
親
攣

に
お
け
る
宿
業
思
想

の
宗
教
倫
理
的
意
義菊

藤

明

道

は
じ

め
に

宗
教
は
倫
理
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
善
悪
の
彼
岸
を
め
ざ
す
も

の

で
あ
る
が
、
宗
教
が
人
間
を
根
源
的
に
罪
悪
の
存
在
と
な
す
時
、
当
然

人
間
の
構
築
す
る
世
俗
倫
理
は
相
対
化
さ
れ
批
判
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

新
た
に
宗
教
的
信
に
立
脚
し
た
人
間
の
行
為
的
実
践

・
人
間
の
生
き
る

姿
勢

・
エ
ー
ト
ス
の
問
題
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、

こ
こ

で
宗
教
倫
理
と
呼
び
た
い
。

本
稿
で
は
、
特
に
親
鷺

の
宿
業
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
思
想

の
も
た
ら
す
人
間
の
行
為
的
実
践

の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一

問
題

の
所

在

親
鷺

に
お
け
る
宿
業
思
想
を
考
察
す
る
際

の
留
意
点
及
び
問
題
点
を

整
理
す
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

(
1
)<宿
業
>
と
い
う
用
語
は

『歎
異
抄
』

の
み
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ

り
、
親
鷲
の
著
述
に
は
見
出
せ
ず
、

積
極
的
な
論
理
的

説

示

も

な

い
。

(
2
)<宿
善
>
と
い
う
語
は
親
鶯

の
著
述
に
は
見
出
せ
な
い
。
『
教

行

信

証
』
総
序
に

<宿
縁
>
と
い
う
用
語
が
あ
る
。

(
3
)『歎
異
抄
』
で

<宿
業
>
と
共
に
用
い
ら
れ

る

<業
縁
>

の
意
味
の

確
認
及
び
親
鷺

の
著
述
に
出
る
関
連
用
語

(
<業
>
<業
因
縁
>
<
業
縁
>

<業
繋
>
<悪
業
>
<黒
業
>
な
ど
)
と
の
関
係
。

<業
縁
>
の
有
無
に
つ

い
て
は

『歎
異
抄
』
の
親
鷺

の
言
葉
と
し
て
引
か
れ
る
文

の
中
に
明

ら
か
に
存
在
す
る
。

(
4
)<宿
業
>
と
仏
教
の

一
般
的
な
業
思
想
と
の
異
同
。
宿
命
論

.
運
命

論
と
の
関
係
。

(
5
)「浄
土
三
部
経
」
、
特
に

『
大
無
量
寿
経
』

の
「五
悪
段
」
等

の
業
報

観
と
親
鶯

の
宿
業
思
想
と
の
関
係
。
親
鷲
の
著
述
に
そ
う
し
た
個
所

の
引
文
は
な
い
。
ま
た
、
法
然
や
そ
の
門
下

の
宿
業
観
と
の
異
同
。

(
6
)二
種
深
信
と
宿
業
思
想
。
特
に
親
鷺
の
人
間
罪
悪
観
、
例
え
ぽ
「
信

文
類
」
の
法
義
釈
の
至
心

・
信
楽

・
欲
生
釈

に
示
さ
れ
る
繊
悪
汚
染

性
、
常
没
流
転
性
、
虚
仮
不
実
性
、
雑
毒
性
と
宿
業
。

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

一
號

卒
成
元
年
十
二
月
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親
驚
に
お
け
る
宿
業
思
想
の
宗
教
倫
理
的
意
義
 
(菊

藤
)

(
7
)『歎
異
抄
』
第
十
三
条
の
書
か
れ
た
意
図
の
明
確
化
。

(
8
)当
時

の
人
々
の
行
為
的
実
践
の
明
確
化
。

(
9
)「い
し

・
か
は
ら

・
つ
ぶ
て
」
「
屠
沽
の
下
類
」
と
さ
れ
た
漁

師
、

猟
師
、

商
人
、
そ
し
て
農
民

の
社
会
的
実
態
、
及
び
そ
れ
ら
の
人
々

に
対
す

る
親
鷲
や
唯
円

の
眼
。
『
唯
信
砂
文
意
』
や

「信

文

類
」
に

引
か
れ
る

『
聞
持
記
』
の
説
。

(
1
0
)

