
た
三
車
火
宅
の
譬
喩
を

聞
き
、
自
分
た
ち
に
も
最
高
の
完
全
な
悟
り
を
得
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
理
解
し
た
。
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︵
20
︶ C

laude Tassin, Jacques H
ervieux, H

ugues C
ousin and A

lain 
M

archadour, L
es É

vangiles : textes et com
m

entaires  
(The G

ospels: Texts and C
om

m
entaries) , B

ayard C
om

pact, 

2001 , p. 733 .

︵
21
︶﹁
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
15
：
31
︱

32
。

︵
22
︶
小
乗
、
大
乗
、
金
剛
乗
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

︵
23
︶ ﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄︵
前
掲
︶、
１
２
０
︱

１
２
１
頁
。
三

枝
訳
︵
前
掲
︶、
61
︱

62
頁
。

︵
24
︶
前
掲
︵
注
20
︶
文
献
、
７
３
４
頁
。

︵
25
︶﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄︵
前
掲
︶、
２
２
１
頁
。

︵
26
︶﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄︵
前
掲
︶、
２
３
５
頁
。

D
ennis G

ira

／
パ
リ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
元
教
授
。
１
９
４
３

年
、
シ
カ
ゴ
出
身
。
１
９
６
９
年
か
ら
１
９
７
７
年
ま
で
の
８

年
を
日
本
で
過
ご
し
、
日
本
語
や
日
本
文
化
、
日
本
の
宗
教
と

く
に
仏
教
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
１
９
７
７
年
、
家
族
と
と
も
に

フ
ラ
ン
ス
へ
渡
り
、
研
究
を
続
け
、
パ
リ
第
７
大
学
か
ら
東
ア

ジ
ア
学
の
博
士
号
︵
１
９
８
１
年
︶
と
、
高
等
研
究
実
践
学
院

︵École pratique des hautes études

︶
か
ら
デ
ィ
プ
ロ
マ
︵
１

９
８
２
年
︶
を
取
得
。
１
９
８
８
年
か
ら
２
０
０
７
年
ま
で
、

パ
リ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
に
あ
る
科
学
と
神
学
研
究
所
の
副
所

長
を
務
め
た
。
退
職
後
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
大
学

︵
リ
ヨ
ン
、
パ
リ
、
ア
ン
ジ
ェ
︶
や
国
内
の
セ
ミ
ナ
ー
で
、
仏

教
や
宗
教
間
対
話
に
関
す
る
講
座
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
る
。

同
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
出
版
書
籍
は
多
数
あ
る
。
邦
訳
﹃
ブ
ッ
ダ

か
キ
リ
ス
ト
か
﹄︵
サ
ン
パ
ウ
ロ
社
、
２
０
０
５
年
︶
も
発
刊

さ
れ
て
い
る
。

︵
訳
・
や
ぎ
ぬ
ま　

ま
さ
ひ
ろ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
︶


