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序
論 現

代
社
会
の
急
激
な
変
化
に
伴
い
︑
真
宗
教
学
に
お
い
て
は
様
々
な
課
題
が
要
請
さ
れ
る
︒
そ
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
真
宗

に
お
け
る
倫
理
的
実
践
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
真
宗
の
倫
理
に
関
す
る
研
究
は
他
分
野
に
比
べ
て
少
な
い
︒
真
宗
の
倫
理
を
認

め
る
か
に
つ
い
て
の
研
究
は
い
く
つ
か
あ
る
が
主
張
が
分
か
れ
て
お
り
︑
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒﹁
そ
も
そ
も

真
宗
に
お
け
る
倫
理
と
は
何
か
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
各
研
究
者
に
よ
っ
て
定
義
が
分
か
れ
て
お
り
︑
前
提
条
件
が
違
う
中
で
議

論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
ま
ず
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
本
論
文
で
の
具
体
的
な
問
題
意
識
と
方
法
を
示
し
た
い
︒ 

第
一
に
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
定
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
親
鸞
自
身
が
﹁
倫
理
﹂
と
い
う
言

葉
を
使
用
し
て
お
ら
ず
︑
ま
た
具
体
的
な
倫
理
的
実
践
に
つ
い
て
も
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
各
研
究
者
が
自
身
の
中
に
あ
る

隠
れ
た
前
提
を
基
に
し
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
や
は
り
﹁
倫
理
﹂
に
関
す
る
議
論
を
す
る
以
上
は
︑
そ
の
語
義
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
先
行
研
究
で
も
挙
げ
ら
れ
︑
親
鸞
著
述
か
ら
そ
の
倫
理
性
を
見
出
し
定
義

づ
け
て
い
く
動
き
は
既
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
本
論
文
で
は
︑
親
鸞
自
身
の
倫
理
観
か
ら
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
定
義
を
模
索
す
る
の

で
は
な
く
︑
近
代
以
降
の
教
学
史
的
な
流
れ
の
中
で
︑
ど
の
よ
う
な
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
定
義
が
採
用
さ
れ
て
き
た
の
か
を
ま
と

め
た
い
︒ 

第
二
の
問
題
は
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
に
共
通
し
て
い
る
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
真
宗
と
倫
理
を
め

ぐ
る
中
で
は
︑
様
々
な
立
場
か
ら
真
宗
に
お
け
る
倫
理
性
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
の
中
に
も
共
通
し
て
い
る
特
徴
が
あ
る
︒
そ
の
根

本
的
に
共
通
す
る
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
が
本
質
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
解
明
し
た
い
︒
そ
の
た
め
に
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本
論
文
で
は
︑
メ
タ
倫
理
学
的
視
点
か
ら
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
特
徴
を
分
析
し
た
い
︒
メ
タ
倫
理
学
と
は
倫
理
の
﹁
そ
も
そ
も
﹂

を
問
う
学
問
で
あ
り
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
本
質
的
な
特
徴
を
分
析
す
る
上
で
適
し
た
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
︒ 

研
究
の
背
景
に
あ
る
問
題
意
識
と
方
法
は
以
上
の
通
り
で
あ
り
︑
次
に
本
論
文
の
各
章
で
扱
う
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
︒ 

第
一
章
で
は
︑
先
行
研
究
に
お
け
る
背
景
や
課
題
を
整
理
し
た
い
︒
そ
の
た
め
に
第
一
節
︑
第
二
節
で
は
議
論
の
種
と
な
る
﹁
真

宗
﹂
と
﹁
倫
理
﹂
の
定
義
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
第
一
節
は
﹁
真
宗
﹂
と
い
う
言
葉
の
由
来
か
ら
始
め
︑
そ
の
定
義
を
ま
と
め
︑
倫

理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
第
二
節
は
﹁
倫
理
﹂
の
語
源
︑
一
般
的
な
﹁
倫

理
﹂
の
定
義
と
︑
真
宗
に
ま
つ
わ
る
文
脈
で
の
﹁
倫
理
﹂
の
定
義
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
ま
と
め
る
︒
第
一
節
︑

第
二
節
を
踏
ま
え
て
︑
第
三
節
で
は
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
の
か
考
え
る
︒ 

 

第
二
章
で
は
︑
メ
タ
倫
理
学
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
第
一
節
で
は
︑
メ
タ
倫
理
学
と
い
う
学
問
に
つ
い
て
概
観
す
る
︒
そ
も
そ
も

メ
タ
倫
理
学
と
は
何
か
を
説
明
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
観
を
通
し
て
議
論
が
分
か
れ
て
い
く
過
程
を
ま
と
め
る
︒
第
二
節
で
は
︑
第

一
章
第
三
節
で
考
え
た
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
メ
タ
倫
理
学
的
な
実
在
論
と
認
知
論
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と

が
目
的
で
あ
る
︒ 

 

第
三
章
で
は
︑
真
宗
と
倫
理
に
関
す
る
諸
課
題
を
整
理
す
る
︒
第
一
節
で
は
︑
第
二
章
で
メ
タ
倫
理
学
的
視
点
か
ら
分
析
し
た
内

容
に
対
し
て
︑
氣
多
雅
子
の
大
乗
の
規
範
の
基
礎
は
空
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
基
に
︑﹁
空
の
倫
理
﹂
と
い
う
新
た
な
立
場
の
可
能

性
を
示
し
た
い
︒
さ
ら
に
第
二
節
で
は
︑
真
宗
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
︒
全
体
を
通
し
て
︑
こ
の
問

題
に
対
す
る
筆
者
の
立
場
を
明
示
し
た
い
︒ 
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以
上
の
全
三
章
に
よ
っ
て
︑
真
宗
と
倫
理
を
め
ぐ
る
諸
説
に
つ
い
て
メ
タ
倫
理
学
的
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
新
た
な
立
場
を

提
示
す
る
こ
と
を
︑
本
論
文
の
目
的
と
す
る
︒ 

   

本
論 第

一
章 

先
行
研
究
に
お
け
る
背
景
・
課
題 

第
一
節 

﹁
真
宗
﹂
の
定
義
に
つ
い
て 

 

真
宗
に
お
け
る
倫
理
を
考
え
る
前
に
︑﹁
真
宗
﹂
と
﹁
倫
理
﹂
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
と
言
葉
の
由
来
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま

ず
は
﹁
真
宗
﹂
の
用
例
に
つ
い
て
考
え
る
︒﹁
真
宗
﹂
の
由
来
に
つ
い
て
︑﹃
観
経
疏
﹄﹁
散
善
義
﹂
に
は
﹁
眞
宗
叵
遇
︑
浄
土
之
要

難
逢
︒﹂
１
と
あ
り
︑﹃
五
会
法
事
讃
﹄
に
は
﹁
禪
律
如
何
是
正
法 

念
佛
三
昧
是
眞
宗 

見
性
了
心
便
是
佛 

如
何
道
理
不
相
應
﹂

２
と
あ
り
︑
ど
ち
ら
も
﹁
真
宗
﹂
の
言
葉
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
梯
実
円
は 

浄
土
真
宗
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
最
初
の
人
が
誰
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
真
宗
と
い
う
名
称
は
善
導
大
師
︵
六
一
三
～

六
八
一
︶
の
﹃
観
経
疏
﹄﹁
散
善
義
﹂︵
注
釈
版
聖
典
七
祖
篇
︑
五
〇
一
頁
︶
や
︑
法
照
禅
師
︵
？
～
八
三
八
頃
︶
の
﹃
五
会
法

事
讃
﹄︵
大
正
蔵
四
七
︑
四
七
九
頁
︶
で
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
場
合
は
﹁
仏
法
﹂
を
意
味
し
て
お
り
︑
必
ず
し

も
﹁
浄
土
真
宗
﹂
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
︒
３ 
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と
述
べ
て
お
り
︑﹃
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
﹄
で
は 

浄
土
教
を
真
宗
と
称
す
る
こ
と
は
︑
善
導
﹃
観
経
疏
﹄
に
﹁
真
宗
遇
い
叵
く
︑
浄
土
の
要
逢
い
難
し
﹂︵
聖
典
二
・
三
二
四
／

浄
全
二
・
七
二
上
︶
と
あ
る
こ
と
に
は
じ
ま
り
︑
法
照
﹃
五
会
法
事
讃
﹄
に
も
﹁
念
仏
三
昧
は
是
れ
真
宗
な
り
﹂︵
浄
全
六
・

六
八
二
下
／
正
蔵
四
七
・
四
七
九
下
︶
等
︑
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
４ 

と
掲
載
し
て
い
る
︒ 

次
に
﹁
真
宗
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
︑﹃
総
合
佛
教
大
辞
典
﹄
で
は
﹁
浄
土
真
宗
と
も
い
い
︑
一
向
宗
︑
門
徒
宗
な
ど
と
も
い
わ
れ

