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宗
教
に
お
け
る
思
想
と
脱
自
に
つ
い
て

幹
市

川

良

哉

一

親
鷺
の
主
著

『
教
行
信
証
』
は
浄
土
教
系
の
経
典

・
論
書

・
注
釈
書
か
ら
の
引

用
に
よ
り
成

っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
全
体
の
構
成
は
親
鶯
の

一
貫
し
た
思
索
に

よ

っ
て
終
始
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
大
乗
経
典
の

『浬
葉
経
』
か
ら
は
三

十
三
も
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
目
を
見
張
る
の
は
、
信
巻
に
お
け

る
極
め
て
長
き
に
亘
る
阿
閣
世
王
伝
承
物
語
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
物
語
は
、

直
ぐ
後
で
見
る
如
く
、
阿
閣
世
王
の
父
親
殺
し
と
い
う
尋
常
で
は
な
い
非
日
常
的

事
件
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
、
ま
ず
注
意
を
よ
び
お
こ
さ
れ
る
。
王

自
身
は
そ
の
こ
と
に
よ
り
罪
の
自
覚
を
深
め
、
煩
悶
苦
悩
す
る
。
そ
し
て
、
遂
に

仏
陀
の
教
え
に
触
れ
、
大
き
な
転
換

(回
心
)
を
経
験
す
る
と
い
う
筋
書
き
に
な
っ

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
は
道
徳

的
宗
教
的
に
み
て
、
人
間
の
問
題
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
、
回
心
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
克
服
転
換
せ
し
め
る
経
験
な
の
か
、

そ
の
よ
う
な
諸
点
に
大
変
興
味
深
い
内
容
を
も

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
引
用
し
た
親

鷺
の
意
図
に
つ
い
て
の
宗
学
研
究
者
の
見
解
は
大
同
小
異
で
あ
る
。
そ
の

一
般
的

な
理
解
は
、
阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願
文
中
の
抑
止
文
と
い
わ
れ
る

「
唯
除
五
逆
誹

諺
正
法
」
の
解
釈
に
関
連
し
て
引
用
さ
れ
た
と
見
る
。
す
な
わ
ち
、
抑
止
文
の
解

釈
の
具
体
的
例
と
し
て

『
浬
葉
経
』
を
引
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

教
学
的
立
場
か
ら
の
そ
う
し
た
理
解
に
、
小
論
は
特
に
異
論
を
は
さ
も
う
と
す

る
の
で
は
な
い
。

こ
の
部
分

の
引
用
と
そ
の
解
釈
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
手
が
か

り
に
し
て
宗
教
思
想
研
究
に

一
つ
の
展
望
を
開
く
こ
と
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

宗
教
思
想
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
宗
教
学

の
立
場
か
ら
は
、
「宗
教
に
お
け
る
知

　ヱ
　

的
な
認
識
の
側
面
」
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
が
、
自
己
お
よ
び
自
己

の
お
か
れ
て
い
る
状
況

・
世
界
に

つ
い
て
考
え
る
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
の
生
き

る
意
味
に
つ
い
て
知
る
。
さ
ら
に
、
確
信
を
も
つ
。
そ
う
し
た
知
的
な
働
き
が
宗

教
思
想
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
知
的
な
働
き
が
人
間
の
宗
教
生
活
に
と

っ
て
最
も
根
源
的
な
次
元
の

一
つ

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
ー
そ
れ
故
に
、
人
間

の
高
度
な
精
神
的
な
営
み
が
宗
教
と
い

う
現
象
で
あ
る
ー
な
ら
ば
、
こ
の
知
的
な
働
き
が
成
立
す
る
場
所
は
ど
の
よ
う
な

場
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
信
と
か
、
知
と
か
い
う
働
き
も
成
立
し
て

く
る
よ
う
な
根
底
的
な
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
場
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
前
に
、

宗
教
思
想
研
究
に

一
つ
の
展
望
を
開
き
た
い
と
述
べ
た
の
は
、
そ
う
し
た
場
を
明

　　

　

