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題

の

所

在

現
代
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
を
仏
教
の
観
点
か
ら
眺
め
る
と
き
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
立
場
が

え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
、
仏
教
に

機
軸
を
置
い
て
、
そ
こ
か
ら
現
代
の
問
題
を
解
釈
し
、
仏
教
の
原
則
に
基
づ
い
て
そ
の
問
題
へ
の
対
応
を

え
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
逆
に
、
現
代
の
問
題
の
ほ
う
を
中
心
に
置
い
て
、
そ
れ
と
関
連
す
る
仏
教
の
中
の
要
素
に
照
明
を
当
て
つ
つ
、
仏
教
的

え

方
を
そ
の
現
代
の
問
題
の
解
決
の
参

に
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
現
代
日
本
で
第
一
の
立
場
を
貫
く
こ
と
は
難
し
い
。
と
り
わ
け
仏
教
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
イ
ン
ド
仏
教
は
、
背

景
と
な
っ
た
時
代
も
文
化
も
現
代
日
本
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
個
人
レ
ベ
ル
で
そ
れ
を
指
針
と
し
て
い
る
ご
く
一
部
の
人
な
ら

ま
だ
し
も
、
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
現
代
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
イ
ン
ド
仏
教
を
選
ぶ
必
然
性
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
何
事
を
も
相
対
化
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
、
い
か
な
る
も
の
に
も
権
威
を
置
か
な
い
人
々
に
む
か
っ
て
、
た
だ
単
に

仏

教
で
は
こ
う

え
て
い
る
か
ら
そ
れ
に
従
う
と
よ
い

と
主
張
し
て
も
、
説
得
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
日
本
の
問

題
を
仏
教
の
観
点
か
ら
眺
め
る
と
き
、
お
の
ず
と
立
場
は
第
二
の
も
の
と
な
る
。
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そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
現
代
日
本
の

善
と
悪

の
問
題
を

え
る
と
き
、
殺
人
と
い
う
悪
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
現
在
ま
だ
裁
判
で
抗
争
中
の
た
め
真
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
サ

リ
ン
に
よ
る
無
差
別
テ
ロ
を
実
行
し
た
背
景
に
、
麻
原
彰
晃
教
祖
（
松
本
智
津
夫
被
告
人
）
の
思
想
が
絡
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
サ
リ
ン
の
散
布
は
人
類
救
済
計
画
実
現
の
一
方
法
で
あ
る
と

え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
人
を

殺
す
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
そ
の
相
手
の
た
め
に
な
る
と
い
う
、
い
わ
ば
利
他
殺
人
の
思
想
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
で

１
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
発
想
の
も
と
が
、
す
で
に

伽
行
学
派
の

菩

２
薩
地

に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
行
タ
ン
ト
ラ
所
属
の

大

３
日
経

や
無
上

伽
タ
ン
ト
ラ

所
属
の

秘
密
集
会
タ
ン

４
ト
ラ

な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
研
究
者
に
と
っ
て
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
実
行
す
る
よ
う
な
人
間
が
現
れ
る
こ
と
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
殺
人
と
い
う
悪
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
神
戸
の
中
学
生
に
よ
る
連
続
殺
害
事
件
が
世
間
を
騒
が
せ

た
直
後
、
テ
レ
ビ
に
お
い
て
一
人
の
少
年
が

な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か

と
い
う
質
問
を
投
げ
か
け
た
こ
と
に

５
あ
る
。
そ

の
際
に
大
人
の
側
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
満
足
な
説
明
が
出
な
か
っ
た
こ
の
質
問
は
、
神
戸
の
事
件
そ
の
も
の
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
衝
撃
を

世
間
に
投
げ
か
け
た
。
お
そ
ら
く
我
々
、
大
部
分
の
大
人
た
ち
は
社
会
性
を
身
に
つ
け
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
改
め
て
そ
の
よ
う
な
問

い
か
け
を
す
る
ま
で
も
な
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
と

感
じ
る

よ
う
に
育
っ
て
お
り
、

な
ぜ
人
を
殺
し
て

は
い
け
な
い
の
か

と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
自
体
、
す
で
に
感
覚
的
に
異
な
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
突
き
付
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
小
論
は
、
以
上
の
二
点
、
す
な
わ
ち
、
相
手
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
殺
人
、
利
他
殺
人
は
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
と
、
殺
人
を
何
故
し
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
仏
教
と
り
わ
け