『
末
灯
砂
』
第

二
ハ
・
第

一
九

・
第
二
〇
通
に
説
か
れ
る
人
間
の
行

為
的
実
践
に
関
す
る
説
示
と
宿
業
思
想
の
関
係
。
そ
こ
で
は
、
悪
事

を

<煩
悩
に
起
因
す
る
悪
>
と

<故
意
に
な
す
悪
>
に
分
け
、
後
者

を
厳
し
く
誠
め
て
い
る
。
特
に
、
「
悪
は
お
も
ふ
さ
ま
に
ふ
る

ま

ふ

べ
し
」
と
造
悪
を
説
い
て
人

々
を
惑
わ
し
、
善
知
識
や
同
行
を
侮
る

よ
う
な
人

々
に
は
近
づ
く
な
と
門
弟
達
に
語

っ
て
い
る
。

(
1
1
)
宿
業
思
想

の
も
た
ら
し
た
も
の
。
人
間
を
拘
束
し
抑
圧
す
る
思
想

と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
か
。

次
に
、
「親
驚

の
宿
業
思
想
」
に
関
す
る
先
行
論
文
や
著
書
に
目

を

通
す
と
次

の
よ
う
な
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。

(
1
)親
驚

の
宿
業
思
想
は
、
二
種
深
信
の
機

の
深
信
と
同

一
の
も
の
で

あ
り
、
宿
業
翻
罪
業
で
あ
る
。

(
2
)従

っ
て
、
宿
業
は
信
心
と
無
関
係
に
語
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

(
3
)唯
円

の
宿
業
観
と
親
鷲
の
宿
業
観
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
唯
円
は

<
宿
善
>
も
語
る
が
、
親
鶯
は

<悪
業
>

の
み
で
あ

っ
て

<
宿
善
>

の
思
想

は
な
い
。
悪
因
悪
果

の
み
で
あ
る
。

(
4
)唯
円

の
宿
業
思
想
は
、
人
間
の
行
為

の
自
由
や
努
力
を
否
定
す
る

宿
命
論
で
あ
り
、
虚
仮
な
る
権
力
に
対
し
自
由
者

の
姿
勢
を
と
っ
た

親
鷺

の
思
想
に
乖
離
す
る
。
親
鷲
が
積
極
的

に
触
れ
な
か
っ
た
宿
業

思
想
を
い
た
ず
ら
に
展
開
し
て
、
業
に
よ
る
拘
束
を
強
調
し
た
と
い

う
保
守
性
が
見
ら
れ
る
。

(
5
)宿
業
思
想
を

『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
全
体

の
文
脈
の
中
で
検
討
す

る
こ
と
を
せ
ず
、
宿
業
11
罪
業
を
個
人
の
責
任
と
し
て
背
負
う
べ
き

と
す
る
運
命
論
的
な
思
想
と
し
て
説
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
宿
業
が
自
己
や
社
会

へ
の
厳
し
い
問
い
か
け

を
含
む
こ
と
が
最
近
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(『
業
の
問
題
』
本
願
寺
出

版
部

一
九
八
九
年
)

(
6
)宿
業
を
因
果
応
報
説
に
よ
っ
て
、
人
間
の
個
人
的

・
社
会
的
な
苦

悩
状
況
乃
至
劣
悪
事
態
と
結
び

つ
け
て
説
か
れ
る
こ
と

が

多

い
。

(
親
鷲
の
宿
業
が
、
人
間
の
行
為
的
実
践

の
問
題
の
み
に
限
定

さ

れ

て
い
る
こ
と
が
見
落
さ
れ
て
い
る
。
=

私
見
)

な
お
、
宿
業
が
因
果
応
報
を
説
く
も
の
で
な
い
こ
と
、
ま
た

一
因

一
果
で
語
る
の
で
は
な
く
、
縁
起
に
基
づ

い
て
語
ら
れ
る
も

の
と
の

指
摘
が
最
近
な
さ
れ
て
い
る
。
(右
同
書
)

(
7
)「屠
沽
の
下
類
」
と
さ
れ
た

「
猟
師

・
漁
師

・
商
人
」
や

「農
民
」

を
、
今
日
の

<職
業
>
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
、
職
業
も
宿
業
に
よ

っ
て
定
ま
る
と
説
い
た
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を

一
般
化
し
、
世
俗
的

条
件
は
様

々
で
あ

っ
て
も
、
人
間
す
べ
て
同
じ
く
、

み
な

「
い
し

・
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か
は
ら

・
つ
ぶ
て
」
の
ご
と
き
存
在
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
社
会
の
底

