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淳

一
　
は
じ
め
に

明
治
二
十
年
代
の
僧
侶
の
腐
敗
と
宗
派
を
超
え
た
仏
教
道
徳
の
要

請
、
キ
リ
ス
ト
教
の
脅
威
か
ら
統
一
的
な
仏
教
を
模
索
す
る
と
い
う
気

運
は
、
具
体
例
と
し
て
善
因
善
果
悪
因
悪
果
・
三
世
因
果
を
唱
導
す
る

釈
雲
照
の
十
善
戒
運
動
の
宗
派
を
超
え
た
流
行
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

た
。
そ
れ
に
た
い
し
日
清
戦
争
前
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
と

も
に
顕
著
に
な
る
仏
教
思
想
批
判
と
し
て
、
加
藤
弘
之
（
一
八
三
六
―

一
九
一
六
）
が
明
治
二
十
八
年
に
主
張
し
た
仏
教
因
果
説
批
判
・
不
殺

生
戒
批
判
が
あ
る
（
加
藤
﹇
一
八
九
五
a
﹈
な
ど
）。
こ
の
仏
教
批
判
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
仏
教
の
倫
理
的
側
面
を
め
ぐ
る
批
判
的
意
見
は
多

く
、
善
悪
を
自
己
の
生
存
を
こ
え
た
も
の
と
み
な
す
仏
教
的
立
場
、
ま

た
三
世
を
つ
ら
ぬ
く
善
悪
の
因
果
（
三
世
因
果
）
に
つ
い
て
は
経
験
論

的
な
根
拠
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
く
。
加
藤
は
宿
業
な
ど
の
理
解
に

根
深
く
あ
っ
た
差
別
的
観
念
を
痛
烈
に
批
判
し
た
一
方
で
、
三
世
を
つ

ら
ぬ
く
因
果
は
な
い
、
ゆ
え
に
普
遍
的
善
悪
は
存
在
し
な
い
、
ゆ
え
に

戒
（
特
に
十
善
戒
）
も
間
違
い
で
あ
り
、
ゆ
え
に
善
悪
と
は
そ
の
時
代
の

国
家
社
会
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
論
理
に
よ
っ

て
国
家
主
義
的
観
念
を
強
く
主
張
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

背
景
か
ら
、
仏
教
批
判
や
仏
教
へ
の
誤
解
を
意
識
し
た
仏
教
者
た
ち
に

よ
っ
て
、
仏
教
の
倫
理
的
側
面
を
西
洋
思
想
の
文
脈
と
関
連
さ
せ
な
が

ら
模
索
し
論
じ
よ
う
と
す
る
論
説
も
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
か
ら
だ
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
仏
教
因
果
論
批
判
は
宗
派
を
超
え
た
仏
教
界
全
体
の
仏

教
理
解
と
実
践
を
問
い
直
さ
せ
る
影
響
力
を
持
っ
た
。

こ
の
仏
教
因
果
説
問
題
に
着
目
す
る
研
究
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い

（
金
子
﹇
一
九
八
一
﹈、
長
谷
川
﹇
二
〇
一
八
﹈
な
ど
が
あ
る
）。
そ
こ
で
本
報

告
で
は
西
洋
思
想
と
の
関
連
の
な
か
で
因
果
説
を
位
置
づ
け
よ
う
と
論

じ
ら
れ
て
い
る
雑
誌
『
仏
教
』
の
論
者
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た

い
。『
仏
教
』
に
は
、
若
き
仏
教
青
年
で
あ
っ
た
大
久
保
昌
南
、
西
依

一
六
、
境
野
哲
海
、
花
田
衆
甫
な
ど
の
仏
教
因
果
説
批
判
へ
の
応
答
が

み
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
仏
教
清
徒
同
志
会
の
前
身
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

明
治
二
十
七
年
に
結
成
さ
れ
た
経
緯
会
と
い
う
団
体
に
属
し
、
新
仏
教

運
動
を
展
開
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
迷
信
の
廃
絶
や
現
実

社
会
の
根
本
的
改
善
と
い
う
思
想
的
特
徴
を
共
有
し
て
い
た
。
か
れ
ら
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の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
加
藤
な
ど
の
仏
教
批
判
は
通
俗
的
仏
教
理
解
に

た
い
す
る
批
判
で
あ
り
、
真
の
仏
教
批
判
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
。『
仏
教
』
の
論
者
た
ち
は
一
般
社
会
に
あ
る
「
宿