現
観
荘
厳
論

を
参

に
し
た
私
見
の
披
露
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で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
多
く
の
批
判
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

仏
教
に
お
け
る
不
殺
生
の
根
拠

現
観
荘
厳
論

の
立
場
か
ら
殺
人
の
問
題
に
つ
い
て

え
る
前
に
、
ま
ず
、
そ
も
そ
も
仏
教
は
な
に
ゆ
え
に
殺
生
を
禁
止
し
て
き
た

か
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
大
雑
把
な

察
で
は
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
パ
ー
リ
語
仏
典
を
資
料
と
し
て
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
が

ど
の
よ
う
な
見
地
か
ら
殺
生
を
捉
え
て
き
た
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

相
応
部
経
典
三
、
八

マ
ッ
リ
カ
ー

に
は
次
の
よ
う
な
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

コ
ー
サ
ラ
国
の
王
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
は
マ
ッ
リ
カ
ー
夫
人
に
向
か
っ
て
、

自
分
よ
り
も
愛
し
い
者
が
あ
る
か

と
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対

し
て
夫
人
は

な
い

と
答
え
て
い
る
。
王
は
仏
陀
に
こ
と
の
い
き
さ
つ
を
報
告
す
る
と
、
仏
陀
は
そ
れ
に
対
し
て
教
え
を
訓
示
し
た
。

誰
に
と
っ
て
も
自
分
よ
り
も
愛
し
い
者
は
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
の
愛
し
い
こ
と
を
知
っ
た
者
は
、
他
の
者
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
。

同
種
の
訓
戒
は

ダ
ン
マ
パ
ダ

第
一
二
九

、
第
一
三
〇

や

ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ

第
五
章
第
一
八

、
第
一
九

な
ど
に
も

見
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
釈
尊
に
と
っ
て
殺
生
を
禁
じ
る
根
拠
は
、
自
ら
が
苦
し
み
に
感
じ
る
こ
と
を
他
者
に
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。
他
者
を
理
解
す
る
の
に
、
自
分
自
身
と
の
類
推
に
よ
っ
て
推
理
す
る
と
い
う
こ
の

え
方
は
、
仏
教
の
基
本
的
な

え
方

で
あ
り
、
後
世
の
文
献
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

時
代
は
は
る
か
に
く
だ
る
が
、
た
と
え
ば
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、

他
の
心
相
続
の
存
在
証
明

S
an
tan

an
tarasid

d
h
i

の
中
で
、

外
界
実
在
論
を
批
判
し
つ
つ
、
唯
識
派
の
立
場
か
ら
他
者
の
心
の
存
在
を
説
明
す
る
。
し
か
し
外
界
実
在
論
の
立
場
と
唯
識
派
の
ど
ち
ら
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に
お
い
て
も
、
他
者
の
心
の
存
在
は
自
分
自
身
と
の
類
推
に
よ
っ
て
推
理
さ
れ
る
と
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は

え
て

６
い
る
。

で
は
、
他
者
を
理
解
す
る
の
に
自
分
自
身
と
の
類
推
に
よ
っ
て
推
理
し
て
、
殺
生
を
し
な
い
と
い
う
、
あ
る
意
味
簡
単
そ
う
に
思
わ
れ

る
こ
と
が
ら
が
、
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
自
分
自
身
を
知
る
と
い
う
一
見
簡
単
そ
う
な
こ
と
が

ら
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
、
実
践
上
の
問
題
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

釈
尊
が

自
己

を
重
ん
じ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る

自
燈
明
、
法
燈
明

の
教
え
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
釈
尊
が
成
道
し
て
ま

だ
時
を
経
な
い
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
出
来
事
が
律
文
献
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

三
十
人
の
若
者
が
森
で
遊
ん
で
い
た
と
き
、
遊
女
が
彼
ら
の
荷
物
を
取
っ
て
逃
げ
た
。
そ
こ
で
遊
女
を
捜
し
て
い
る
彼
ら
の
目
に
、
木