辺
に
置

か
れ
た
人
々
の
苦
悩
に
ま

っ
た
く
言
及
し
な
い
も
の
の
多
い

こ
と
。

(
「
い
し

・
か
は
ら
、
つ
ぶ
て
」
「屠
沽

の
下
類
」
を
ど
の
よ
う
に
受

け
と
め
る
か
が
問
題
。

齪
私
見
)

(
8
)後
世

の
説
示
に
お
い
て
、
波

の
大
小

の
相
違
と
人
間
の
差
別
の
問

題
を
同

二
視
し
て
説
く
な
ど
、
被
抑
圧
者

の
痛
み
や
苦
悩
に
共
感
す

る
こ
と
な
く
、
逆

に
苦
悩
状
況
に
置
か
れ
た
人
々
を
慰
撫
し
説
得
し

よ
う
と

し
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
。

以
上
の
諸
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
親
鷺

の
宿
業
思
想
を
検
討
す
る
。

一
一

『
歎
異
抄
』
第

十
三
条

の
宿

業
思
想

周
知
の
通
り
、
『歎
異
抄
』
の
後
半
は
、
当
時
の
異
義
を
正
そ

う

と

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特

に
第
十
三
条
は
、
単

に
教
説

の
異
義
を
正
す

こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時

の
念
仏
者
の
行
為
的
実
践

・
エ
ー
ト
ス
の

問
題
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
、

冒
頭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

弥
陀
の
本
願
不
思
議
に
お
は
し
ま
せ
ば
と
て
、
悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
、
ま

た
本
願
ぼ
こ
り
と
て
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
。
こ
の
条
本
願
を

疑
ふ
、
霊
量
心
の
宿
業
を
こ
こ
ろ
え
ざ
る
な
り
。

よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
、
宿
善
の
も
よ
ほ
す
ゆ
え
な
り
。
悪
事
の
お
も

は
れ
せ
ら
る
る
も
、
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
え
な
り
。
故
聖
人
の
仰
せ
に
は
、

「卯
毛

・
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
る
罪
の
、
宿
業
に
あ
ら

ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
し
る
べ
し
」
と
さ
ふ
ら
ひ
き
。

続

い
て
、
た
と
え
往
生

の
た
め
に
人
を
千
人
殺
せ
と
師
よ
り
命
ぜ
ら

れ
て
も
、
わ
が
身

の
器
量
で
は

一
人
も
殺
し
得

な
い
と
返
答
す
る
唯
円

の
話

に
寄
せ
て
、
人
間

の
善
悪
の
行
為
は
、
心

の
善
悪
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
業
縁
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説

く
の
で
あ
る
。

こ
の
宿
業
説
は
、
「
本
願
ぼ
こ
り
」
の
者
は
往
生
出
来
な
い
と

す

る

考
え

の
不
当
性
を
示
さ
ん
が
為
に
説
か
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
同
条
の

後
半
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
一
部

の
念

仏
者
の
独
善
的
な
排

他
的
行
動
を
誠
め
た
も

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

「後
世
者
ぶ
り
」
を

し
て
、
善
人
だ
け
が
念
仏
申
す
べ
き
で
あ
る
と

し
て
、
「何

々
の

こ
と

を
し
た
者
は
、
道
場
に
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
禁
制

を
定
め
て
張
り
紙
を

し
て
こ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
排
他
的

行
為
は
悪
人
救
済
を
旨
と
す
る
本
願
他
力

の
意
趣

に
背
く
も
の
で
あ
る

と
説
く
の
で
あ
る
。
「賢
善
精
進
の
相
を
外
に
し
め
し
て
、
内
に
虚

仮

を
い
だ
け
る
も
の
か
」
と
そ
の
偽
善
性
を
厳
し
く
批
判
す

る

の

で
あ

る
。
か
く
し
て
、
「願
に
ほ
こ
り
て
」

つ
く
る
罪
も

「宿
業

の
も
よ
ほ
す

ゆ
ゑ
」
で
あ
り
、
善
悪
と
も
に

「業
報
に
さ
し
ま

か
せ
」

て
、
「
ひ
と

へ
に
本
願
を
た
の
み
ま
ゐ
ら
す
」
こ
と
が
他
力

で
あ
る
と
説
く

の
で
あ
、

る
。と

こ
ろ
で

<宿
業
>
<業
縁
>
と
い
う
用
語
に
関
し
て
、
同
条

の
中

親
鷺
に
お
け
る
宿
業
思
想
の
宗
教
倫
理
的
意
義

(菊

藤
)
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親
鶯
に
お
け
る
宿
業
思
想
の
宗
教
倫
理
的
意
義