命
主
義
に
陥
る
」
よ
う
な
通
俗
的
仏
教
理
解
を
超
え
る
た
め
の
論
説
を

発
表
し
た
。
か
れ
ら
の
応
答
は
、
仏
教
に
た
い
す
る
批
判
や
偏
見
へ
ど

う
応
じ
る
か
と
い
う
現
代
に
も
通
じ
る
課
題
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し

一
方
で
そ
れ
は
旧
仏
教
に
た
い
す
る
新
仏
教
の
優
位
性
と
い
う
構
図
を

持
つ
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

二
　
西
依
一
六
の
仏
教
自
由
意
志
論

西にし
よ
り依
一いち
ろ
く
六
（
金
次
郎
、
一
八
六
七
―
一
九
三
九
）
は
、
西
本
願
寺
の
普

通
教
校
で
学
び
上
京
、
古
河
老
川
ら
と
経
緯
会
を
創
設
し
古
河
の
次
に

『
仏
教
』
の
主
筆
を
つ
と
め
た
。
文
壇
と
し
て
活
躍
し
た
時
期
は
短
い

も
の
の
、
仏
教
と
倫
理
に
か
ん
す
る
重
要
な
論
説
を
残
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
こ
で
は
仏
教
の
因
果
説
が
宿
命
論
と
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ

る
こ
と
に
応
答
し
よ
う
と
し
、
仏
教
に
お
け
る
倫
理
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
る
「
仏
教
自
由
意
志
論
」（
西
依
﹇
一
八
九
五
a
﹈﹇
一
八
九
五
b
﹈）
を

と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
か
れ
は
特
に
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
や
華
厳
思

想
、
さ
ら
に
西
洋
の
哲
学
者
の
カ
ン
ト
、
J. 

S.
ミ
ル
、
L.
ス
テ
ィ
ー
ブ

ン
な
ど
の
論
説
を
引
用
し
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。

自
然
界
の
現
象
は
因
果
法
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
わ
れ
わ
れ
の
行
為

も
因
果
法
で
説
明
で
き
る
か
は
、
古
来
よ
り
倫
理
学
上
に
お
い
て
「
自

由
意
志
」
の
存
否
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
て
お
り
、
西
依
の
論

説
は
そ
の
観
点
か
ら
仏
教
の
立
場
は
い
か
な
る
も
の
か
を
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
自
由
意
志
と
は
み
ず
か
ら
の
判
断
で
意
志
が
決
定
で
き
操

作
で
き
る
範
囲
の
こ
と
を
い
い
、
人
間
の
倫
理
的
行
為
の
動
機
や
自
発

性
を
考
え
る
と
き
に
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。
西
依
は
人
間
の
倫
理
的

行
為
に
か
ん
す
る
仏
教
の
俗
説
と
し
て
、
仏
教
は
因
果
教
で
あ
る
か

ら
、
も
の
ご
と
の
成
り
行
き
は
す
べ
て
必
然
だ
と
受
け
止
め
て
自
ら
の

倫
理
主
体
を
放
棄
し
無
反
省
を
立
場
と
し
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
と
い

う
。
そ
れ
ゆ
え
倫
理
を
問
う
に
は
正
し
い
因
果
理
解
を
確
か
め
る
必
要

が
あ
る
。
西
依
は
因
果
理
解
に
は
（
1
）
宿
命
説Fatalism

（
2
）
因

果
説C

ausalism

（
3
）
放
縦
説A

rbitrarism

の
三
つ
が
あ
る
と
い
う
。

（
1
）
宿
命
説
は
、
人
間
は
運
命
に
左
右
さ
れ
運
命
を
享
受
す
べ
き

み
ち
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
立

場
で
、
こ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
の
努
力
精
進
の
意
味
が
な
く
な
る
。（
3
）

放
縦
説
は
自
分
の
意
志
に
は
因
果
が
適
用
さ
れ
な
い
と
解
し
て
思
い
の

ま
ま
で
よ
い
と
考
え
る
と
い
う
現
状
肯
定
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
二
者

を
仏
教
は
取
ら
な
い
と
す
る
。

西
依
の
い
う
仏
教
は
、（
2
）
因
果
説
の
立
場
で
あ
る
が
単
純
な
因

に
よ
っ
て
結
果
を
把
握
す
る
（
単
純
因
果
説
）
の
で
は
な
く
、
人
間
の
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
複
雑
な
因
に
よ
っ
て
結
果
が
あ
る
（
複
雑
因

果
説
）
と
、
倶
舎
論
や
華
厳
さ
ら
に
J. 