の
下
で
瞑
想
し
て
い
る
釈
尊
が
映
り
、
釈
尊
が
遊
女
を
見
た
か
ど
う
か
尋
ね
た
。
す
る
と
釈
尊
は

女
を
捜
す
の
と
自
己
を
探
す
の
と
で

は
、
ど
ち
ら
が
重
要
な
こ
と
か

と
問
う
た
。
彼
ら
が

自
己
を
探
す
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
だ

と
答
え
る
と
、
釈
尊
は
説
法
を
始
め
、

若
者
た
ち
は
弟
子
に
な

７
っ
た
。

先
に
、
釈
尊
が
殺
生
を
禁
じ
た
根
拠
が
、
自
ら
の
苦
し
み
に
感
じ
る
こ
と
を
他
者
に
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
の
律
文
献
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
は
ふ
だ

ん
自
己
と
い
う
も
の
を
実
は
よ
く
知
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
い
だ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ

凡
夫
は
自
分
自
身
と
の
類
推
に
よ
っ
て
他
者
の
心
を
知
る
と
い
う
こ
と
も
、
ふ
だ
ん
は
困
難
な
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
関
し
て
、
実
際
に
殺
人
を
犯
し
た
人
物
が
、

自
己

と
の
か
か
わ
り
で
そ
の
罪
を
後
に
ど
の
よ
う
に

え
る
よ
う
に
な
っ

た
か
を
知
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
大
い
に
参

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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三

自

己

を

知

る

最
近
は
殺
人
を
犯
し
た
人
物
に
よ
る
手
記
な
ど
が
多
く
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
き
わ
め
て
哲
学
的
で
異
彩
を
放
っ
て
い

る
、
陸
田
真
志
被
告
人
と
池
田
晶
子
氏
の
共
著

死
と
生
き
る

と
、
タ
イ
ト
ル
自
体
が
今
我
々
が

察
し
て
い
る
テ
ー
マ
と
深
い
関
係

を
示
唆
し
て
い
る
、
故
木
村
修
治
死
刑
囚
の

本
当
の
自
分
を
生
き
た
い

の
二
つ
を
参

に
、
殺
人
犯
と
自
己
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
殺
人
な
ど
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
後
、
池
田
晶
子
氏
の
著
作
や
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
な
ど
を
通
じ
て
哲
学
に
目
覚
め
た
陸
田
真
志

被
告
人
が
、
自
分
の
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。
陸
田
真
志
被
告
人
は
、
一
九
九
五
年
一
二

月
、
東
京
五
反
田
の
Ｓ
Ｍ
ク
ラ
ブ
の
経
営
者
と
店
長
を
同
僚
二
人
と
共
謀
し
て
殺
害
し
、
強
盗
殺
人
な
ど
に
よ
り
東
京
地
方
裁
判
所
に
て

死
刑
判
決
を
受
け
現
在
控
訴
中
で
あ
る
が
、
池
田
晶
子
氏
と
の
往
復
書
簡
（

死
と
生
き
る

新
潮
社
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。

そ
れ
ら
（
ソ
ー
プ
や
売
春
な
ど
の

必
要
悪

、
筆
者
注
）
は
個
々
の
人
間
が
決
め
る
事
と
は
い
え
、
そ
の

誘
い

の
元
を
私
が
作

る
事
は
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
し
、
又
、
生
前
は
確
か
に
私
と
同
じ
、
そ
の
仕
事
を
し
て
い
た
被
害
者
の
御
二
人
も
、
私
が
殺
さ
な
け

れ
ば
、
彼
ら
の
魂
、
精
神
も
そ
の
仕
事
の
間
違
い
に
い
つ
か
は
気
付
き
、
辞
め
る
日
が
来
た
か
も
し
れ
な
い
事
を
思
え
ば
、
私
が
思

う
事
に
よ
っ
て
在
る
彼
ら
の
魂
の
為
に
も
、
そ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。
…
…
（
平
成
十
年
四
月
二
十
日
、
二
二
頁
）

今
、
私
が
若
い
人
間
（
私
も
た
か
だ
か
二
十
七
で
す
が
）、
特
に
昨
今
、
頻
発
す
る
中
高
生
の
犯
罪
な
ど
に
つ
い
て
思
う
と
す
れ