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
阿
閣
世
王

(仏
陀
入
滅
前

八
年
に
即
位
し
て
三
十
二
年
間
在
位
し
た
と
い
う
)
の
伝
承
物
語
の
系
譜
と
そ
の
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あ
ら
ま
し
を
辿
り
、

つ
ぎ
に
、
こ
の
物

語
の
解
釈
を
め
ぐ
る
親
鷺

の
理
解
を
検
討

し
て
、
宗
教
に
お
け
る
知
的
な
働
き
が
成
立
す
る
根
底
的
な
場
は
、
ど
の
よ
う
な

脱
自
的
な
場
で
成
立
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
阿
閣
世
王
に
ま

つ
わ
る
伝
承
物
語
を
取
り
上
げ
た
最
も
初
期
に
属
す
る

経
典
は
、
長
部
経
典

『
沙
門
果
経
』

(
漢
訳

・
長
阿
含
経

の

『
沙
門
果
経
』
に
相

　ヨ

　

当
す
る
)
が
最
も
重
要
で
あ
る
q
そ
の
あ
ら
す
じ
は

つ
ぎ

の
通
り
で
あ
る
。

あ
る
満
月
の
夜
、
宮
殿

の
楼
閣
に
い
た
阿
閣
世
王
は
こ
う
し
た
月
の
明
る
い
夜

は
、
沙
門
か
婆
羅
門
を
訪
ね
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
六
人
の
大
臣
の
紹
介
し
た

六
師
を
訪
ね
て
、
沙
門
の
修
行
に
対
す
る

「
現
世
に
お
け
る
果
報
」
を
質
し
た
。

こ
の
経
典
は
王
の
質
問
に
対
す
る
六
師

の
答
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
展
開
し
て
い

く
。
そ
の
際
、
大
臣

・
老
日婆

の
勧
め
に
従

っ
て
訪
ね
た
釈
迦
と
の
対
話
が
中
心
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

(
漢
訳

で
は
、
六
師
を
順
次
訪
ね
て
最
後
に
釈
迦

を
訪
ね
る
形
式
を
取
る
)。
釈
迦
は
こ
う
述
べ
る
。
例
え
ば
、
奴
僕
で
あ

っ
て
も
、

農
夫
で
あ

っ
て
も
、
出
家
し
て
心
身
の
制
御
に
努
力
し
僅
か
な
食
物
と
衣
服
に
満

足
す
る
な
ら
ば
、
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
。
そ
れ
が
沙
門
の
現
世
の
果
報
で
あ
る
。

こ
う
し
た
沙
門
の
現
世

の
果
報
よ
り
さ
ら
に
勝
れ
た
果
報
は
他
に
見
ら
れ
な
い
、

と
。
こ
の
釈
迦
の
説
示
に
対
し
て
、
王
は
こ
う
述

べ
る
。

自
分
は
愚
か
な
る
ま
ま
に
、
痴
な
る
ま
ま
に
、
不
善
な
る
ま
ま
に
罪
過
に
よ
っ

て
征
服
さ
れ
た
。
王
権
を
得
る
た
あ
に
、
あ
の
正
し
い
父

・
法
王
を
殺
害
し
た
。

大
徳
よ
、
世
尊
は
私
が
将
来
、
罪
を
犯
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
罪
過
を
罪
過
と

し
て
認
め
受
け
入
れ
て
下
さ
る
よ
う

に
、
と
。

王
は
釈
迦
に
自
分

の
繊
悔
を
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
を
機
会
に
退
出
す
る
。
そ
の

後
、
釈
迦
は
、
王
は
心
か
ら
繊
悔
し
て
い
る
。
も
し
、
王
が
父

・
法
王
を
殺
害
し

て
い
な
か

っ
た
ら
、

こ
の
場
で
、
塵
垢
を
離
れ
た
法
眼
を
生
じ
た
に
違
い
な
い
、

と
比
丘
た
ち
に
語

っ
て
経
典
は
結
ば
れ
て
い
る
。

右
に
見
た

『
沙
門
果
経
』

の
モ
チ
ー
フ
は
、
題
名
に
示
す
通
り
、「
沙
門
の
現
世

に
お
け
る
果
報
」
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
阿
闊
世
王
の
伝
承
物