た
︒
親
鸞
を
宗
祖
と
す
る
宗
派
﹂
５
と
あ
り
︑﹃
真
宗
聖
語
大
辞
典
﹄
で
は
﹁
弥
陀
の
本
願
に
も
と
づ
く
真
実
の
教
え
﹂
６
と
あ

る
︒
次
に
﹁
浄
土
真
宗
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
真
宗
新
辞
典
﹄
で
は
﹁
親
鸞
を
宗
祖
と
す
る
教
団
の
宗
名
を
本
願
寺
派
で
は
浄
土
真
宗
︑

大
谷
派
等
の
各
派
で
は
真
宗
と
称
す
る
﹂
７
と
あ
り
︑﹃
浄
土
真
宗
辞
典
﹄
で
は
﹁
往
生
浄
土
を
説
く
真
実
の
教
え
﹂
８
と
あ
る
︒

辞
典
類
で
は
﹁
真
宗
﹂﹁
浄
土
真
宗
﹂
と
も
に
︑﹁
教
え
﹂
や
﹁
宗
名
・
教
団
﹂
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒ 

続
い
て
倫
理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
に
お
け
る
﹁
真
宗
﹂
の
定
義
に
つ
い
て
考
え
る
︒
三
木
照
国
は
﹁
法
然
・
親
鸞
両
租
が
示
さ
れ
た

真
宗
の
倫
理
と
は
︑
念
仏
者
の
倫
理
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
︑
仏
智
満
入
し
て
不
断
の
称
名
す
る
者
の
生
活
規
範
と
い
う
こ
と
に
な

る
﹂
９
と
述
べ
て
お
り
︑
ま
た
内
藤
昭
文
は
﹁
私
た
ち
が
新
た
に
念
仏
者(

仏
教
徒)

と
し
て
の
独
自
の
視
点
を
も
っ
た
社
会
倫
理

を
︑
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
提
示
し
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
︑
私
は
考
え
て
い
ま
す
︒﹂
１
０
と
述
べ
て

い
る
︒
辞
典
類
で
は
﹁
真
宗
﹂
が
﹁
教
え
﹂
や
﹁
教
団
﹂
と
い
っ
た
意
味
を
示
し
て
い
る
が
︑
倫
理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
で
は
﹁
真

宗
﹂
が
﹁
真
宗
者
﹂
や
﹁
念
仏
者
﹂
と
い
っ
た
意
味
に
変
化
し
︑
人
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒ 
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以
上
を
ま
と
め
る
と
︑﹁
真
宗
﹂
に
は
﹁
教
え
﹂︑﹁
教
団
﹂︑﹁
真
宗
者
﹂
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
で
は
︑
倫
理

に
ま
つ
わ
る
文
脈
で
は
﹁
真
宗
﹂
を
ど
の
意
味
で
捉
え
る
こ
と
が
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
︒
私
は
﹁
教
え
﹂
の
意
味
で
捉
え
る
こ
と
が

適
切
だ
と
考
え
る
︒
第
一
に
﹁
教
団
﹂
と
し
た
場
合
の
問
題
点
は
主
に
二
つ
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑
宗
教
法
人
と
し
て
の
立
場
が
絡

み
︑
政
治
的
︑
対
世
間
的
な
視
点
が
混
ざ
る
こ
と
︒
二
つ
目
は
一
つ
目
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
上
で
の
も
の
に
な
る
が
︑
単
純
に

﹁
真
宗
﹂
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
て
も
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
真
宗
﹂
と
い
う
言
葉
に
政
治
的
な
意
味
合
い
を
含
め
る

と
議
論
が
よ
り
複
雑
に
な
り
︑
倫
理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
で
の
用
法
と
し
て
不
適
切
な
よ
う
に
思
え
る
︒
第
二
に
﹁
真
宗
者
﹂
と
し
た

場
合
の
問
題
点
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
﹁
真
宗
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
う
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
倫
理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
に

お
い
て
︑
真
宗
者
と
一
般
人
は
何
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
も
し
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
理
由
に
教
団
の
立
場
が
関
係

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
教
団
の
立
場
が
関
連
し
て
い
れ
ば
︑
そ
れ
は
前
述
の
通
り
不
適
切
だ
と
考
え
る
︒
よ
っ
て
︑
消
去
法
に
よ

り
︑
倫
理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
に
お
い
て
﹁
真
宗
﹂
は
﹁
教
え
・
教
義
﹂
と
捉
え
る
こ
と
が
適
切
と
考
え
る
︒ 

  
 

第
二
節 

﹁
倫
理
﹂
の
定
義
に
つ
い
て 

 

真
宗
と
倫
理
に
ま
つ
わ
る
研
究
は
少
な
く
︑
未
だ
体
系
化
も
進
ん
で
い
な
い
︒
そ
の
原
因
に
つ
い
て
釈
大
智
は
﹁
①
親
鸞
自
身
が

直
接
的
な
内
容
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
︑
②
倫
理
は
常
に
歴
史
的
状
況
の
対
峙
の
中
で
創
出
さ
れ
る
こ
と
︑
③
戦
時
教
学
と
し
て
の

真
俗
二
諦
論
﹂
と
い
う
三
つ
の
原
因
が
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
︒
１
１
特
に
︑﹁
①
親
鸞
自
身
が
直
接
的
な
内
容
を
示
し
て
い
な
い

こ
と
﹂
や
﹁
②
倫
理
は
常
に
歴
史
的
状
況
の
対
峙
の
中
で
創
出
さ
れ
る
こ
と
﹂
に
つ
い
て
釈
大
智
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 
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そ
も
そ
も
真
宗
倫
理
と
は
﹁
親
鸞
著
述
に
示
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
へ
の
応
答
﹂
を
含
む
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
︒

歴
史
的
存
在
と
し
て
の
主
体
が
︑
自
ら
が
置
か
れ
た
歴
史
的
条
件
の
中
で
直
面
す
る
問
い
に
対
し
て
︑
親
鸞
の
教
義
に
立
脚
し

な
が
ら
応
答
す
る
と
い
う
営
み
が
︑﹁
真
宗
倫
理
﹂
の
内
実
を
形
作
っ
て
い
る
１
２ 

こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
①
や
②
に
関
連
し
た
体
系
化
が
進
ま
な
い
原
因
と
し
て
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
定
義
の
ぶ
れ
が
考
え
ら
れ
る
︒

本
節
で
は
︑
ま
ず
倫
理
の
語
源
か
ら
そ
の
意
味
を
探
り
︑
次
に
先
行
研
究
に
お
け
る
倫
理
の
定
義
を
確
認
し
︑
ど
の
よ
う
に
真
宗
に

お
け
る
倫
理
の
定
義
が
違
っ
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
る
︒ 

 

倫
理
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
﹃
入
門
・
倫
理
学
﹄
に
よ
る
と 

日
本
語
の
﹁
倫
﹂
と
は
︑
も
と
も
と
仲
間
・
人
間
・
世
間
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑﹁
理
﹂
と
は
︑
も
と
は
玉
の
筋
目
・
模
様
の

こ
と
で
︑
転
じ
て
も
の
ご
と
の
筋
道
・
道
理
を
指
す
に
い
た
っ
た
と
い
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
本
語
の
﹁
倫
理
﹂
は
︑
人
間
模

様
と
か
世
間
風
景
と
い
う
弾
力
的
な
意
味
を
持
つ
︒﹁
倫
理
﹂
と
は
︑
狭
義
に
は
﹁
人
と
人
が
か
か
わ
り
あ
う
場
で
の
ふ
さ
わ

し
い
ふ
る
ま
い
方
﹂︑﹁
仲
間
の
間
で
守
る
べ
き
秩
序
﹂
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
︒ 

と
し
て
お
り
︑﹃
現
代
倫
理
学
事
典
﹄
に
は
﹁
倫
﹂
と
は
︑﹁
人
の
輪
﹂
と
い
う
意
味
で
︑﹁
倫
理
﹂
と
は
︑
人
間
社
会
で
守
ら
れ
る

べ
き
筋
目
と
い
う
意
味
に
な
る
︒﹂
と
説
明
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
倫
理
の
意
味
を
考
え
れ
ば
︑﹁
倫
理
﹂
と
い
う
言
葉
は

﹁
人
間
関
係
の
理
法
﹂
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
加
え
て
︑﹁E

thics

﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
﹃
倫
理
思

想
辞
典
﹄
で
は 

西
洋
語
で
倫
理
学ethics

の
語
源
と
な
る
エ
ー
ト
スethos

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
︑
も
と
も
と
﹁
巣
﹂﹁
住
み
か
﹂
の
意
で
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あ
る
︒
転
じ
て
﹁
身
に
つ
い
て
い
る
生
活
習
慣
・
精
神
的
風
土
﹂
を
意
味
す
る
︒
エ
ー
ト
ス
は
︑
個
人
に
お
い
て
は
﹁
性
格
︑