ば
、
や
は
り
彼
ら
の

え

の
無
さ
、
そ
れ
も
相
手
以
前
に
自
分
自
身
に
対
す
る
思
慮
の
無
さ
で
す
。
そ
れ
は
私
も
含
め
た
社
会
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全
体
に
も
言
え
る
事
で
す
。
大
人
も
自
分
自
身
を

え
ず
、（
そ
し
て
当
然
）
知
ら
ず
、
そ
の
為
に
自
身
の
価
値
観
、
存
在
、

え

に
自
信
が
持
て
ず
、
他
の
何
か
を
基
準
に
自
分
の
価
値
、
幸
不
幸
を
計
り
、
何
か
が

新
し
い
、
良
い

と
誰
か
が
言
え
ば
そ
れ
に

な
び
き
、
若
年
者
に
バ
カ
に
さ
れ
な
い
為
に
、
何
で
も
同
調
し
、
理
解
の
あ
る
所
を
見
せ
よ
う
と
す
る
（
最
近
の
社
会
、
教
育
学
者
、

新
聞
各
紙
な
ど
の
よ
う
に
）。
そ
れ
が
更
に
若
年
者
に
バ
カ
に
さ
れ
、
彼
ら
の
愚
か
な
部
分
を
助
長
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
の
に
。

女

子
高
生
ブ
ー
ム

な
ど
と
い
っ
た
少
し
前
の
流
行
り
も
結
局
は
、
自
分
の
価
値
観
や
生
き
方
に
自
信
の
持
て
な
い
人
間
（
主
に
オ
ッ

サ
ン
）
が
騒
い
で
い
る
だ
け
の
話
で
、
そ
れ
で
い
い
気
に
な
る
女
子
高
生
も
同
じ
事
だ
と
思
え
ま
す
。（
平
成
十
年
四
月
二
十
日
、
二

二

二
三
頁
）

私
の
罪
と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
被
害
者
の
命
を
奪
っ
た
事
よ
り
、
彼
ら
が
彼
ら
自
身
の
真
実
に
気
付
き
得
た
可
能
性
を
奪
っ
た
事

に
あ
り
ま
す
。
人
間
が
そ
の
自
己
の
真
の
目
的
に
気
付
く
潜
在
能
力
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
事
こ
そ
が
万
人
に
平
等
に
あ
る

人
が

人
と
し
て
あ
る

天
賦
の
権
利
、

人
権

で
あ
る
と
思
え
る
の
で
す
。
…
…
（
平
成
十
年
五
月
十
日
、
三
二
頁
）

仏
教
が
本
来
は
殺
人
だ
け
で
は
な
く
殺
生
全
般
を
不
善＝

悪
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
を

慮
に
入
れ
る
と
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的

に
様
々
な
レ
ベ
ル
で
殺
生
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
現
代
日
本
の
我
々
に
と
っ
て
、
殺
生
全
般
を
不
善＝

悪
と
み
な
す
立
場
で
発
言
し
て
も

容
易
に
受
け
容
れ
ら
れ
ず
、
現
実
的
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
に
、
動
物
と
植
物
の
境
界
が
昔
ほ
ど
明
確
で
な
い
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
問
題

を
難
し
く
し
て
い
る
。
し
か
し
人
を
殺
害
す
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
限
定
す
れ
ば
、
そ
れ
を
悪
と
見
な
す
根
拠
と
し
て
陸
田
真
志
被
告
人

が

私
の
罪
と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
被
害
者
の
命
を
奪
っ
た
事
よ
り
、
彼
ら
が
彼
ら
自
身
の
真
実
に
気
付
き
得
た
可
能
性
を
奪
っ
た
事
に

あ
り
ま
す

と
語
る
の
を
読
む
と
き
、
そ
の
発
言
は
き
わ
め
て
説
得
力
を
も
っ
て
我
々
に
訴
え
か
け
て
く
る
。
Ｓ
Ｍ
ク
ラ
ブ
の
よ
う
な
風

俗
店
で
働
き
、
そ
こ
の
経
営
者
と
店
長
を
殺
し
た
う
え
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
詰
め
に
し
て
海
に
沈
め
、
そ
し
て
Ｓ
Ｍ
ク
ラ
ブ
を
乗
っ
取
っ
た