語
と
し
て
は
、
父
王
を
殺
害
し
た
こ
と
が
王
自
身
の
中
で
ど
れ
だ
け
深
刻
に
内
面

化
し
て
き
て
い
る
の
か
を
、
直
接
問
題
と
し
て
展
開
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、

経
典
自
身
の
理
解
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
王
が
父
を
殺
し
て
い
な
か

っ

た
ら
、
法
眼
を
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る

(
こ
の
点
は
漢
訳
経
典

も
同
様
で
あ
る
)。

大
乗
経
典
と
し
て
の

『
浬
藥
経
』
に
お
け
る
阿
閣
世
王
の
伝
承
物
語
は
、
六
師

を
順
次
に
歴
訪
し
て
最
後
に
釈
迦
を
訪
ね
る
と
い
う
漢
訳

『
沙
門
果
経
』
の
形
式

を
承
け
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
内
容
的
に
は
阿
閣
世
王
の
内
面
に

お
け
る
深
刻
な
苦
悩
と
、
そ
れ
に
対
す
る
救
済
が
主
題
と
な

っ
て
展
開
さ
れ
る
。

そ
こ
に
、

『
浬
藥
経
』
の
著
し
い
特
色
が
あ
り
、
親
鶯
が
注
目
し
た
も
の
と
思
わ

ヘ

へ

れ
る
。
換
言
す
る
と
、
伝
承
物
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
る
理
由
が
あ

ヘ

へ

る
。
さ
ら
に
、
物
語
を
め
ぐ
る
解
釈
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が

あ
る
。

『
浬
葉
経
』
の
全
体
的
な
内
容
構
成
に

つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
考
察
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
阿
闊
世
王
を
め
ぐ
る
伝
承
物
語
に
限
定
し
て
、

梵
行
品
に
見
ら
れ
る
そ
れ
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
る
と
、
以
下
の
如
く
で
あ
る

(
こ

　　
　

の
部
分
を
親
鷺
が
引
用
し
て
い
る
)
。

二

 

阿
闇
世
王
は
、
性
格
は
凶
悪
で
殺
人
も
平
気
で
行
な

っ
た
。
虚
言
、
二
枚
舌
な

ど
の
悪
し
き
言
葉
を
弄
し
、
貧
欲
と
憎
悪
と
無
知
で
心
は
激
し
く
燃
え
て
い
た
。

現
実
的
短
絡
的
に
生
き
て
将
来
を
考
え
て
生
き
よ
う
と
せ
ず
、
も

っ
ぱ
ら
悪
友
を

仲
間
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
財
産

・
色
情

・
飲
食

・
名
声

・
睡
眠
な
ど
現
世
の

五
つ
の
快
楽
の
虜
と
な
っ
て
、
道
理
か
ら
は
ず
れ
何
の
罪
も
な
い
父

・
頻
婆
沙
羅



市川:宗 教 におけ る思想 と脱 自について

 