人
柄
︑
習
慣
﹂︑
集
団
の
レ
ベ
ル
で
は
﹁
慣
習
︑
習
俗
﹂
と
い
っ
た
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒M

oral

の
語
源

で
あ
る
ラ
連
語
のm

os(

複
数
形m

ores)

も
ほ
ぼ
同
義
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒ 

と
し
て
い
る
︒﹁
生
活
習
慣
﹂
や
﹁
人
柄
﹂
と
い
っ
た
意
味
を
表
し
て
い
る
の
を
見
る
と
︑﹁
倫
理
﹂
に
比
べ
て
︑
よ
り
個
人
的
な
内

容
の
よ
う
に
思
え
る
︒
以
上
︑
倫
理
の
語
義
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
︑
倫
理
と
い
う
言
葉
を
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
の
難
し
さ
が

分
か
る
︒
す
で
に
存
在
す
る
事
実
な
の
か
観
念
的
な
も
の
な
の
か
︑
個
人
的
な
も
の
な
の
か
社
会
的
な
も
の
な
の
か
︑
自
然
に
備
わ

っ
て
い
る
も
の
な
の
か
︑
人
為
的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
か
︒ 

真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
定
義
も
人
に
よ
っ
て
定
義
の
違
い
が
確
認
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
信
楽
峻
麿
は 

即
ち
︑
自
己
自
身
の
人
間
的
成
熟
と
︑
社
会
全
体
の
向
上
︑
成
熟
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
の
︑
具
体
的
な
営
み
︑
実
践
に
展
開
し
て

こ
そ
︑
真
宗
者
の
ま
こ
と
の
生
き
方
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
私
は
こ
こ
に
こ
そ
︑
真
宗
倫
理
を
め
ぐ
る
基
本
の
原
理
が

あ
る
と
考
え
る
１
３ 

と
し
て
お
り
︑
三
木
は
﹁
法
然
・
親
鸞
両
租
が
示
さ
れ
た
真
宗
の
倫
理
と
は
︑
念
仏
者
の
倫
理
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
︑
仏
智
満
入

し
て
不
断
の
称
名
す
る
者
の
生
活
規
範
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
信
楽
と
三
木
に
よ
れ
ば
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
と
は

﹁
生
き
方
﹂
や
﹁
生
活
規
範
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒ 

 

と
こ
ろ
で
︑
和
辻
哲
郎
は
倫
理
の
定
義
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

﹁
倫
理
﹂
と
は
︑
個
人
に
し
て
同
時
に
社
会
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
存
在
の
理
法
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
人
間
の
存
在
す
る
と
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こ
ろ
に
は
︑
す
で
に
倫
理
は
働
い
て
い
る
︒
社
会
を
形
成
す
る
以
前
の
孤
立
的
個
人
と
い
う
如
き
も
の
は
︑
人
間
あ
っ
て
以

来
︑
曾
て
存
在
し
た
こ
と
も
な
い
し
︑
ま
た
存
在
し
て
も
い
な
い
︒︵
中
略
︶
人
間
は
社
会
に
お
い
て
の
み
個
人
た
り
得
る
と

と
も
に
︑
ま
た
個
人
を
通
じ
て
の
み
社
会
た
り
得
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
こ
の
構
造
の
原
理
が
﹁
倫
理
﹂
に
他
な
ら
な
い 

こ
の
よ
う
に
倫
理
を
﹁
人
間
関
係
の
理
法
﹂
と
す
る
定
義
を
踏
ま
え
て
︑
林
信
康
は
﹁
倫
理
と
は
人
と
人
と
の
間
に
成
立
す
る
人
間

関
係
の
理
法
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
１
４
と
し
︑
釋
は 

本
論
で
用
い
る
倫
理
と
は
︑﹁
他
者
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
︵
他
者
理
解
︶︑
他
者
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
︵
他
者
関

係
︶
を
明
ら
か
に
す
る
営
み
﹂
と
し
て
使
用
す
る
︑
よ
っ
て
本
論
に
お
け
る
﹁
真
宗
倫
理
﹂
と
は
︑﹁
親
鸞
著
述
か
ら
見
出
さ

れ
る
人
と
人
と
の
間
柄
の
理
論
﹂
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
１
５ 

と
定
義
し
て
い
る
︒
林
と
釋
に
よ
れ
ば
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
と
は
﹁
人
間
関
係
の
理
法
﹂
と
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒ 

真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
定
義
を
ま
と
め
る
と
︑﹁
人
間
関
係
の
理
法
﹂
と
﹁
生
き
方
︑
生
活
規
範
﹂
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
こ
と

が
分
か
る
︒﹁
人
間
関
係
の
理
法
﹂
は
﹁
倫
理
﹂
の
語
義
に
近
く
︑﹁
生
き
方
︑
生
活
規
範
﹂
は
﹁E

thics

﹂
の
語
義
に
近
い
こ
と
も

確
認
で
き
る
︒
倫
理
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
あ
り
︑
定
義
付
け
が
難
し
く
人
に
よ
っ
て
定
義
が
分
か
れ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
そ
う

は
い
え
ど
も
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
倫
理
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
い
て
は
議
論
が
終

わ
ら
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
倫
理
に
ま
つ
わ
る
文
脈
の
中
で
︑
ど
の
定
義
を
採
用
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
︒
こ
の
問

い
に
答
え
を
出
す
た
め
に
︑
次
節
で
は
真
宗
に
お
け
る
倫
理
に
は
ど
の
よ
う
な
性
質
や
特
徴
が
あ
る
の
か
を
調
べ
る
︒ 
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第
三
節 

真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
特
徴 

 
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
特
徴
と
は
い
か
な
る
も
の
か
︒
内
藤
知
康
は
﹃
歎
異
抄
﹄
の
﹁
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る

な
り
﹂
に
つ
い
て 

す
な
わ
ち
︑
善
悪
の
基
準
は
仏
に
の
み
あ
り
︑
し
か
も
衆
生
は
そ
の
善
悪
を
徹
底
的
に
知
り
と
お
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

の
が
︑
親
鸞
の
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
衆
生
が
善
悪
の
基
準
を
持
ち
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
ま
さ
し
く
衆
生

は
自
ら
の
行
為
の
決
定
に
つ
い
て
何
等
の
当
為
も
持
た
ず
︑
ま
さ
し
く
自
ら
の
行
為
の
決
定
は
自
己
自
身
で
決
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
も
し
所
与
の
規
範
が
存
在
す
れ
ば
︑
自
ら
の
行
為
の
決
定
に
あ
た
っ
て
︑
そ
の
規
範
に
従
え
ば
良
い
の
で
あ
る

が
︑
所
与
の
規
範
が
存
在
し
な
い
以
上
︑
自
ら
の
行
為
の
決
定
は
自
己
自
身
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
１
６ 

と
述
べ
て
お
り
︑
規
範
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
︒
ま
た
三
木
は
当
為
性
に
つ
い
て 

﹁
は
ず
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
﹁
当
然
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
﹂﹁…

…

す
べ
し
﹂
と
い
う
当
為
の
倫
理
に

つ
な
が
り
や
す
い
︒
す
な
わ
ち
数
学
の
公
式
の
よ
う
に
割
り
切
り
︑
そ
し
て
規
範
的
に
﹁
か
く
な
る
は
ず
で
あ
る
﹂﹁
念
仏
者

の
生
き
方
﹂
と
決
定
し
︑﹁
真
宗
者
は
当
然…

…
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
当
為
の
倫
理
と
な
る
こ
と
は
祖
師
の
教
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
︒
１
７ 

と
述
べ
て
い
る
︒ 

 

ま
た
︑
先
行
研
究
は
倫
理
や
道
徳
に
つ
い
て
主
観
主
義
的
な
立
場
を
示
す
こ
と
が
多
い
︒
１
８
こ
こ
で
い
う
主
観
主
義
と
は
︑
倫

理
的
な
事
柄
に
真
理
は
存
在
せ
ず
︑
道
徳
的
な
問
い
に
対
す
る
唯
一
絶
対
に
正
し
い
本
当
の
答
え
も
な
い
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る
立
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場
の
こ
と
を
指
す
︒
主
観
主
義
の
主
張
と
し
て
は
①
倫
理
的
な
判
断
が
現
に
人
や
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
説
明
し
や
す
い
︑

②
何
が
善
い
の
か
を
決
め
る
の
は
自
分
で
あ
る
た
め
道
徳
判
断
の
説
明
が
し
や
す
い
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
一
方
で
︑
問

題
点
と
し
て
は
①
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
単
に
間
違
っ
て
い
る
だ
け
の
可
能
性
︑
②
犯
罪
者
に
対
し
て
﹁
お
前
は
不
道
徳
だ
﹂