現
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ほ
ど
の
陸
田
真
志
被
告
人
が
、
自
己
の
価
値
に
気
づ
い
た
と
言
う
と
き
、
我
々
は
釈
尊
の
時
代
の
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
を
思
い
起
こ
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
彼
が
他
者
も
ま
た
、
た
と
え
今
現
在
は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
な
し
て
い
よ
う
と
も
、
同
様
に
自
ら
の
価
値
に
気
づ

く
可
能
性
（＝

潜
在
能
力
）
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
と
き
、
そ
の
意
見
を
く
つ
が
え
す
ほ
ど
の
反
証
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
。

こ
こ
で
、
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら

察
す
る
た
め
に
、
誘
拐
殺
人
に
よ
り
一
九
九
五
年
に
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
木
村
修
治
死
刑
囚
が
、

生
前
、
自
分
の
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
に
い
た
っ
た
か
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。
木
村
修
治
死
刑
囚
は
一
九
八
〇
年
一
二

月
に
名
古
屋
の
女
子
大
学
生
を
誘
拐
し
て
殺
害
し
た
罪
で
、
死
刑
判
決
を
受
け
、
最
高
裁
に
て
上
告
を
棄
却
さ
れ
て
死
刑
が
確
定
し
た
が
、

そ
の
前
後
か
ら
書
き
始
め
た
手
記
（

本
当
の
自
分
を
生
き
た
い

イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
分
の
醜
い
感
情
を
封
じ
こ
め
て
い
い
人
間
を
演
じ
て
も
、
何
も
実
り
は
し
な
い
の
だ
。
私
は
優
し
さ
と
か
人
を
愛
す
る
と
い
う

こ
と
を
勘
違
い
し
て
い
た
。
人
間
に
は
、
錯
覚
し
た
い
部
分
が
あ
る
。
一
番
愛
し
て
い
る
の
は
自
分
で
は
な
い
誰
か
、
な
の
だ
と

…
…
。
そ
う
錯
覚
す
る
こ
と
自
体
を
悪
い
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
。
が
、
人
が
一
番
愛
し
て
い
る
の
は
自
分
で
あ
る
。
そ
し
て
本
当

に
人
を
愛
す
る
に
は
、
ま
ず
自
分
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
を
愛
す
る
と
は
、
自
分
を
生
か
す
こ
と
で
あ
り
、
自
分
が
自

分
と
し
て
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
だ
。
自
分
の
中
に
あ
る
醜
い
感
情
に
も
面
と
向
か
っ
て
い
け
ば
良
い
。
自
分
ら

し
く
生
き
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。
自
分
ら
し
く
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

他
人
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
人

を
肯
定
し
た
上
で
、
自
分
を
生
き
て
い
く

と
い
う
こ
と
だ
。（
三
五
五
頁
）

木
村
修
治
死
刑
囚
の
こ
の
文
の
直
前
に
は

怨
憎
会
苦

や

求
不
得
苦

と
い
う
語
が
見
ら
れ
、
こ
の
文
も
仏
教
の
影
響
を
受
け
た

う
え
で
の
意
見
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
身
代
金
目
的
の
誘
拐
殺
人
を
犯
し
た
人
物
が
、
そ
の

後
十
年
近
く

え
て
到
達
し
た
結
論
だ
け
に
、
た
ん
に
本
人
が
仏
教
を
学
習
し
て
そ
の
理
論
に
の
っ
か
っ
て
い
る
以
上
の
、
実
感
が
あ
っ
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た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
二
人
、
陸
田
真
志
被
告
人
の
書
簡
と
木
村
修
治
死
刑
囚
の
手
記
に
共
通
す
る
の
は
、
殺
人
と
い
う
罪
を
犯
し
た
根
源
に
、
自
分

が
自
分
の
価
値
に
気
づ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
自
身
、
自
分
の
価
値
に
気
づ
い

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
罪
の
深
さ
を
自
覚
し
、
被
害
者
に
対
す
る
罪
悪
感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
、