(菊

藤
)

で
親
鶯

の
言

葉

と

し

て
引

か
れ

る

の

は
次

の
三

文

で
あ

る
。

(
1
)卯
毛

・
羊
毛

の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も

つ
く
る
罪
の
、
宿
業

に
あ

ら
ず
と

い
ふ
こ
と
な
し
と
し
る
べ
し
。

(
2
)な

に
ご
と
も

こ
こ
ろ
ま
か
せ
た
る

こ
と
な
ら
ば
、

往
生

の
た
め
に
千
人

こ
ろ
せ
と

い
は
ん
に
、
す
な
は
ち

こ
ろ
す
べ
し
。

し
か
れ
ど
も

一
人
に
て

も
か
な

ひ
ぬ
べ
き
業
縁
な
き

に
よ
り
て
害
せ
ざ
る
な
り
、

わ
が

こ
こ
ろ
の

よ
く

て
こ
ろ
さ

ぬ
に
は
あ
ら
ず
。

ま
た
害
せ
じ
と
お
も
ふ
と
も
百
人
、
千

人
を
こ
ろ
す

こ
と
も
あ
る
べ
し
。

(
3
)う
み
か
わ

に
、
あ
み
を
ひ
き
、

つ
り
を
し
て
世
を
わ
た
る
も
の
も
、

野

や
ま
に
し
し
を
か
り
、

と
り
を
と
り
て
、

い
の
ち
を

つ
ぐ
と

も
が
ら

も
、

あ
き
な

ゐ
を
し
、

田
畠
を

つ
く
り
て
す
ぐ
る

ひ
と
も
、

た
だ
お
な

じ
こ
と

な
り
と
。

さ
る
べ
き
業
縁

の
も
よ

ほ
さ
ぼ
、

い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す

べ

し
。

(
1
)
 