S.
ミ
ル
の
思
想
に
よ
っ
て
考
え

て
い
る
。
そ
の
複
雑
因
果
説
の
立
場
で
あ
る
仏
教
は
、
わ
れ
わ
れ
が
宿
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命
説
や
放
縦
説
に
偏
し
て
道
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
自
由
意

志
に
か
ん
す
る
見
解
を
以
下
の
四
方
向
持
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
1
）
必
然
論
（
意
志
は
必
然
で
あ
る
）

（
2
）
自
由
論
（
意
志
は
自
由
で
あ
る
）

（
3
）
非
自
由
非
必
然
論
（
意
志
は
自
由
に
非
ず
、
必
然
に
非
ず
）

（
4
）
亦
自
由
亦
必
然
論
（
意
志
は
自
由
に
し
て
、
必
然
で
あ
る
）

（
1
）
必
然
論　

仏
教
は
「
一
切
の
後
発
事
情
は
皆
或
る
先
発
事
情

と
必
然
の
関
係
あ
る
こ
と
を
主
張
」
す
る
も
の
だ
か
ら
意
志
的
行
為
と

し
て
も
必
然
論
を
取
る
。
こ
れ
は
宿
命
説
と
も
区
別
さ
れ
る
。
宿
命
説

と
必
然
論
と
の
違
い
は
、
前
者
は
原
因
か
ら
の
結
果
が
変
動
で
き
な
い

と
み
る
が
、
後
者
は
原
因
と
結
果
の
間
に
変
動
す
べ
き
事
情
が
起
れ
ば

結
果
は
変
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ゆ
え
に
必

然
論
は
わ
れ
わ
れ
が
行
為
を
自
ら
選
択
す
る
能
力
を
も
ち
、
ゆ
え
に
自

ら
に
責
任
を
も
ち
、
倫
理
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
の
主
張
の
要

点
は
、
現
実
界
に
お
い
て
は
複
雑
な
因
果
関
係
を
正
確
に
推
し
量
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
理
想
界
（
観
念
界
）
に
お
い
て
善
悪
の
道
義
的
因

果
関
係
の
観
念
を
も
ち
、
加
え
て
行
為
と
は
自
身
の
特
性
か
ら
生
じ
る

こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
知
る
な
ら
ば
、
倫
理
的
責
任
を
自
覚
し
う
る
と
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
れ
は
道
義
的
因
果
関
係
を
た
も
つ
た
め
に
輪
廻

説
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
輪
廻
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
存
に
貫

徹
し
た
因
果
を
み
る
観
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
倫
理
的
機

能
を
有
す
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
輪
廻
説
の
役
目
は
、
わ
れ
わ
れ

が
論
理
を
語
る
た
め
に
必
ず
使
用
す
る
因
果
の
方
法
を
、
現
象
世
界
に

お
け
る
倫
理
の
方
法
に
還
元
し
、
人
類
は
人
類
以
外
の
動
植
物
と
つ
な

が
っ
て
お
り
そ
れ
ら
に
も
責
任
を
も
つ
と
い
う
観
念
を
与
え
る
こ
と
で

あ
る
。
西
依
に
と
っ
て
実
体
的
に
人
間
が
輪
廻
転
生
し
て
い
る
か
は
問

題
で
は
な
く
、
輪
廻
説
を
倫
理
的
効
果
の
た
め
に
評
価
し
た
と
い
え
よ

う
。（

2
）
自
由
論　

こ
こ
で
は
書
名
は
あ
が
ら
な
い
が
お
そ
ら
く
『
大

乗
起
信
論
』
な
ど
を
根
拠
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
存
在
に
は

「
現
象
側
面
と
し
て
の
生
滅
」
と
「
実
体
側
面
と
し
て
の
真
如
」
が
あ

る
。
真
如
に
は
他
者
に
う
ご
か
さ
れ
な
い
「
不
変
の
自
由
」
と
変
幻
自

在
に
縁
に
し
た
が
う
こ
と
が
で
き
る
「
随
縁
の
自
由
」
が
あ
る
。
こ
の

二
つ
を
た
て
る
の
は
、
た
と
え
ば
「
空
間
」
概
念
を
立
て
な
け
れ
ば
彼

此
の
別
を
知
り
え
な
い
よ
う
に
、
不
変
な
も
の
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
変