仏
教
に
お
い
て
は
、
自
分
こ
そ
が
最
も
大
切
で
あ
る
か
ら
、
自
分
自
身
と
の
類
推
に
よ
っ
て
他
者
の
心
を
推
理
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
殺

生
を
禁
じ
る
と
い
う
立
場
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
自
分
自
身
を
知
る
と
い
う
一
見
簡
単
そ
う
な
こ
と
が
ら
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
と

い
う
、
実
践
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
陸
田
真
志
被
告
人
の
書
簡
と
木
村
修
治
死
刑
囚
の
手
記
は
、
そ
の
こ
と
の
妥
当
性
を

裏
付
け
る
も
の
と

え
ら
れ
る
。

で
は
、
以
上
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
次
に

現
観
荘
厳
論

へ
と
目
を
移
す
こ
と
と
し
よ
う
。

四

現
観
荘
厳
論

に
お
け
る
善
と
悪

お
そ
ら
く
五
世
紀
頃
に

伽
行
派
の
伝
統
の
中
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る

現
観
荘
厳
論

が
、
善
と
悪
の
問
題
に
言
及
す
る
の
は
、

い
ち
お
う
第
一
章
第
五
項
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第
一
章
は
、
仏
の
智
慧
で
あ
る
一
切
相
智
性
を
得
る
た
め
の
実
践
項

目
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た
章
で
あ
り
、
そ
の
第
五
項
は

行
の
対
象

を
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
本
文
を
見
る
こ
と

と
し
よ
う
。

対
象
は
一
切
法
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
さ
ら
に
、
善
な
ど
、

世
間
的
な
證
得
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
出
世
間
的
と
み
な
さ
れ
る
も
の
、（
四
〇
）
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有
漏
〔
法
〕
と
無
漏
法
、
有
為
と
無
為
、

弟
子
と
共
通
の
法
、
牟
尼
に
独
特
（
不
共
）
の
〔
法
〕
で

８
あ
る
。（
四
一
）

現
観
荘
厳
論

の
代
表
的
な
註
釈
者
で
あ
る
ハ
リ
バ
ド
ラ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で

善
な
ど

と
説
か
れ
て
い
る
も
の
は
、

善
と
、
不

善
す
な
わ
ち
悪
と
、
無
記
す
な
わ
ち
善
悪
ど
ち
ら
で
も
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
は
、
善
は
出
家
生
活
（sra

m
a
n
y
a
ta

沙
門
性
）
な
ど
、
不
善
は
殺
生
な
ど
、
無
記
は
善
悪
ど
ち
ら
で
も
な
い
身
体
的
行
為
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
行
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

受
け
入
れ
る
べ
き
も
の
（u

p
a
d
ey
a

）
、

放
棄
す
べ
き
も
の
（p

a
rity

a
g
a
-sth

a
n
ıy
a

）
、

捨
て
置
く
べ
き
も
の
（u

p
ek
sa
-sth

a
n
ıy
a

）

と
し
て
観
察
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
対
象
と
し
つ
つ
、
幻
の
如
く
で
あ
る
と
あ
り
の
ま
ま
に
證
得
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
が
完
成

９
す
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
善
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
殺
生
な
ど
の
悪
も
ま
た
行
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
放
棄
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
。

と
こ
ろ
で
ハ
リ
バ
ド
ラ
は
、
そ
の
次
の
第
六
項

行
の
目
標

の
註
釈
の
中
で
、
対
象
と
目
標
の
違
い
に
つ
い
て
、
ア
ー
リ
ヤ
・
ヴ
ィ

ム
ク
テ
ィ
セ
ー
ナ
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

目
標
は
対
象
と
何
が
異
な
る
の
か
。

対
象
は
現
在
時
の
も
の
で
あ
り
、
身
近
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
目
標
は
将
来
の
も
の
で
あ
り
、
遠
方
の
も
の
で
あ
る
。

〔
前
者
は
〕
矢
を
つ
が
え
、〔
後
者
は
〕
的
を
射
る
の
に
似
て

10
い
る
。

対
象
は
現
在
時
の
も
の
で
あ
り
、
身
近
に
あ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
の
説
明
か
ら
、
殺
生
な
ど
の
悪
は
、
修
行
者
が
い
ま
だ
自