と
言
え
ず
そ
の
考
え
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な
さ
﹂
が
倫
理
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か

る
︒
し
か
し
︑﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な
さ
﹂
と
い
う
表
現
は
本
当
に
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
︑
本
論
で

は
﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な
さ
﹂
と
い
う
表
現
を
﹁
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
判
断
は
真
偽
が
問
え
る
判
断
で
は
な
い
﹂
と
分
析
し
や
す
い

よ
う
換
言
し
た
い
︒﹁
道
徳
判
断
を
下
す
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
臓
器
移
植
に
同
意
す
べ
き
だ
！
﹂
や
﹁
児
童
虐
待
反
対
！
﹂
の
よ
う

な
真
偽
の
問
え
る
も
の
で
あ
り
﹁…

す
べ
き
﹂
と
い
う
当
為
性
を
含
ん
で
い
る
︒
真
宗
に
お
い
て
は
そ
の
当
為
性
が
否
定
さ
れ
る
た

め
︑﹁
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
判
断
は
真
偽
が
問
え
る
判
断
で
は
な
い
﹂
と
換
言
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒ 

  

第
二
章 

メ
タ
倫
理
学
に
つ
い
て 

第
一
節 

方
法
と
し
て
の
メ
タ
倫
理
学 

 

倫
理
学
は
規
範
倫
理
学
と
非
規
範
倫
理
学
に
大
別
さ
れ
る
︒
規
範
倫
理
学
は
主
と
し
て
︑
価
値
に
つ
い
て
の
問
い
︵
善
の
理
論
︶

と
義
務
に
つ
い
て
の
問
い
︵
正
の
理
論
︶
を
探
求
す
る
︒
一
方
︑
非
規
範
倫
理
学
は
メ
タ
倫
理
学
と
記
述
倫
理
学
に
分
け
ら
れ
る
︒
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メ
タ
倫
理
学
は
︑
価
値
や
義
務
の
本
質
を
探
究
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
そ
も
そ
も
価
値
と
は
何
か
﹂﹁
そ
も
そ
も
道
徳
的
義
務
と
は
何

か
﹂
と
い
っ
た
問
い
を
問
題
に
す
る
︒
記
述
倫
理
学
は
︑
倫
理
の
あ
り
よ
う
を
記
述
す
る
歴
史
的
︑
科
学
的
な
研
究
を
行
う
︒ 

 

規
範
倫
理
学
と
メ
タ
倫
理
学
の
違
い
に
つ
い
て
児
玉
聡
は
﹁
規
範
倫
理
学
の
問
い
が
倫
理
的
議
論
の
参
加
者

．

．
．
と
し
て
発
す
る
問
い

と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
︑
メ
タ
倫
理
学
の
問
い
は
実
際
の
議
論
か
ら
一
歩
下
が
り
︑
倫
理
的
議
論
の
性
質
に
つ
い
て
観
察
者

．

．
．
と
し

て
考
え
る
と
き
に
生
じ
る
問
い
だ
と
言
え
る
﹂
１
９
と
述
べ
て
い
る
︒
規
範
倫
理
学
が
第
一
階
の
問
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
メ
タ
倫
理

学
は
第
二
階
の
問
い
︑
メ
タ
レ
ベ
ル
の
問
い
と
言
え
る
︒
例
え
ば
﹁
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
善
い
か
﹂
と

か
﹁
浄
土
真
宗
へ
の
勧
誘
は
僧
侶
の
道
徳
的
義
務
か
﹂
な
ど
の
問
い
は
規
範
倫
理
学
的
な
問
い
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
そ
も
そ

も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
善
い
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
︵
そ
れ
は
客
観
的
に
決
ま
る
も
の
か
︑
あ
る
い
は
主
観
的
に
決
ま
る
も
の
な
の

か
︶﹂
と
か
﹁
僧
侶
の
道
徳
的
義
務
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
﹂
と
い
う
の
が
メ
タ
倫
理
学
的
な
問
い
と
言
え
る
︒ 

 

次
に
メ
タ
倫
理
学
の
詳
し
い
分
類
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
が
︑
そ
の
前
に
日
常
の
道
徳
的
な
営
み
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
を

紹
介
し
た
い
︒
日
常
の
道
徳
的
な
営
み
を
観
察
し
た
場
合
︑
道
徳
の
客
観
性
と
道
徳
の
規
範
性
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
特
徴
が
分
か

る
︒
道
徳
の
客
観
性
つ
い
て
児
玉
は 

道
徳
．

．
の．
客
観
性

．

．
．
と
は
︑
道
徳
の
議
論
は
︑
あ
た
か
も
客
観
的
な
答
え
が
あ
る
か
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
で
あ

る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
は
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
か
ど
う
か
﹂
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ

る
場
合
︑
議
論
の
参
加
者
た
ち
は
︑
賛
成
か
反
対
の
一
方
の
意
見
が
正
し
く
︑
他
方
の
意
見
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に

基
づ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
議
論
の
前
提
と
し
て
客
観
的
な
答
え
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
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点
で
︑
道
徳
の
議
論
は
趣
味
．

．
の
議
論
と
は
異
な
り
︑
科
学
．

．
の
議
論
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
２
０ 

と
説
明
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
道
徳
の
規
範
性
に
つ
い
て
児
玉
は 

道
徳
．

．
の．
規
範
性

．

．
．
と
は
︑
道
徳
判
断
が
︑
少
な
く
と
も
一
見
し
た
と
こ
ろ
︑
行
為
の
理
由
に
な
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
︒
あ
る
事

柄
︵
ａ
︶
が
あ
る
行
為
︵
Ａ
︶
の
理
由
に
な
る
と
は
︑
ａ
と
い
う
事
情
が
Ａ
と
い
う
行
為
を
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
一
つ
の
理

由
を
提
供
で
き
る
と
い
う
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
﹁
Ａ
と
い
う
行
為
を
す
る
︵
し
た
︶
の
は
な
ぜ
か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
︑

﹁
な
ぜ
な
ら
︑
ａ
と
い
う
事
情
が
あ
る
︵
あ
っ
た
︶
か
ら
﹂
と
答
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶
行
為
の
理
由
に
な
る
と

い
う
点
で
は
︑
道
徳
の
議
論
は
科
学
．

．
の
議
論
と
異
な
り
︑
趣
味
．
．
の
議
論
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
２
１ 

と
説
明
し
て
い
る
︒
以
上
の
道
徳
的
な
営
み
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
︑
道
徳
的
な
営
み
は
客
観
的
で
あ
り
︑
規
範
性
を
持
つ
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒ 

 

こ
の
﹁
道
徳
的
な
営
み
は
客
観
的
で
あ
り
︑
規
範
性
を
も
つ
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
観
に
基
づ
い
て
再
考
す
る
と

大
き
な
矛
盾
点
が
発
生
し
て
し
ま
う
︒
矛
盾
点
に
つ
い
て
の
話
を
始
め
る
前
に
︑
人
間
心
理
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
的
理
解
に
つ
い
て

簡
単
に
紹
介
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
︑
人
間
の
心
理
状
態
は
信
念
と
欲
求
に
分
か
れ
る
と
い
う
︒
こ
こ
で
い
う
信
念
と
は
︑
い

わ
ゆ
る
固
く
信
じ
て
疑
わ
な
い
心
の
こ
と
で
は
な
く
︑
世
界
が
ど
う
あ
る
か
を
表
し
た
心
理
状
態
の
こ
と
を
指
す
︒
例
え
ば
﹁
今
︑

外
で
雨
が
降
っ
て
い
る
﹂
や
﹁
ワ
イ
ン
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
ん
で
い
る
﹂
の
よ
う
な
客
観
的
な
答
え
が
存
在
す
る
科
学
の
議
論
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
︑
趣
味
の
議
論
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
信
念
と
は
︑
客
観
的
だ
が
規
範
的
で
は
な
い
︵
そ
れ
自
体
は
行
為
を
動
機
づ

け
な
い
︶︒
そ
れ
に
対
し
︑
欲
求
と
は
世
界
が
ど
う
あ
っ
て
ほ
し
い
か
を
表
し
た
心
理
状
態
の
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹁
雨
に
濡
れ
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た
く
な
い
﹂
や
﹁
ビ
ー
ル
よ
り
も
ワ
イ
ン
が
飲
み
た
い
﹂
と
い
っ
た
行
為
の
理
由
に
な
る
趣
味
の
議
論
に
近
い
も
の
で
あ
り
︑
科
学

の
議
論
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
欲
求
と
は
︑
客
観
的
で
な
い
が
規
範
的
で
あ
る
︵
行
為
の
動
機
づ
け
と
な
り
う
る
︶︒
こ
の
と
き
︑
わ