化
す
る
も
の
の
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
生
滅
存
在
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
は
実
体
側
面
に
自
由
（
真
如
）
を

存
在
の
根
拠
と
し
て
有
し
、
ゆ
え
に
仏
教
は
す
べ
て
の
存
在
の
実
体
的

側
面
に
真
如
を
み
て
い
る
の
で
す
べ
て
の
存
在
に
自
由
意
志
を
論
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

（
3
）
非
自
由
非
必
然
論
、（
4
）
亦
自
由
亦
必
然
論　

以
上
の
よ
う

に
、
実
体
的
側
面
が
自
由
、
現
象
的
側
面
が
必
然
で
あ
る
が
、
そ
の
実
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体
と
現
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
仏
教
は
「
消
極
的
説

明
」（
非
自
由
非
必
然
論
）
と
「
積
極
的
説
明
」（
亦
自
由
亦
必
然
論
）
を
と

る
と
い
う
。
消
極
的
に
意
志
は
自
由
で
も
な
く
必
然
で
も
な
い
と
い
う

の
は
、
意
志
は
自
由
で
あ
る
と
い
う
論
者
に
た
い
し
て
因
果
の
法
則
の

秩
序
を
乱
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
制
裁
し
、
意
志
は
必
然
で
あ
る
と

い
う
論
者
に
た
い
し
て
因
果
の
法
則
に
よ
っ
て
真
如
（
自
由
意
志
）
が

す
べ
て
の
存
在
に
あ
る
こ
と
を
教
え
る
た
め
で
あ
る
。
一
方
積
極
的
に

意
志
は
自
由
で
あ
り
か
つ
必
然
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
因
果
法
に
よ
っ

て
ど
ん
な
も
の
も
現
わ
す
こ
と
が
で
き
る
自
由
と
、
因
果
法
に
し
た
が

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
の
両
側
面
を
教
え
る
た
め
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
に
複
雑
な
議
論
で
は
あ
る
が
因
果
論
へ
の
誤
解
が
各
方
面
か
ら

寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

三
　
大
久
保
昌
南
の
加
藤
弘
之
へ
の
反
論

大
久
保
昌
南
（
格
、
生
没
年
不
詳
）
は
加
藤
弘
之
に
た
い
し
て
直
接
的

に
反
論
し
て
い
る
。
か
れ
は
経
緯
会
の
創
設
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
『
反
省

会
雑
誌
』『
中
央
公
論
』『
仏
教
』
な
ど
に
執
筆
し
た
。

加
藤
弘
之
に
よ
れ
ば
、
仏
教
徒
は
「
天
然
自
然
の
な
か
に
善
悪
を
み

と
め
」
い
つ
の
時
代
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
普
遍
的
善
悪
を
認
め
る

が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
自
然
的
な
も
の
（
天
則
）
に
善
悪
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
仏
教
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
批
判
し
た
。
加
藤
の
善

悪
と
は
人
類
が
社
会
を
構
造
し
て
い
く
上
で
形
成
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
大
久
保
は
社
会
的
善
悪
を
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
が

自
然
の
な
か
に
善
悪
を
認
め
な
い
こ
と
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
反
論

す
る
。
な
ぜ
な
ら
社
会
と
自
然
は
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
社
会
の
利
益

（
善
）
は
自
然
の
利
益
（
善
）
で
あ
り
、
善
と
は
、
た
ん
に
人
類
の
み
で

は
な
く
「
一
切
衆
生
」
を
想
定
し
た
広
い
範
囲
の
維
持
進
歩
を
目
的
と

し
た
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
久
保

は
、
加
藤
の
仏
教
理
解
は
仏
教
の
善
悪
因
果
が
行
為
上
の
善
悪
と
社
会

の
賞
罰
褒
貶
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
が
、
実
際
の
仏
教
は
加
藤
の
理
解

と
は
違
い
、
善
悪
因
を
智
情
意
志
に
も
み
て
、
善
悪
の
果
に
つ
い
て
は

自
己
の
苦
楽
な
ど
を
指
す
こ
と
が
多
い
か
ら
、
加
藤
は
仏
教
の
善
悪
の

質
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
と
い
い
、
加
藤
「
博
士
は
毫
も
是
理
を
察