(
2
)
は
、

人

間

の
罪

を

つ
く

る

行

為

は
、

心

の
善
悪

に
よ

る
も

の
で

は
な

く
、

宿

業

・
業

縁

の
有

無

に
よ

る

こ
と
。

(
3
)
は
、

生

き

る
す

べ
と

し

て

の
仕
事

に
伴

う

罪
 
(殺
生

・
妄
語
等
)
 も
、

そ

の
人

の
心

の
善

悪

に

ょ

る

も

の
で

は
な

く
、

業
縁

に

よ

る

も

の

で
あ

る

こ
と
。

人

間

は
業

縁

の
も

よ

お
す

と

こ
ろ

ど

の
よ

う

な
悪

行

も

し

か

ね

な

い
存

在

で
あ

る

こ

と

を

説

く

の
で
あ

る
。

そ

こ

に

は
、

人

間

の
本

質

を
煩

悩

性

と

と

ら
え

た
上

で
、

心

の
善

悪

に
ょ

る
人

間

の
分

判

を

否
定

す

る
人

間

平

等

の
思

想
が

見

ら

れ

る
。

か

か

る

<
宿

業
>

<
業

縁

>

に
関

連

す

る
と

見

ら

れ

る

用

語

を

親

鶯

の
著
述
の
中
で
検
索
す
る
と
き
、

次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
1
)関
連
用
語

と

し

て

は

<
業
>
<業
因
縁
>
<業
縁
>
<
業
繋
>
<
黒

業
>
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

<業
>
に
つ
い
て
は
、
(
イ
)
仏
の
行
業
、

(
ウ
)
浄
土
往
生
の
因
行
、
の
人
間
の
罪
業
の
三
種

の
用
法
が
見
ら
れ
る

こ
と
。

(
2
)<業
繋
>
(「浄
讃
」
「高
讃
」
)<
黒
業
>
(「信
巻
」
)
は
、

人
間
の
悪
業

に
限
ら
れ
る
こ
と
。

(
3
)<業
因
縁
>
<
業
縁
>
は

「信
文
類
」
の

『浬
盤
経
』
の
引
文

に
見

え
る
も
の
で
、
『歎
異
抄
』
の

<業
縁
>
の
意
味
に
最
も
近
い

と

考

え
ら
れ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
阿
閣
世
や
提
婆
達
多

の
悪
行
に
つ
い
て

「
業
因
縁

の
故
に
悪
逆

の
心
を
生
じ
て
其

の
父
を
害
せ
む
と
欲
す
る

に
…
…
。
」
「過
去

の
業
因
縁
に
因
る
が
故
に
…
…
不
善
心
を
生
じ
て

我
を
害
せ
ん
と
欲
す
。
」
等
と
悪
行
悪
心
の
原
因
を
業
因
縁

に
遡

っ

て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
<業
報
>
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り

『
歎
異
抄
』
に
三

文

見

え
る
。
(
親
鷲
の
著
述
に
は

「
信
巻
」

と

「
化
巻
」

に
引
か
れ
る

『
浬

繋
経
』
と

『
大
集
経
』

の
引
文
中
に
二
回
出
る

の
み
で
、
親
鷲
自
身
の

言
葉
と
し
て
は
見
当
ら
な
い
。
)

(
1
)罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
(第
七
条
)

(
2
)よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
、
ひ
と
へ
に
本
願

を
た
の
み
ま
ひ
ら
す
れ
ば
こ
そ
他
力
に
て
は
さ
ふ
ら
へ
。
(第
十
三
条
)

(
3
)た
だ
し
業
報
か
ぎ
り
あ
る
こ
と
な
れ
ぽ
、
い
か
な
る
不
思
議
の
こ
と
に
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も
あ
ひ
、
ま
た
病
悩
苦
痛
を
せ
め
て
.
正
念
に
住
せ
ず
し
て
を
は
ら
ん
、

念
仏
ま
ふ
す
こ
と
か
た
し
。
(第
十
四
条
)

(
1
)
の
み
親
鷺

の
言
葉
で
あ
り
、
(
2
)
 

(
3
)
は
唯
円
の
言
葉
で
あ
る
。
親
鷺

が
人
間
の
行
為
に
つ
い
て

<業
報
>
を
用
い
、
し
か
も
他
力
の
信
の
中

に
の
り
こ
え
て
い
る
の
に
対
し
、
唯
円
は
、
そ
れ
を
不
慮
の
出
来
ご
と

や
病
気
な
ど
人
間
の
事
態
に
も
用
い
実
体
論
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ

れ
は
、
法
然
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
寿
命

の
長
短
、

果
報
の

浅
深
も
宿
業
に
よ
る
と
説
き
、
遊
女

へ
の
説
法
に
お
い
て
も
今
生
の
悪

身
を
過
去
世

の
宿
業
の
報

い
と
語

っ
て
い
る
。
親
繕
の
宿
業
思
想
は
、

明
ら
か
に
そ
れ
ら
と
異
な
る
の
で
あ
る
。

三

業
思
想

の
も

た
ら
し
た
も

の

業
思
想

は
輪
廻
思
想
と
共
に
、
仏
教
以
前
に
成
立
し
て
い
た
古
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ツ
ド
時
代
の
バ
ラ
モ
ン
教
思
想
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏
教

に
お
い
て
自
ら
の
主
体
的
な
宗
教
的
内
省
の
た
め
の
思
想
と
し
て
取
り

入
れ
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
実
体
論
的
な
運
命
論
で
は
な
く
、

縁
起

・
無
自
性

・
空

・
無
我
の
思
想
の
上
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

人
間
の
煩
悩
我
執
に
よ
る
行
為
を
内
省
せ
し
め
、
悟
り
へ
の
道
を
志
向

せ
し
め
ん
が
た
め
の
教
説
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
仏
教
の
展
開
史
の
上
で
、
そ
れ
が
民
衆
教
化
の
方
便
説
と

し
て
実
体
論
的
に
説
か
れ
、
現
世
の
積
善
が
来
世

の
幸
福
を
招
く
と

の

功
利
的
説
示
と
も
な
り
、
ま
た
、
現
在

の
苦
や
不
幸
を
前
世
の
悪
行

の

報
い
と
す
る
実
体
的

・
固
定
的

・
閉
塞
的
説
示
が

な
さ
れ
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
そ
れ
は
釈
迦
の
否
定
し
た
運
命
論