ら
行
な
う
可
能
性
の
あ
る
行
為
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
。
修
行
者
は
、
今
現
在
の
自
分
に
あ
る
殺
生
な
ど
を
行
な
う
可
能
性
を

放
棄
す
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べ
き
も
の

と
み
な
し
つ
つ
修
行
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し

現
観
荘
厳
論

に
し
て
も
ハ
リ
バ
ド
ラ
に
し
て
も
、
そ
れ
を

放
棄

す
べ
き
も
の

と
み
な
す
根
拠
を
明
記
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
先
に
見
た
よ
う
な
仏
教
一
般
の

え
方
が
そ
こ
で
も
な
さ
れ
て
い
る
と

え
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

現
観
荘
厳
論

の
全
体
の
構
造
は
、
修
行
者
が
声
聞
と
独
覚
の
智
慧
で
あ
る
一
切
智
性
と
、
菩
薩
の
智
慧
で
あ
る
道
智
性

と
、
仏
の
智
慧
で
あ
る
一
切
相
智
性
そ
れ
ぞ
れ
の
形
相
を
聴
聞
、
思
惟
、
修
習
し
て
、
そ
れ
ら
に
自
在
に
な
り
、
堅
固
さ
を
得
て
、
つ
い

に
は
仏
に
な
る
と
い
う
実
践
構
造
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
身
を
得
て
仏
に
な
っ
た
段
階
で
、
他
の
人
々
を
自
分
と
同
じ
高
み
に
ま

で
引
き
上
げ
る
べ
く
永
遠
に
努
力
し
続
け
る
。
自
ら
仏
に
な
る
た
め
の
、
こ
の
よ
う
な
実
践
過
程
の
中
で
修
行
者
は
、
自
分
が
直
接
歩
む

コ
ー
ス
で
は
な
い
も
の
の
、
声
聞
と
独
覚
の
智
慧
で
あ
る
一
切
智
性
の
内
容
も
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
大
乗
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
一
切
智
性
は
小
乗
の
も
の
で
あ
っ
て
、
劣
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
自
分
と
は
異
質
の
者
、
し
か

も
自
分
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と

え
ら
れ
る
者
の

形
相

つ
ま
り

も
の
の
見
方

を
自
ら
も
学
ぶ
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
点
、
す
な
わ
ち
、
修
行
者
は
現
在
の
自
分
の
内
に
あ
る
悪
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
放
棄
す
べ
き
も
の
と
観
察
し
つ
つ
、
そ

の
方
向
で
行
を
進
め
る
と
い
う
点
と
、
修
行
者
は
直
接
自
ら
が
歩
も
う
と
す
る
コ
ー
ス
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
コ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
歩
も
う
と
す
る
他
の
人
々
の
た
め
に
学
ぶ
と
い
う
点
が
、
目
下
の
私
た
ち
の

察
、
と
り
わ
け
利
他
殺
人
の
問
題
に
つ
い
て
の

察
に
参

に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

修
行
者
が
仏
と
な
っ
て
、
衆
生
を
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
に
応
じ
て
解
脱
さ
せ
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
強
制
的
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

可
能
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
の
状
況
に
応
じ
て
、
適
切
な
説
法
を
施
し
て

指
導

す
る
以
上
の
こ
と

を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
学
習
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
利
他
殺
人
と
は
、
殺
す
相
手
を
強
制
的
に
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悪
の
道
か
ら
救
い
と
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
現
代
日
本
人
の
多
く
が
信
じ
て
い
な
い
来
世
に
お
い
て
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
可
能
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
は
じ
め
か
ら
最
高
の
境
地
に
強
制
的
に
い
た
ら
し
め
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
可

能
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
相
手
を
殺
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
相
手
が
来
世
で
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
全
く
保
証
し
な
い
こ

と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

え
る
と
き
、

現
観
荘
厳
論

の
実
践
構
造
は
、
利
他
殺
人
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
た
め
の

根
拠
と
な
り
得
よ
う
。

五

結

論

な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か

こ
の
よ
う
な
問
い
を
誰
か
少
年
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
な
ら
ば
、
以
上
の
よ
う
な

察
を

も
と
に
私
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

１
、
人
は
自
分
で
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
真
実
の
自
己
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
自
己
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
。