れ
わ
れ
は
道
徳
的
な
営
み
の
特
徴
に
つ
い
て
大
き
な
矛
盾
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
︒
日
常
の
道
徳
的
な
営
み
を
観
察
す
る

と
﹁
客
観
的
で
あ
り
︑
規
範
性
を
も
つ
﹂
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
た
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
的
理
解
に
基
づ
け
ば
信
念
と
欲
求
は
同
時
に
成

り
立
た
な
く
な
り
︑
客
観
的
か
つ
規
範
的
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
︒
道
徳
は
客
観
的
か
つ
規
範
的
で
あ
る
こ
と
は
可
能
な
の

か
︒
こ
の
疑
問
点
を
出
発
と
し
︑
メ
タ
倫
理
学
の
分
類
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
き
た
い
︒ 

 

メ
タ
倫
理
学
は
大
き
く
三
つ
の
立
場
に
分
か
れ
る
︒
ま
ず
は
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
信
念
・
欲
求
の
区
分
を
受
け
入
れ
な
い
﹁
反
ヒ
ュ
ー

ム
主
義
﹂
の
立
場
︒
反
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
主
張
は
﹁
道
徳
の
議
論
は
信
念
で
も
欲
求
で
も
な
い
客
観
的
か
つ
規
範
的
な
心
理
状
態
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
問
題
点
と
し
て
は
﹁
信
念
で
も
欲
求
で
も
な
い
心
理
状
態
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
次
に
︑
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
に
基
づ
い
た
上
で
道
徳
判
断
は
信
念
を
述
べ
て
い
る
と
い

う
﹁
実
在
論
・
認
知
主
義
﹂
の
立
場
と
︑
道
徳
判
断
は
欲
求
の
表
明
で
あ
る
と
い
う
﹁
反
実
在
論
・
非
認
知
主
義
﹂
の
立
場
に
分
か

れ
て
い
く
︒
実
在
論
・
認
知
主
義
の
主
張
は
﹁
世
界
に
は
道
徳
的
事
実
が
存
在
し
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
認
知
す
る
こ
と
で
道
徳
的

信
念
を
形
成
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
た
道
徳
判
断
を
行
う
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
主
な
問
題
点
と
し
て
は
﹁
客
観
的
か
つ
規
範
的
な

道
徳
的
事
実
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
﹂
や
﹁
仮
に
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
認
知
す
る

の
か
﹂
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
一
方
で
︑
反
実
在
論
・
非
認
知
主
義
の
主
張
は
﹁
世
界
に
は
道
徳
的
事
実
な
ど
な
く
︑
わ

れ
わ
れ
の
道
徳
判
断
は
世
界
が
ど
う
あ
っ
て
ほ
し
い
か
に
つ
い
て
の
欲
求
の
表
明
で
あ
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
主
な
問
題
点
と
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し
て
は
﹁
道
徳
が
主
観
的
・
相
対
的
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
﹂
や
﹁
道
徳
的
営
み
が
客
観
的
に
見
え
る
の
は
な
ぜ
か
﹂
と
い

う
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒ 

 

第
二
節 
メ
タ
倫
理
学
的
視
点
か
ら
の
分
析 

分
析
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
︑
最
初
に
分
析
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
示
し
て
お
き
た
い
︒
第
一
章
第
三
節
に
て
︑
内
藤
知
康
の
﹁
善
悪

の
基
準
は
仏
に
の
み
あ
り
︑
し
か
も
衆
生
は
そ
の
善
悪
を
徹
底
的
に
知
り
と
お
す
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
２
２
と
い
う
説
明
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
真
宗
の
倫
理
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
︑﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な
さ
﹂
で
あ
る
と
述
べ
た
︒
こ
の
﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な

さ
﹂
と
い
う
特
徴
は
衆
生
の
特
徴
で
あ
る
︒
仏
は
﹁
善
悪
の
基
準
が
あ
る
﹂
た
め
こ
の
限
り
で
は
な
い
︒
衆
生
は
﹁
道
徳
判
断
が
で

き
な
い
﹂
が
︑
仏
は
﹁
道
徳
判
断
が
で
き
る
﹂
の
だ
︒
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
︑
﹁
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
な
い
﹂

が
︑
﹁
仏
の
道
徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
る
﹂
の
だ
︒
分
析
の
対
象
は
﹁
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
な
い
﹂
と
﹁
仏
の
道

徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
る
﹂
の
二
点
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
考
え
が
両
立
す
る
の
か
︑
ま
た
両
立
す
る
な
ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
分
析
す
る
︒ 

 

ま
ず
︑﹁
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
な
い
﹂
と
い
う
主
張
の
特
徴
は
︑
反
実
在
論
や
非
認
知
主
義
の
立
場
に
似
て
い

る
︒
客
観
的
な
答
え
が
な
い
と
い
う
点
で
は
反
実
在
論
的
で
あ
り
︑
道
徳
判
断
の
真
偽
を
問
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
道
徳
的
事
実
を

認
知
で
き
な
い
こ
と
に
繋
が
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
歎
異
抄
﹄
を
振
り
返
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
は
善
悪
が
分
か
ら
な
い
と
い

う
記
述
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
善
悪
の
基
準
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒﹁
仏
は
善
悪
が
何
か
分
か
る
が
︑
衆
生
は
分
か
ら
な



コピー厳禁

15 
 

い
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
仏
の
側
に
お
い
て
は
善
悪
の
基
準
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
反
実
在
論
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
︒
一
方
で
︑
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
事
実
を
認
知
で
き
な
い
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
よ
う
に
思
え
る
︒
つ
ま
り
﹁
わ
れ

わ
れ
の
道
徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
な
い
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
反
実
在
論
的
で
は
な
い
が
非
認
知
主
義
の
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ

う
︒ 

 

次
に
︑﹁
仏
の
道
徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
る
﹂
と
い
う
特
徴
は
︑
実
在
論
や
認
知
主
義
の
立
場
に
似
て
い
る
︒
客
観
的
な
答
え
が

あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
実
在
論
的
で
あ
り
︑
道
徳
判
断
の
真
偽
を
問
え
る
と
い
う
こ
と
は
道
徳
的
事
実
を
認
知
で
き
る
こ
と
に
繋
が
る

か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
﹁
道
徳
判
断
の
真
偽
を
問
え
る
﹂
の
主
語
は
仏
で
あ
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
衆
生
で
は
な
い
︒
わ

れ
わ
れ
が
道
徳
的
事
実
を
認
知
で
き
る
な
ら
認
知
主
義
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
が
︑
仏
の
み
が
真
偽
を
問
え
る
の
で
あ

れ
ば
そ
れ
は
認
知
主
義
的
な
考
え
と
は
言
え
な
い
︒
一
方
で
︑
仏
の
み
が
道
徳
判
断
を
問
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
道
徳
的
な
正

し
さ
の
存
在
は
肯
定
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
事
実
や
性
質
は
わ
れ
わ
れ
の
心
か
ら
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
た
め
実
在
論
的
で
あ

る
︒
つ
ま
り
﹁
仏
の
道
徳
判
断
は
真
偽
を
問
え
る
﹂
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
道
徳
判
断
の
真
偽
が
問
え
る
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
は
実

在
論
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
が
認
知
主
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
は
﹁
実
在
論
的
か
つ
非
認
知

主
義
的
２
３
﹂
で
あ
る
と
言
え
る
︒
で
は
︑
実
在
論
的
か
つ
非
認
知
主
義
的
な
立
場
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒
そ

れ
は
﹁
仏
の
み
が
分
か
る
善
悪
の
基
準
の
存
在
は
あ
る
が
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
認
知
す
る
こ
と
︵
道
徳
的
信
念
を
形
成
す
る
こ

と
︶
が
で
き
な
い
﹂
と
い
う
立
場
と
言
え
る
︒
こ
れ
は
﹁
わ
れ
わ
れ
は
善
悪
が
分
か
ら
な
い
﹂
と
い
う
﹃
歎
異
抄
﹄
の
記
述
と
も
合

致
す
る
︒ 
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し
か
し
︑
実
在
論
的
か
つ
非
認
知
主
義
的
な
立
場
に
は
幾
つ
か
致
命
的
な
問
題
点
が
あ
る
︒
ま
ず
一
つ
目
は
﹁
道
徳
判
断
を
め
ぐ

る
対
話
が
成
立
し
な
く
な
る
﹂
と
い
う
こ
と
だ
︒
非
認
知
主
義
で
あ
る
以
上
︑
倫
理
的
正
し
さ
を
認
知
で
き
な
い
立
場
の
た
め
︑

﹁
無
実
の
人
を
殺
す
こ
と
は
正
し
い
﹂﹁
児
童
虐
待
は
善
い
こ
と
だ
﹂
と
い
う
道
徳
判
断
に
つ
い
て
も
﹁
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
﹂