・
宿
命
説
と
殆
ど
同

一

の
も
の
で
あ

っ
た
。

宗
教
的
な
内
省
の
う
ち
に
、
自
ら
の
真
実
な
る
生
を
開
く
べ
き
思
想

が
、
逆
に
人
間
を
拘
束
し
、
社
会
的
眼
を
閉
ざ
さ
せ
る
方
向

へ
、
人
間

の
未
来
を
閉
塞
さ
せ
る
方
向

へ
と
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

親
鷲

の
宿
業
思
想
も
、
時
に
実
体
論
的
宿
命
思
想
と
し
て
説
か
れ
、

個
人
的
、
社
会
的
劣
悪
状
況
に
置
か
れ
た
人
々
に
、
そ
れ
を
前
世

の
自

ら
の
悪
業
の
招
く
と
こ
ろ
と
説
い
た
。
世
俗
に
お
け
る
善
悪
の
基
準
を

固
定
化
し
な
い
親
鷲

の
自
由
思
想
が
、
結
果
と
し
て
世
俗
の
価
値
観
を
」

容
認
し
、
体
制
倫
理
に
拘
束
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
強
化
す
る
機
能
を
果

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鷲
の

一
切
衆
生
平
等
救
済
を
願
う
人
間

普
遍

の
思
想
か
ら
の
退
行
で
あ

っ
た
。

四

親
鷲

に
お
け

る
宿
業
思
想

の
本
義

罪
業
も
と
よ
り
か
た
ち
な
し

妄
想
顛
倒
の
な
せ
る
な
り

心
性
も
と
よ
り

き
よ
け
れ
ど

こ
の
世
は
ま
こ
と
の
人
ぞ
な
き

よ
し
あ
し
の
文
字
を
も
し
ら
ぬ
ひ
と
は
み
な

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
り
け
る

を

善
悪
の
字
し
り
が
ほ
は

お
ほ
そ
ら
ご
と
の
か
た
ち
な
り

(「正
像
末
和
讃
」
)

こ
の
二
首
の
和
讃
は
、
親
鷺
の
罪
業
観
、
人
間
観
を
よ
く
表
わ
し
て

い
る
。

親
鷺
に
お
け
る
宿
業
思
想
の
宗
教
倫
理
的
意
義

(菊

藤
)
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親
鶯
に
お
け
る
宿
業
思
想
の
宗
教
倫
理
的
意
義

(菊

藤
)

特
に
第

二
首
は
、
善
悪
を
自
ら
の
は
か
ら
い
で
分
別
し
、
自
ら
を
善

人
と
し
て
高
き
に
置
き
、
他
者
を
悪
人
と
し
て
お
と
し
め
る
こ
と
は
、

ま

っ
た
く

の
虚
妄
で
あ
り
、
本
願
海
に
帰
入
し
善
悪
を
こ
え
て
生
き
る

人
こ
そ
ま
こ
と
の
人
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
分

別
性

・
差
別
性

へ
の
厳
し
い
告
発
で
あ

り
、
『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
の

唯
円
の
所
説
と
あ
い
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

親
驚
は

「信
文
類
」
法
義
釈
の
至
心

・
信
楽

・
欲
生
釈
に
示
す
よ
う

に
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
を

「煩
悩
悪
業
邪
智

の
群
生
海
」
「無

真

実

者
」
「
流
転
沈
迷
の
存
在
」
と
な
し
、
そ
の
行
為

の
一
切
を

「虚

仮

雑

毒
の
善
」
と
な
す
。

た
だ
如
来
の
み
真
実
と
な
す
の

で
あ

る
。
そ

し

て
、
そ
こ
か
ら
人
間

の
行
為
的
実
践
の
問
題
に
目
を
向
け
る
。
精
神
的

。
社
会
的
な
あ
ら
ゆ
る
拘
束
状
況

・
閉
塞
状
況
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ

る
。
迷
信
の
呪
縛
か
ら
、
神

々
の
威
力
か
ら
、
権
力
に
よ
る

人
間
抑
圧
か
ら
、
そ
し
て
業
報
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。

「念
仏
者
は
無
尋
の

一
道
な
り
。
…
…
信
心
の
行
者
に
は
天
神

・
地

祇
も
敬
伏
し
、
魔
界

・
外
道
も
障
尋
す
る
こ
と
な
し
、
罪
悪
も
業
報
を

感
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
」
(『歎
異
抄
』
第
七
条
)
 と
説
か
れ
る
よ
う
に
、