3

王
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
。
父
を
殺
害

し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
心
の
中
に
後
悔
の
思

い
を
生
じ
、
そ
の
た
め
に
体
全
身
に
か
さ
ぶ
た
が
出
来
た
。
そ
れ
は
悪
臭
を
放
ち

と
て
も
そ
の
身
辺
に
近
寄
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
王
は
、

「今
こ
の
身
に
報

い
を
受
け
て
い
る
。
来
世
に
受
け
る
地
獄
の
報

い
も
決
し
て
遠
く
は
あ
る
ま
い
」

と
苦
悩
す
る
。
王
の
母

・
章
提
希
夫
人

は
薬
を
塗

っ
て
や
る
が
、
で
き
も
の
は
増

す
ば
か
り
で
あ
る
。
王
は
母
后
に
、

「
か
さ
ぶ
た
は
心
の
苦
し
み
か
ら
生
じ
た
。

身
体
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ

れ
か
が
治
す
者
が
あ
る
と
い

っ
て
も
治
る

道
理
は
な
い
」
と
語
る
。
王
の
言
葉

は
、
造
罪
と
そ
の
結
果
は
あ
く
ま
で
も
自
己

が
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
か
さ
ぶ
た
は
そ
の
自
己
性

・
個

体
性
を
意
味
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ

る
。

苦
悩
に
沈
み
心
身
を
病
む
王
に
、
月
称
と
い
う
大
臣
が
富
關
那
と
い
う
師
の
説

を
紹
介
し
教
え
を
受
け
る
よ
う
に
と
、

こ
う
勧
め
る
。「
悪
し
き
行
為
と
い
う
も
の

は
な
い
か
ら
、
悪
行
の
報

い
は
な
い
。
善
き
行
為
と
い
う
も
の
は
な
い
か
ら
、
善

行
の
報

い
は
な
い
。
善
悪
の
行
為
と
い
う
も
の
は
な
い
か
ら
、
善
悪
の
報
い
も
な

い
。
優
れ
た
行
為
や
劣

っ
た
行
為
と

い
う
も
の
は
な
い
。」
と
。
こ
れ
は
、
善
悪

の

行
為
と
そ
の
結
果

(
価
値
)
を
否
定
す

る
。
い
わ
ば
、
行
為
無
価
値
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、

こ
の
後
五
人

の
大
臣
が
五
師
の
説
を
勧
め
て
い
く
。
こ
れ

ら
の
説
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
検
討
す
る
が
、
こ
う
し
た
六
師
の
説
を
勧
め
ら

れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
「
そ
ん
な
に
も

よ
く
私
の
罪
を
滅
除
す
る
の
な
ら
、
私
は
帰

依
し
よ
う
」
と
、

一
応
、
王
は
答
え

る
が
、
決
し
て
王
の
心
を
捉
え
得
る
も

の
で

は
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
医
師
で
も
あ
る
大
臣
の
善
婆
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
王
の
告
白
に
は
、

王
の
苦
悩
が
深
刻
で
あ
る
だ
け
に
緊
張
感
が
み
な
ぎ

っ
て
い
る
。「
私
の
病
は
重
い
。

正
し
い
法
を
守

っ
た
父
王
を
殺
し
た
。
良
医
が
す
ぐ
れ
た
薬
や
呪
術
を
使

っ
て
も
、

親
切
な
看
病
人
で
あ

っ
て
も
、
決
し
て
治
せ
な
い
。
何
故
と
い
え
ば
、
道
理
に
従

っ

て
国
を
治
め
た
父
王
を
、
実
に
何
の
罪
も
な
い
の
に
道
理
に
反
し
て
殺
害
し
た
か

ら
で
あ
る
。
私
は
陸
に
あ
げ
ら
れ
た
魚
の
よ
う
で
あ
る
。
…
…
昔
、
智
者
か
ら
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
。
身
口
意
の
業
が
清
浄
で
な
か