と
言
っ
て
否
定
で
き
な
い
︒
実
在
論
的
な
立
場
を
許
容
し
つ
つ
も
︑
実
質
的
に
は
主
観
主
義
の
立
場
も
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
実
在
論
的
な
立
場
を
取
る
こ
と
で
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
が
︑
結
局
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
道
徳
判
断
の
真
偽
が
問
え

な
い
た
め
︑
主
観
主
義
的
な
問
題
は
拭
え
な
い
ま
ま
と
な
る
︒
二
つ
目
の
問
題
点
は
﹁
真
宗
の
立
場
か
ら
実
在
論
的
な
立
場
は
容
認

さ
れ
な
い
﹂
と
い
う
深
刻
な
問
題
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
仏
の
み
が
分
か
る
善
悪
の
基
準
と
い
う
の
は
智
慧
を
指
し
て
お
り
︑
智
慧

は
空
で
あ
る
︒
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
有
る
で
も
な
け
れ
ば
無
い
で
も
な
く
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
︑
ま
た
縁
起
で
も
あ
り
状

況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
︒
仏
の
み
が
分
か
る
善
悪
の
基
準
は
﹁
存
在
す
る
﹂
と
は
言
え
ず
︑
実
在
論
的
な
立
場
に
は
コ

ミ
ッ
ト
で
き
な
い
︒ 

  

第
三
章 

真
宗
と
倫
理
に
関
す
る
諸
課
題 

第
一
節 

空
じ
ら
れ
る
倫
理
の
可
能
性 

 

第
二
章
の
最
後
に
て
︑
実
在
論
的
か
つ
非
認
知
主
義
的
な
倫
理
の
あ
り
方
は
空
の
立
場
か
ら
容
認
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
︒
実
在
論
的
か
つ
非
認
知
主
義
的
な
倫
理
の
あ
り
方
が
空
の
立
場
か
ら
容
認
さ
れ
な
い
な
ら
ば
︑
そ
の
空
の
立
場



コピー厳禁

17 
 

か
ら
見
た
倫
理
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒
ま
た
︑
空
の
立
場
に
お
け
る
倫
理
の
あ
り
方
は
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
な
活

動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
︒
本
節
で
は
︑
氣
多
雅
子
の
﹁
大
乗
の
倫
理
は
︑
行
為
の
規
範
を
空
ず
る
﹂
２
４
と
い
う
主

張
を
基
に
し
て
︑
空
の
立
場
か
ら
倫
理
を
説
く
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒ 

 

そ
も
そ
も
仏
教
に
お
い
て
行
為
の
規
範
は
﹁
戒
律
﹂
に
示
さ
れ
る
︒
戒
律
に
は
仏
教
者
の
生
活
規
範
や
社
会
的
実
践
に
つ
い
て
ど

う
あ
る
べ
き
か
を
示
し
て
い
る
︒
氣
多
は
仏
教
に
お
け
る
規
範
の
基
礎
は
﹁
戒
律
の
基
礎
﹂
と
換
言
で
き
る
と
し
︑
戒
律
が
初
期
仏

教
か
ら
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
︒
２
５
初
期
仏
教
に
お
け
る
戒
律
は
出
家
者
と
在
家
者
で
は
っ
き
り
と
区
別

さ
れ
る
︒
出
家
者
の
戒
律
は
僧
伽
の
規
則
に
よ
り
他
律
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
に
対
し
︑
在
家
者
の
戒
律
は
ご
く
少
数
の
戒
が
与
え

ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
自
律
的
な
性
格
を
も
つ
︒
一
見
す
る
と
相
反
す
る
性
格
の
戒
律
に
見
え
る
が
︑
業
思
想
を
用
い
戒
律
の
違
い
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
︑
仏
教
の
業
思
想
は
苦
果
を
嫌
厭
し
て
悪
業
を
避
け
る
︑
或
い
は
楽
果
を
愛
求
し
て
善
業
を
積
む
と

い
う
次
元
で
の
倫
理
性
を
内
包
す
る
と
共
に
︑
業
の
滅
に
至
ら
ん
と
し
て
正
し
い
行
為
︑
正
し
い
生
き
方
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
と
い
う
倫
理
性
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て
同
じ
倫
理
的
規
範
が
二
つ
の
異
な
る
次
元
で
受
け
と
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
在
家
者
は
世
間
的
な
幸
福
追
求
か
ら
出
発
し
︑
出
家
者
は
そ
の
よ
う
な
幸
福
追
求
の
断
念
か
ら
出
発
す

る
こ
と
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳
の
あ
り
方
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
が
︑
業
思
想
に
お
い
て
両
者
が
橋
渡
し
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
２
６ 

初
期
仏
教
で
は
出
家
者
と
在
家
者
は
区
別
さ
れ
る
が
︑
大
乗
仏
教
に
な
る
と
出
家
者
と
在
家
者
の
区
別
は
退
け
ら
れ
菩
薩
道
と
い
う
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新
し
い
戒
律
観
が
形
成
さ
れ
る
︒
氣
多
は
菩
薩
戒
に
つ
い
て
﹁
戒
律
は
形
式
的
に
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
︑
善
悪

の
固
定
的
基
準
は
存
在
し
な
く
な
る
﹂
２
７
と
ま
と
め
る
︒
例
え
ば
友
人
に
殺
し
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
場
合
︑
友
人
を
殺
し
た
く

な
い
気
持
ち
と
友
人
の
言
う
通
り
に
し
て
あ
げ
た
い
気
持
ち
の
葛
藤
が
起
き
る
︒
こ
の
と
き
に
起
き
る
葛
藤
に
つ
い
て
氣
多
は 

そ
こ
に
起
き
る
の
は
諸
規
範
︵
諸
価
値
︶
の
葛
藤
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
利
他
の
行
為
相
互
の
葛
藤
で
あ
る
︒
そ
れ
は
理
論
的
観

念
的
葛
藤
で
は
な
く
︑
実
践
的
個
別
的
な
葛
藤
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ど
ち
ら
が
善
で
あ
る
か
と
い
う
考
察
で
は
な
く
︑
ど
ち
ら
か

が
よ
り
小
さ
な
悪
で
あ
る
か
と
い
う
考
察
を
要
求
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
葛
藤
は
更
に
徹
底
的
に
戒
律
の
根
底
を
問
い
直
さ
せ

る
︒
利
他
の
理
念
は
戒
律
の
根
底
に
ひ
と
つ
の
光
を
当
て
な
が
ら
︑
限
り
な
い
問
い
直
し
の
循
環
の
中
に
行
為
主
体
を
投
げ
込

む
の
で
あ
る
︒
２
８ 

と
説
明
す
る
︒
常
に
問
い
直
さ
れ
る
場
︑
規
範
を
空
ず
る
運
動
に
お
い
て
固
定
的
な
基
準
は
存
在
せ
ず
︑
身
体
や
言
葉
に
現
れ
る
外

面
的
行
為
よ
り
も
内
面
的
動
機
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
動
機
を
知
る
の
は
自
分
自
身
し
か
い
な
い
た
め
︑
換
言
す
れ
ば
︑
菩

薩
戒
は
他
律
的
性
格
で
は
な
く
自
律
的
性
格
で
あ
る
と
言
え
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
氣
多
は
﹁
世
間
出
世
間
の
区
別
を
超
え
た
普

遍
的
世
界
の
中
で
仏
教
者
と
し
て
従
う
べ
き
生
活
の
規
範
と
い
う
意
味
を
も
つ
﹂
２
９
と
し
︑﹁
仏
教
者
は
そ
の
修
行
生
活
に
お
い

て
社
会
的
関
係
の
只
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
自
己
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
３
０
と
主
張
す
る
︒
た
だ
し
注
意
点
と
し
て 

菩
薩
戒
を
実
践
す
る
た
め
に
は
仏
陀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
︑
菩
薩
戒
は
最
終
的
に
は
仏
陀
に
至
っ

て
成
就
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
自
覚
の
深
化
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
︒
大
乗
の
倫
理
は
そ
れ
が
内
包
す
る
宗
教

的
要
求
が
理
解
さ
れ
な
い
場
合
に
は
︑
非
常
に
危
険
な
も
の
と
な
る
︒
３
１ 



コピー厳禁

19 
 

と
い
っ
た
こ
と
を
挙
げ
︑
菩
薩
戒
に
孕
む
危
険
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒
大
乗
の
倫
理
は
常
に
問
い
直
さ
れ
規
範
を
空
ず
る
運

動
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
宗
教
的
自
覚
の
深
化
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
問
い
直
す
中
で
ど
の
よ
う
な
結
果
を
生
む
か
に
つ
い
て

真
に
知
る
の
は
仏
陀
の
智
慧
で
あ
る
た
め
︑
わ
れ
わ
れ
が
実
践
す
る
の
は
憚
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
︒
し
か
し
︑
氣
多
は 