２
、
そ
の
自
己
の
価
値
を
求
め
、
そ
の
た
め
の
努
力
が
実
っ
た
と
き
、
悪
の
可
能
性
を
大
い
に
秘
め
た

以
前
の
自
分

と
、
自
己
の
価

値
を
知
っ
た
の
ち
の

覚
醒
し
た
自
分

の
両
方
を
体
験
し
た
こ
と
に
な
る
。

３
、

覚
醒
し
た
自
分

か
ら

以
前
の
自
分

を
眺
め
た
と
き
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
例
え
よ
う
も
な
い
く
ら
い
に
愚
か
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
ど
れ
だ
け
愚
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
経
験
か
ら
、
自
分
の
周
り
の
人
間
が
以
前
の

自
分
の
よ
う
に
、
た
と
え
今
は
ど
れ
だ
け
愚
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
と
い
う
信
念
を

持
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

４
、
人
を
殺
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
持
っ
て
い
る
、
そ
の
人
自
身
も
気
づ
い
て
い
な
い
真
実
の
自
己
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
自
己
の
価
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値
を
、
そ
の
人
が
発
見
す
る
可
能
性
を
奪
う
こ
と
で
あ
る
。

５
、
今
現
在
、
悪
を
な
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
将
来
に
わ
た
っ
て
も
悪
を
な
す
で
あ
ろ
う
人
間
を
殺
し
た
ほ
う
が
、
そ
の
人
の
た
め
に
な

る
で
あ
ろ
う
と
い
う

利
他
殺
人

の
思
想
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
否
定
さ
れ
る
。

注１

オ
ウ
ム
真
理
教
が
無
差
別
テ
ロ
を
起
こ
し
た
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
、
哲
学
者
の
中
村
雄
二
郎
氏
は

日
本
に
お
け
る
悪
と
罪

（
新
潮

社
、
一
九
九
八
）
の
中
で
、
日
本
思
想
の
中
に
元
々
あ
っ
た
、
他
者
性
を
欠
如
し
た

誠

や

至
誠

に
絶
対
的
価
値
を
置
く

え
方
の

影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

２

大
正
三
十
巻
、
五
一
七
中;

B
od
h
isattvabh

u
m
i
ed
.
b
y U

.
W
o
g
ih
a
ra

,
p
p
.
165

166.

３

大
正
十
八
巻
、
三
九
中
。

４

G
u
h
yasam

ajatan
tra

ed
.
b
y Y

.
M
a
tsu
n
a
g
a
,
p
.
26
;

松
長
有
慶
著
作
集

第
五
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
、
四
一
八
頁
。

５

筆
者
は
そ
の
番
組
を
直
接
見
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
島
尚
志

サ
リ
ン

（
黙
出
版
、
一
九
九
九
年
、
二
七
〇
頁
）
に
よ
る
と
、
一
九

九
七
年
八
月
末
頃
の
Ｔ
Ｂ
Ｓ

ニ
ュ
ー
ス
23

の
夏
休
み
特
集
に
出
演
し
た
高
校
生
男
子
生
徒
の
発
言
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
一
年
後
に
、

永
井

・
小
泉
義
之

な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か

（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
八
年
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
も
出
版
さ
れ

る
ほ
ど
の
影
響
が
あ
っ
た
。

６

桂
紹
隆

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

他
相
続
の
存
在
論
証

広
島
大
学
文
学
部
紀
要

43
、
一
九
八
三
年
、
一
〇
二

一
二
〇
頁
。

７

四
分
律

（
大
正
二
十
二
巻
、
七
九
三
中
）;

M
ah
avagga

ed
.
b
y H

.
O
ld
en
b
erg

,
p
.
23.

８

A
bh
isam

ayalam
karaloka

ed
.
b
y U

.
W
o
g
ih
a
ra

,
p
.
79 ll.

5
8
.

９

A
bh
isam

ayalam
karaloka

ed
.
b
y U

.
W
o
g
ih
a
ra

,
p
.
78 l.

16
p
.
79 l.

2
.

10

A
bh
isam

ayalam
karaloka

ed
.
b
y U

.
W
o
g
ih
a
ra

,
p
.
83 l.

25
p
.
84 l.

1
.
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