せ
す
」（
大
久
保
﹇
一
八
九
五
﹈
二
四
八
頁
）
と
批
判
す
る
。

大
久
保
は
「
嗚
呼
博
士
の
こ
の
議
論
は
、
因
果
を
心
得
違
ひ
し
て
宿

命
主
義
に
陥
ひ
れ
る
田
舎
の
愚
夫
愚
婦
に
は
、
多
少
効
力
あ
る
か
は
知

ら
ざ
れ
と
も
、
正
当
に
仏
教
を
解
せ
る
者
に
は
、
寸
毫
も
影
響
す
る
所

な
し
」（
大
久
保
﹇
一
八
九
五
﹈
二
四
九
頁
）
と
い
い
、
加
藤
が
仏
教
を
宿

命
主
義
の
思
想
と
誤
解
し
て
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
宿
命
主

義
に
陥
っ
た
通
俗
的
仏
教
理
解
に
は
効
力
が
あ
る
が
正
当
に
仏
教
を
理

解
し
た
も
の
に
と
っ
て
は
影
響
な
し
と
痛
烈
に
反
論
す
る
。
こ
こ
に
大

久
保
は
宿
命
主
義
の
信
者
と
は
一
線
を
画
し
た
、「
新
」
仏
教
を
強
く



― 192 ―

雑
誌
『
仏
教
』
に
み
る
明
治
期
の
仏
教
因
果
説
論
争
（
川

口
）

意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　
境
野
哲
海
の
加
藤
弘
之
へ
の
反
論

境
野
哲
海
（
哲
、
黄
洋
、
一
八
七
一
―
一
九
三
三
）
は
哲
学
館
（
現
、
東

洋
大
学
）
に
学
び
、
真
宗
大
谷
派
で
得
度
し
た
。
か
れ
も
経
緯
会
の
一

員
で
あ
り
、
後
の
『
新
仏
教
』
に
も
大
き
な
存
在
感
を
示
し
た
。
か
れ

の
「
仏
教
因
果
論
の
争
」（
境
野
﹇
一
八
九
五
﹈）
を
み
て
み
た
い
。

境
野
は
加
藤
弘
之
の
立
場
が
「
経
験
学
派
」
に
基
づ
く
と
み
て
い

る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
経
験
論
と
は
「
自
由
と
い
う
も
の
は
、
存
し
な

い
、
世
界
に
お
け
る
一
切
の
も
の
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
の
み
生
起
す

る
」（
カ
ン
ト
﹇
一
九
六
一
﹈
一
四
八
頁
）
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
、
加
藤

も
そ
の
経
験
論
的
根
拠
を
使
っ
た
と
境
野
は
み
て
い
る
。
加
藤
は
善
悪

は
自
然
一
定
で
は
な
く
社
会
が
産
み
出
し
た
価
値
観
に
依
存
す
る
と
考

え
た
。
こ
の
点
へ
の
反
応
は
先
に
み
た
大
久
保
が
自
然
一
定
の
善
悪
を

認
め
つ
つ
反
論
す
る
の
に
た
い
し
、
境
野
は
、
仏
教
は
そ
も
そ
も
善
悪

を
自
然
一
定
で
あ
る
と
説
い
て
い
な
い
と
反
論
す
る
。
境
野
は
加
藤
の

経
験
論
的
立
場
を
あ
る
程
度
認
め
な
が
ら
も
、
善
悪
は
三
世
一
定
・
自

然
一
定
で
あ
る
と
み
る
加
藤
の
仏
教
理
解
が
そ
も
そ
も
仏
教
の
見
方
と

は
違
う
と
し
て
い
る
。
で
は
善
因
善
果
悪
因
悪
果
と
当
時
よ
く
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
境
野
は
ど
う
考
え
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
果
は
苦
楽
に
つ
い
て
い
う
か
ら
因
と
果
が
同
じ
質
で
は
な
い
の

で
善
悪
が
一
定
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り

「
善
因
に
は
楽
果
あ
り
、
悪
因
に
は
苦
果
あ
り
、
然
れ
ど
も
果
は
総
て

無
記
な
る
か
故
に
善
悪
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
と
、
果
し
て
然
ら
ば
善
因
善

果
悪
因
悪
果
な
る
語
に
於
て
、
因
に
於
け
る
善
悪
の
語
と
、
果
に
於
け

る
善
悪
の
語
と
は
、
語
は
等
し
く
善
悪
の
二
字
に
出
で
ず
と
い
へ
ど

も
、
意
義
に
於
て
は
自
ら
異
な
る
も
の
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
、
所
謂
善
果