否
定
を
突
き
付
け
る
と
い
う
仕
方
で
︑
空
ぜ
ら
れ
る
規
範
は
確
か
に
我
々
に
根
源
的
指
示
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
指

示
を
受
け
取
る
こ
と
は
︑
仏
陀
で
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
︒
む
し
ろ
こ
の
否
定
を
真
剣
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
︑
仏
陀
の
智
慧

に
ふ
さ
わ
し
い
成
熟
へ
と
導
く
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒
３
２ 

と
規
範
を
空
ず
る
運
動
が
積
極
的
な
規
範
の
思
想
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒ 

 

こ
こ
で
氣
多
の
主
張
を
基
に
︑
空
の
立
場
に
お
け
る
倫
理
の
あ
り
方
を
ま
と
め
た
い
︒
氣
多
は
大
乗
の
規
範
の
基
礎
は
規
範
を
空

ず
る
運
動
に
あ
る
と
し
︑
そ
れ
は
戒
律
の
根
底
に
ひ
と
つ
の
光
を
当
て
な
が
ら
︑
限
り
な
い
問
い
直
し
の
循
環
の
中
に
行
為
主
体
を

投
げ
込
む
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
立
場
に
つ
い
て
︑
念
仏
者
の
倫
理
に
つ
い
て
述
べ
た
井
上
善
幸
は 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
行
と
そ
の
成
就
で
あ
る
浄
土
に
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
の
呼
び
声
を
通
じ
て
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
絶
え
間

な
く
自
己
と
社
会
の
不
実
を
照
ら
し
出
さ
れ
慚
愧
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
も
︑
望
ま
し
い
可
能
性
を
模
索
す
る
と
い
う
宗
教
的
か
つ

積
極
的
な
倫
理
で
あ
る
︒
３
３ 

と
同
じ
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
も
う
一
つ
こ
の
よ
う
な
立
場
に
似
て
い
る
も
の
と
し
て
氣
多
は
親
鸞
の
﹁
無
戒
﹂
を

挙
げ
て
い
る
︒
無
戒
の
場
で
は
具
体
的
な
行
為
の
指
示
は
全
く
の
空
白
と
な
る
が
︑
空
白
ゆ
え
に
規
範
を
根
本
的
に
問
う
て
い
く
立

場
が
生
ま
れ
る
︒﹁
無
戒
﹂
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
そ
の
戒
が
﹁
有
﹂
と
の
対
立
の
中
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
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が
︑
こ
れ
は
具
体
的
な
指
示
が
空
白
に
な
る
箇
所
を
切
り
取
っ
て
﹁
無
﹂
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
無
戒
の
本
質
は
規
範
を
空
ず

る
運
動
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
井
上
は
こ
の
規
範
を
空
ず
る
運
動
を
﹁
慚
愧
﹂
と
し
た
倫
理
の
あ
り
方
を
示
し
て
い

る
︒ 

 

こ
の
よ
う
な
規
範
を
空
じ
て
い
く
﹁
空
の
倫
理
﹂
は
︑
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
問
題
点
を
解
決
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑

真
宗
に
お
け
る
倫
理
は
主
観
主
義
的
な
立
場
を
示
す
こ
と
が
多
い
︒
倫
理
的
な
答
え
は
人
そ
れ
ぞ
れ
と
す
る
が
︑
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ

の
主
張
を
肯
定
す
る
と
同
時
に
︑
他
人
の
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
く
︒
し
か
し
︑
空
の
倫
理
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に

は
陥
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
主
観
主
義
と
は
﹁
倫
理
的
な
事
柄
に
真
理
は
存
在
せ
ず
︑
道
徳
的
な
問
い
に
対
す
る
唯
一
絶
対
に

正
し
い
本
当
の
答
え
も
な
い
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る
立
場
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
空
の
立
場
は
絶
対
的
な
無
や
有
を
認
め
な
い
た
め
︑

倫
理
的
な
真
理
が
存
在
し
な
い
と
い
う
主
観
主
義
の
立
場
と
は
真
逆
に
あ
る
︒
空
の
倫
理
は
主
観
主
義
で
は
な
い
た
め
︑
そ
の
問
題

を
ど
う
解
決
す
る
か
の
話
も
な
い
︒
主
観
主
義
の
立
場
に
お
け
る
問
題
は
︑
空
の
倫
理
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
な
い
の
だ
︒
し
か

し
︑
そ
う
は
言
っ
て
も
﹁
道
徳
的
対
話
が
成
立
し
な
い
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
空
の
立
場
も
同
じ
問
題
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
︒
規
範
を
絶
対
視
せ
ず
常
に
問
い
続
け
る
な
ら
︑﹁
子
ど
も
を
虐
待
す
る
こ
と
は
悪
い
﹂﹁
老
人
に
席
を
譲
る
こ
と
は
よ
い
﹂
と

い
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
︒﹁
よ
い
﹂﹁
悪
い
﹂
と
い
っ
た
主
張
を
せ
ず
に
道
徳
的
対
話
は
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う

か
︒
こ
の
問
題
に
対
し
て
空
の
倫
理
は
﹁
道
徳
的
対
話
は
可
能
で
あ
る
﹂
と
応
答
す
る
だ
ろ
う
︒
空
の
倫
理
は
規
範
を
絶
対
視
し
な

い
と
い
う
立
場
で
あ
り
︑
道
徳
判
断
を
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
子
ど
も
を
虐
待
す
る
こ
と
は
悪
い
﹂
と
い

う
主
張
を
絶
対
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
︑﹁
子
ど
も
を
虐
待
す
る
の
は
悪
い
の
で
は
な
い
か
﹂﹁
老
人
に
席
を
譲
る
こ
と
は
本
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当
に
よ
い
こ
と
な
の
か
﹂
と
問
い
続
け
る
こ
と
は
支
持
さ
れ
る
︒ 

 
第
二
章
に
て
メ
タ
倫
理
学
的
視
点
か
ら
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
特
徴
を
分
析
し
た
結
果
︑
実
在
論
的
か
つ
非
認
知
主
義
的
な
立
場

の
可
能
性
が
導
き
出
さ
れ
た
が
︑
仏
が
も
つ
智
慧
が
絶
対
的
で
は
な
く
空
で
あ
る
た
め
︑
実
在
論
の
立
場
が
却
下
さ
れ
メ
タ
倫
理
学

的
視
点
か
ら
の
真
宗
に
お
け
る
倫
理
を
表
現
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
氣
多
の
﹁
大
乗
の
倫
理
は
︑
行
為
の
規
範
を
空

ず
る
﹂
と
い
う
主
張
を
基
に
︑
倫
理
を
空
ず
る
立
場
を
模
索
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
規
範
を
絶
対
視
せ
ず
に
空
じ
て
い
く
運
動
を
基
礎

に
し
た
常
に
問
い
続
け
る
﹁
空
の
倫
理
﹂
に
可
能
性
を
見
出
せ
た
︒
空
の
倫
理
は
︑
従
来
の
課
題
で
あ
っ
た
主
観
主
義
的
な
問
題
を

乗
り
越
え
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
立
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
︒ 

 

第
二
節 

真
宗
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
の
か 

 

こ
こ
ま
で
真
宗
に
お
け
る
倫
理
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
︑
そ
も
そ
も
真
宗
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
真

宗
の
立
場
で
倫
理
を
説
き
始
め
た
経
緯
に
つ
い
て
︑
釋
は 

日
本
に
お
け
る
﹁
倫
理
﹂
の
創
出
は
︑
近
代
の
は
じ
ま
り
と
と
も
に
あ
っ
た
︒
そ
し
て
明
治
中
期
に
至
る
と
︑
国
民
の
道
徳
的

結
合
を
目
指
す
政
策
が
次
々
に
打
ち
出
さ
れ
る
国
家
体
制
が
整
備
さ
れ
︑
真
宗
を
含
め
た
様
々
な
領
域
に
お
い
て
も
倫
理
は
無

視
で
き
な
い
重
要
な
問
題
と
な
る
︒
こ
こ
で
意
味
さ
れ
る
﹁
倫
理
﹂
と
は
︑
当
時
の
公
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
﹁
国
民
道

徳
論
﹂
を
指
し
て
お
り
︑
こ
れ
に
抵
触
し
な
い
倫
理
観
が
各
領
域
で
要
求
さ
れ
た
︒
真
宗
に
お
い
て
は
聖
典
の
解
釈
如
何
に
よ

っ
て
︑
真
宗
に
は
倫
理
・
道
徳
観
が
存
在
す
る
こ
と
と
︑
そ
れ
は
国
民
道
徳
論
・
国
家
神
道
と
な
ん
ら
相
反
す
る
も
の
で
は
な
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い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
理
論
が
︑
梅
原
真
隆
や
普
賢
大
円
︑
大
原
性
実
と
い
っ
た
教
団
中
央
の
人