真
実
信
心

の
行
者
は

二
切

の
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
、
何
も
の
に
も
障
碍

さ
れ
な
い
絶
対
の
主
体

・
絶
対
の
尊
厳
を
獲
得
せ
し
め
ら
れ
る
と
言
う

の
で
あ
る
。

真
実
は
、
仮
な
る
も
の
、
邪
な
る
も
の
を
厳
し
く
相
対
化
し
批
判
す

る
。
「化
身
土
文
類
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
そ
れ
が
賢

善

の

名
を
与
え
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
人
間
を
拘
束
し
閉
塞
状

況
に
落
し
入
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
邪
で
あ
る
。
老
子

・
周

公

・
孔
子
も

「
こ
れ
如
来

の
弟
子
と
し
て
化
を
な
す
と
い
へ
ど
も
、
す

で
に
邪
な
り
。
」
「
た
だ
こ
れ
世
間
の
善
な
り
。
凡
を
隔
て
て
聖
と
な
す

こ
と
あ
た
は
ず
。
」
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
願
真
仮

の
分
判
、

邪
偽

へ
の
批
判
は
、
賢
善
精
進

の
行
為
、
善
悪

を
定
め
得
る
と
な
す
人

間
の
欺
購
性
を
暴
く

の
で
あ
る
。
邪
な
る
外
道

は
も
と
よ
り
、
聖
道
門

及
び
浄
土
門
に
お
け
る
要

・
真
二
門
を
も
仮
と
し
、
畢
寛
邪
と
し
て
示

し
た
こ
と
は
、
諸
善
行
は
も
と
よ
り
念
仏
行
と
い
え
ど
も
そ
れ
が
自
力

心
、
分
別
心
で
な
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
結
果
さ
れ
る
世
界
は
、
決
し
て

開
か
れ
た
世
界
で
は
な
ぐ
、
自
我

の
固
殻

の
内

に
閉
塞
さ
れ
る
世
界
で

あ
る
。
第
十
九
願

・
邪
定
聚

の
機

の
結
果
す
る
隻
樹
林
下

往

生

の
世

界
、
第
二
十
願

・
不
定
聚

の
機

の
結
果
す
る
難
思
往
生
の
世
界
は
、
癬

慢
辺
地

・
疑
城
胎
宮

・
含
華
と
示
さ
れ
る
閉
塞
的
世
界
で
あ
り
金
鎖

で

牢
獄
に
繋
が
れ
る
ご
と
き
拘
束

の
世
界
で
あ
る
。
第
十
八
願

・
正
定
聚

の
機
の
難
思
議
往
生

の
世
界

の
み
開
か
れ
た
絶
対
自
由
の
世
界

で
あ
る

と
説
く
の
で
あ
る
。

真
実
信
心
、
そ
れ
は
機
の
深
信

・
法

の
深
信
と
い
う
信
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
の
う
ち
に
、
限
り
な
く
人
間

の
閉
塞
性
を
あ
ら
わ
に
し
、
そ
れ
を

打
ち
破
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
の
宿
業
思
想
も
、
決
し
て
拘
束
的
、
閉
塞
的
な
実
体
論

的
思
想
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
否
、
そ
れ
を
破
る
解
放

の
思
想
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と
し
て
の
み
受
け
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
悪
に
よ
っ

て
人
間
を
分
判
し
排
除
し
よ
う
と
す
る
人

々
に
対
し
、
そ
の
非
を
誠
め

る
と
共
に
、
生
き
る
た
め
に
殺
生
、
妄
語
等
の
罪
を
犯
か
さ
ざ
る
を
得

な
い
被
投
的
に
拘
束
状
況
に
置
か
れ
た
人
々
に
対
し
、
善
悪
共
に

「業

報
に
さ
し
ま
か
せ
」
て
、
「本
願
を
た
の
み
ま
ひ
ら
せ
」
て
、
決

し

て

卑
屈
に
な

る
こ
と
な
く
、
力
強
く
人
生
を
生
き
抜
け
と
教
え
た
の
で
あ

る
。
そ
れ

は
、
ま
さ
に
道
徳
的
抑
圧
か
ら
の
解
放
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
親
鷲
は
決
し
て
無
批
判
に
人
間
の
悪
行
を
放
置
し
て
は
い