と
は
楽
果
の
謂
に
し
て
、
所
謂
悪
果
と
は
苦
果
の
謂
な
り
、
こ
れ
善
因

悪
因
の
善
悪
と
同
一
の
意
議
を
以
て
善
悪
を
付
す
る
に
あ
ら
ず
」（
境

野
﹇
一
八
九
五
﹈
三
二
五
頁
）
と
、
善
因
善
果
悪
因
悪
果
は
、
善
因
楽
果

悪
因
苦
果
の
意
味
で
あ
る
か
ら
因
と
果
は
質
的
に
違
う
と
い
う
。
因
果

が
一
定
で
あ
る
と
考
え
る
俗
説
的
解
釈
が
加
藤
弘
之
の
仏
教
理
解
で
あ

り
、
そ
の
理
解
に
よ
っ
て
加
藤
は
仏
教
を
批
判
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ

は
誤
り
で
あ
る
、
と
境
野
は
反
論
し
た
こ
と
に
な
る
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、
今
回
は
三
人
の
論
説
に
仏
教
の
因
果
論
に
つ
い
て
の
立
場
を

尋
ね
た
。
因
果
論
の
立
場
が
仏
教
の
倫
理
的
側
面
を
考
え
て
い
く
た
め

に
重
要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
時
期
の
仏
教
者
の
共
通
認
識
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
通
俗
的
な
仏
教
理
解
に
い
わ
れ
る
宿
命
主

義
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
か
れ
ら
は
加
藤
弘
之
の
仏
教
批
判
も
、
加
藤

が
宿
命
主
義
と
し
て
仏
教
を
理
解
し
た
こ
と
が
主
な
要
因
で
あ
る
と
判

断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
わ
か
り
や
す
い
。
と
い
う
の
も
新
仏

教
を
主
張
し
て
い
く
経
緯
会
ら
し
く
、
あ
る
意
味
で
宿
命
主
義
的
旧
仏
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教
と
正
統
的
仏
教
理
解
と
し
て
の
新
仏
教
と
い
う
構
図
に
あ
て
は
ま
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
善
悪
に
つ
い
て
時
代
を
つ
ら
ぬ

く
自
然
一
定
の
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
経
緯
会
の
な
か
で

も
立
場
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
、
大
久
保
と
境
野
の
立
場
か
ら
わ
か
っ

た
。
つ
ま
り
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
加
藤
の
仏
教
批
判
に
応
答
し
き
れ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

論
争
の
展
開
と
し
て
は
、
加
藤
は
『
仏
教
』
の
論
者
や
他
の
清
沢
満

之
ら
の
応
答
反
論
に
再
反
論
し
（
加
藤
﹇
一
八
九
五
b
﹈）、
そ
し
て
ま
た

新
た
な
仏
教
に
た
い
す
る
疑
問
を
提
起
す
る
。
そ
れ
に
応
答
す
る
も
の

と
し
て
『
仏
教
』
に
は
西
依
一
六
の
「
謹
て
加
藤
博
士
に
答
ふ
」（『
仏

教
』
第
一
〇
八
号
）
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
仏
教
因
果
論
の
問
題
は
輪
廻
説

を
ど
う
仏
教
の
文
脈
の
な
か
で
受
け
止
め
る
か
の
再
考
に
も
展
開
し
て

い
く
。
そ
れ
に
つ
い
て
『
仏
教
』
で
は
西
依
一
六
の
「
因
果
問
題
よ
り

輪
廻
問
題
に
入
る
」（『
仏
教
』
第
一
〇
九
号
）
や
花
田
衆
甫
「
倶
舎
論
の

輪
廻
説
」（『
仏
教
』
第
一
一
一
号
、
第
一
一
二
号
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
後
、

明
治
二
十
九
年
の
三
陸
海
嘯
期
に
は
再
度
、
加
藤
は
仏
教
界
に
根
強
く

あ
っ
た
因
果
応
報
の
差
別
的
理
解
を
強
く
批
判
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
、
明
治
の
仏
教
因
果
論
争
期
に
、
倫
理
的
責
任
を
い
か
に
仏
教

の
文
脈
か
ら
語
る
の
か
に
苦
労
さ
れ
た
先
輩
た
ち
の
跡
を
追
っ
て
み

た
。
当
時
、
そ
の
三
世
因
果
や
輪
廻
の
語
は
仏
教
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ

の
行
為
や
倫
理
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

今
回
は
雑
誌
『
仏
教
』
に
限
定
し
た
が
、
こ
の
時
期
の
仏
教
倫
理
思
想

を
さ
ら
に
範
囲
を
広
げ
て
多
く
の
事
例
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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