物
た
ち
に
よ
っ
て
︑
真
俗
二
諦
論
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
︒
戦
後
︑
彼
ら
の
真
俗
二
諦
論
は
徹
底
的
な
反
省
が
促
さ

れ
︑
真
宗
倫
理
を
問
う
視
座
と
は
︑
真
俗
二
諦
論
の
分
析
と
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
３
４ 

と
ま
と
め
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
元
来
真
宗
が
倫
理
を
説
く
と
き
の
立
場
は
教
団
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
第
一

章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
本
論
文
で
は
倫
理
に
ま
つ
わ
る
﹁
真
宗
﹂
は
﹁
教
義
・
教
え
﹂
が
適
切
だ
と
考
え
る
︒
教
団
の
立
場

で
は
な
く
︑
真
宗
の
教
え
の
立
場
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒ 

ま
ず
︑﹁
真
宗
は
倫
理
を
説
く
必
要
が
な
い
立
場
﹂
の
主
張
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
倫
理
を
仮
に
﹁
真
宗
者
の
生
き
方
︑
生

活
規
範
﹂
と
し
た
場
合
︑
そ
の
生
き
方
や
生
活
規
範
は
ど
の
よ
う
に
定
ま
る
も
の
だ
ろ
う
か
︒
真
宗
の
教
義
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う

に
生
き
方
や
生
活
規
範
を
定
め
る
の
か
︒
親
鸞
は
具
体
的
な
倫
理
的
実
践
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
な
い
た
め
︑
よ
り
詳
細
に
生
き
方

や
生
活
規
範
を
示
す
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
生
き
方
や
生
活
規
範
が
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
れ
に
沿
え
な
い
人
は
救
わ

れ
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
以
上
を
も
と
に
﹁
真
宗
は
倫
理
を
説
く
必
要
が
な
い
﹂
と
い
う
主
張
が
お
こ
な
わ
れ
る
︒ 

こ
の
意
見
に
対
し
て
﹁
真
宗
は
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
立
場
﹂
は
︑
空
の
倫
理
を
用
い
て
反
論
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
ず
﹁
倫
理

を
説
く
目
的
が
無
く
な
っ
た
﹂
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
﹁
そ
の
空
白
の
中
に
指
し
示
す
も
の
が
残
っ
て
い
る
﹂
と
応
答
す
る
︒
確

か
に
か
つ
て
倫
理
を
説
く
目
的
は
国
民
道
徳
論
に
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
︑
今
は
そ
れ
が
無
く
な
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
こ
に
は

﹁
そ
の
う
え
で
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
﹂
と
根
本
的
に
問
い
に
さ
ら
さ
れ
る
場
が
あ
る
︒
目
的
が
な
く
な
っ
た
と
し

て
︑
倫
理
を
説
く
必
要
が
な
い
と
本
当
に
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
続
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
次
に
﹁
倫
理
が
権
威
を
ふ
り
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か
ざ
す
た
め
の
道
具
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
い
う
問
題
は
︑
空
の
倫
理
に
お
い
て
発
生
し
な
い
︒
倫
理
を
﹁
生
き
方
︑
生
活
規

範
﹂
と
し
た
と
し
て
︑
そ
れ
を
他
律
的
性
格
の
も
の
と
み
る
か
自
律
的
性
格
の
も
の
と
み
る
か
で
話
が
変
わ
る
︒
倫
理
が
権
威
を
ふ

り
か
ざ
す
道
具
に
な
る
と
い
う
主
張
は
︑
倫
理
が
他
律
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
背
景
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
空

の
倫
理
で
は
固
定
的
な
基
準
は
な
く
外
面
的
行
為
よ
り
も
内
面
的
動
機
が
重
視
さ
れ
る
た
め
︑
他
律
的
性
格
で
は
な
く
自
律
的
性
格

の
も
と
に
あ
る
︒
倫
理
を
﹁
生
き
方
︑
生
活
規
範
﹂
と
し
た
場
合
の
問
題
は
他
律
的
性
格
を
前
提
に
考
え
た
た
め
に
起
こ
っ
た
も
の

で
あ
り
︑
空
の
倫
理
の
立
場
で
は
倫
理
を
﹁
生
き
方
︑
生
活
規
範
﹂
と
考
え
て
も
問
題
は
な
い
︒ 

た
だ
し
︑
空
の
倫
理
の
立
場
は
﹁
真
宗
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
立
場
﹂
で
も
な
い
と
考
え
る
︒
空
の
倫
理
は
﹁
真
宗
か
ら

倫
理
を
説
く
必
要
が
な
い
立
場
﹂
を
否
定
す
る
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
﹁
真
宗
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
立
場
﹂
も
否
定
す
る
だ

ろ
う
︒
大
切
な
の
は
規
範
を
絶
対
視
し
な
い
こ
と
で
あ
る
た
め
﹁
真
宗
か
ら
倫
理
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
！
﹂
と
い
っ
た

主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
︒ 

   

結
論 

 

本
論
文
で
は
真
宗
と
倫
理
を
め
ぐ
る
諸
説
に
つ
い
て
︑
メ
タ
倫
理
学
的
視
点
を
用
い
て
新
た
な
立
場
を
提
示
す
る
こ
と
を
軸
と
し

て
各
章
で
諸
問
題
を
論
じ
て
き
た
︒
各
章
の
概
観
を
も
っ
て
結
論
を
述
べ
た
い
︒ 
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第
一
章
で
は
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
を
分
析
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
︑﹁
真
宗
﹂
や
﹁
倫
理
﹂
と
い
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
考
察

し
た
︒
倫
理
を
め
ぐ
る
文
脈
で
の
﹁
真
宗
﹂
は
﹁
教
え
︑
教
義
﹂
で
用
い
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
︑
真
宗
を
め
ぐ
る
文
脈
で
の
﹁
倫

理
﹂
は
﹁
人
間
関
係
の
理
法
﹂
と
﹁
生
き
方
︑
生
活
規
範
﹂
の
二
つ
の
意
味
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
続
い
て
︑
真

宗
に
お
け
る
倫
理
の
特
徴
と
し
て
﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な
さ
﹂
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒ 

 

第
二
章
で
は
︑
ま
ず
メ
タ
倫
理
学
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
簡
易
的
で
は
あ
る
が
︑
ヒ
ュ
ー
ム
的
人
間
観
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
ま
と
め
た
︒
次
に
﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な
さ
﹂
と
い
う
点
を
実
在
論
・
認
知
論
の
立
場
か
ら
分
析
し
︑
真
宗
に
お
け

る
倫
理
が
﹁
実
在
論
的
か
つ
非
認
知
主
義
的
な
立
場
﹂
で
あ
る
と
予
想
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
分
析
は
道
徳
判
断
に
注
目
し
た
が

﹁
仏
﹂
と
い
う
特
殊
性
を
無
視
し
た
た
め
に
齟
齬
が
生
じ
た
︒ 

 

第
三
章
で
は
︑
空
の
立
場
か
ら
﹁
実
在
論
的
か
つ
非
認
知
主
義
的
な
立
場
﹂
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
示
し
︑
規
範
を
空
ず
る

﹁
空
の
倫
理
﹂
の
立
場
を
提
示
し
た
︒
さ
ら
に
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
真
宗
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
考
え
た
︒﹁
空
の
立
場
﹂
か
ら
見
れ
ば
︑
真
宗
か
ら
倫
理
を
説
く
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
ら
ず
︑

常
に
問
い
続
け
る
と
い
う
姿
勢
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
︒ 

 

本
論
文
で
は
︑
真
宗
と
倫
理
を
め
ぐ
る
従
来
の
諸
説
を
手
が
か
り
に
︑
真
宗
に
お
け
る
倫
理
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し

た
︒
従
来
重
要
と
さ
れ
て
き
た
﹁
規
範
性
・
当
為
性
の
な
さ
﹂
は
他
律
的
性
格
で
あ
る
が
︑
空
の
立
場
を
用
い
れ
ば
自
律
的
性
格
を

お
び
た
新
た
な
倫
理
の
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
て
い
く
︒
メ
タ
倫
理
学
的
視
点
か
ら
の
分
析
に
よ
る
新
た
な
立
場
を
提
示
す
る
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
が
︑
そ
れ
を
契
機
と
し
て
空
の
立
場
を
示
せ
た
こ
と
に
本
論
文
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
︒
規
範
が
空
じ
ら
れ
る
場
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に
お
い
て
常
に
問
い
続
け
る
姿
勢
こ
そ
が
真
宗
に
お
け
る
倫
理
の
可
能
性
で
あ
る
と
し
︑
本
論
文
の
結
論
と
し
た
い
︒
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