な
い
。
『
末
灯
砂
』
(第
二
ハ
・
第

一
九

・
第
二
〇
通
)
で
は
、
「
悪
は
お
も

ふ
さ
ま
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し
」
と
説
い
た
り
、
故
意
に
悪
行
を
な
し
、
師

や
同
朋
を
侮
る
こ
と
の
非
を
厳
し
く
指
摘
す
る
。
善
悪
不
可
知

の
思
想

に
立
ち
つ
つ
も
、
悪
行
を

<
煩
悩
に
起
因
す
る
悪
行
>
と

<
故
意

に
な

す
悪
行
>
と
に
分
け
、
後
者
を
厳
し
く
誠
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

念
仏
者
の

エ
ー
ト
ス
に
つ
い
て
語
る
。
念
仏
申
す
者
は
、
も
と
の
悪
心

を
反
省
し
、
自
ら
の
行
為
を
た
し
な
む
の
が
道
理
で
あ
っ
て
、
友

.
同

朋
に
も
ね

ん
ご
ろ
に
す
る
こ
と
が

「
世
を
厭
う
し
る
し
」
で
あ
る
と
説

く
。
故
意

に
造
悪
を
勧
め
る
よ
う
な
こ
と
は
、
酔
え
る
人
に
酒
を
す
す

め
る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
、
如
来

の
真
実
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、

自
ら
の
罪
悪
を
恥
じ
る
心
も
な
い
、
ま
さ
に
煩
悩
に
拘
束
さ
れ
、
閉
塞

さ
れ
た
人
間

の
誤
れ
る
相
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

『末
灯
砂
』

の
思
想
は
、
『
歎
異
抄
』
の
唯
円
の
思

想

と

本
質
的
に
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
い
。
説
相
や
表
現

の
相
違
は
あ

っ
て

も
、
す
べ
て
の
人

々
を
拘
束
状
況
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
万
人
平
等

救
済
の
普
遍
思
想
に
貫
か
れ
て
い
る
点
両
者
変

る
も
の
で
は
な
い
。

唯
円
は
、
人
間
の
根
源
的
な
罪
悪
性
、
煩
悩
性
を
自
覚
せ
ず
人
間
の

価
値
観

・
善
悪
観
に
拘
束
さ
れ
て
人
間
を
分
別
し
、
排
除
し
よ
う
と
し

た
賢
善
者

の
行
為
を
、
如
来
の
本
願
の
心
に
背
く
も
の
と
し
て
誠
め
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

『末
灯
砂
』
で
親
驚

は
、
如
来
の
本
願
の
心

を
知
ら
ず
、

わ
が
身

の
罪
障
の
深
さ
も
知
ら
ず
、
自
ら
の
煩
悩
に
ま
す

ま
す
搦
め
捕
ら
れ
よ
う
と
す
る
造
悪
者
の
自
己
拘
束
性

・
閉
塞
性
を
、

そ
し
て
同
朋
社
会
を
破
る
こ
と
の
非
を
厳
し
く
誠
め
た
の
で
あ
る
。
唯

円
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

『歎
異
抄
』
第
十
三
条
の
中
で
触
れ

「御
消

息
に
く
す
り
あ
れ
ば
と
て
毒
を
こ
の
む
べ
か
ら
ず
と
あ
そ
ぼ
さ
れ
て
さ

ふ
ら
ふ
は
、
か
の
邪
執
を
や
め
ん
が
た
め
な
り
。
」
と
述
べ
て

い

る
。

『末
灯
抄
』
で
親
鷲
が
、

心
得
違
い
の
者
に
馴
れ
親
し
む
な
と
門
弟
た

ち
に
語

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
唯
円
の
言
う
よ
う
に
決
し
て
人
間
排
除

の
思
想
で
な
い
こ
と
は
、
引
き
続
き
述
べ
ら
れ

る
往
生
成
仏
後

の
還
相

の
利
他
行
の
中
に
如
来
の
誓
い
に
ょ
る
救
済
力

に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た

人
々
を
も
救
う
こ
と
が
出
来
る
と

の
説
示
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(参
考
文
献

・
注
記
に
つ
い
て
は
紙
数
の
都
合
に
よ
り
省
略
)

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

親
驚
、
歎
異
抄
、
唯
円
、
宿
業
、
末
灯
紗

(
京
都
短
期
大
学
教
授
)

親
鶯
に
お
け
る
宿
業
思
想
の
宗
教
倫
理
的
意
義

(菊

藤
)
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