っ
た
ら
必
ず
地
獄
に
堕
ち
る
、

と
。
私
が
そ
れ
で
あ
る
。
ど
う
し
て
安
眠
出
来
よ
う
か
。
私
に
は
、
真
理
の
薬
を

説
示
し
て
、
こ
の
病
苦
を
取
り
除
い
て
く
れ
る
す
ぐ
れ
た
医
師
は
い
な
い
」
。痛
烈

な
告
白
に
対
し
て
、
書
婆
は
い
う
。
「王
は
罪
を
造

っ
た
と
い
う
が
、
心
に
深
く
悔

い
、
漸
塊
の
心
を
懐
い
て
い
る
。
諸
仏
が
説
か
れ
る
の
に
、
衆
生
を
救
う
二
っ
の

行
為
が
あ
る
。

一
つ
は
漸
で
、
二
つ
は
塊
で
あ
る
。
漸
は
自
ら
再
び
罪
を
造
ら
な
い

こ
と
、
悦
は
人
に
教
え
て
罪
を
造
ら
せ
な
い
こ
と
。
漸
は
自
ら
内
に
恥
じ
る
こ
と
、

塊
は
外
に
表
し
て
恥
じ
る
こ
と
。
漸
は
人
に
恥
じ
る
こ
と
、
悦
は
天
に
恥
じ
る
こ

と
。
こ
れ
が
漸
悦
で
あ
る
。
漸
悦
の
な
い
も
の
は
人
間
で
は
な
く
畜
生
と
呼
ば
れ

る
。
王
は
漸
憶
が
あ
る
か
ら
父
母

・
師
長
を
恭
敬
し
、
父
母

・
兄
弟

・
姉
妹
の
秩

序
を
重
ん
じ
る
。
王
は
完
全
に
漸
悦
を
お
も
ち
で
あ
る
」。
漸
悦
は
自
己
の
本
当
の

姿
を
み
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立

つ
。
こ
の
あ
た
り
は
、『
沙
門
果
経
』
に
も
示
さ

れ
た
が
、
漸
慌
を
重
視
す
る
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教

へ
の
流
れ
が
読
み
取
れ
る
。

書
婆
は
、
王
の
い
う
如
く
、
病
を
治
す
者
は
い
な
い
が
、
仏

・
世
尊
の
み
が
衆

生
の

一
切
の
悪
罪
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
師
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

誠
心
に
説
法
に
会
う
こ
と
、
を
勧
め
る
。
し
か
し
、
王
は
、
自
分
は
極
悪
人
と
し

て
地
獄
に
繋
属
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ど
う
し
て
も
仏
の
と
こ
ろ
に
赴
け
な

い
。
自
ら
を
卑
し
み
悲
し
む
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
空
中
よ
り
声
が
あ

っ

た
。

「大
王
よ
、

一
っ
の
逆
罪
を
造
れ
ば
そ
れ
に
相
応
す
る
罪
を
受
け
る
。
二

つ

の
逆
罪
を
造
れ
ば
二
倍
、
五
逆
罪
を
造
れ
ば
五
倍
の
罪
と
な
る
。
王
の
悪
業
は
免

れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
急
い
で
仏
の
と
こ
ろ
に
行
き
な
さ
い
。
仏

・
世
尊
よ
り

他
に
救
う
者
は
い
な
い
。
汝
を
憐
れ
む
故
に
勧
め
る
」
。王
は
心
に
恐
れ
を
懐
き
、

全
身
を
震
わ
せ
る
。
「汝
の
父
、
頻
婆
沙
羅
だ
。
書
婆
の
い
う
と
こ
ろ
に
従
え
。
邪

な
六
大
臣
の
言
葉
に
従

っ
て
は
な
ら
な
い
」
。王
は
悶
絶
し
て
大
地
に
倒
れ
る
。
自

分
の
殺
し
た
父
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
有
限
的
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関
係
を
超
え
た
大
き
な
愛

・
慈
悲
の
世
界
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
深
い

意
義
を
も

つ
と
い
え
よ
う
か
。

そ
れ
を
み
て
、
世
尊
は

「
阿
閣
世

の
為
に
浬
藥

に
入
ら
な
い
」
と
い
い
、
そ
の

言
葉

の
も

つ
深

い
意
味
を
詳
述
す
る
。

「阿
閣
世
」
と
い
う
の
は
、

「あ
ま
ね
く
、
お
よ
び

一
切
の
五
逆
罪
を
造
る
者
」
と
の
意
味
で
あ
り
、

「煩
悩
を
具
足
し
て
い
る
者
」
と
の
意
味
で
あ
り
、

二

切
の
ま
だ
阿
褥
多
羅
三
毅
三
菩
提
心
を
起
こ
し
て
い
な
い
者
」
と
の
意
味
で
、

仏
性
を
み
な
い
衆
生
を
救
う
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
世
尊
は
、
「
月
愛
三

昧
」
に
入
り
、
光
を
放

つ
。
光
は
身
体

的
な
も
の
、
感
覚
的
な
も
の
も
包
摂
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
光
が
王
の
身
を
照
ら
す
と
か
さ
ぶ
た
は
た
ち
ま
ち
癒

え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
身
を
治
し
て
、
あ
と
心
を
癒
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
月
愛
三
昧
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
七
人
の
子
を
も

つ
親
の
心
は
、

七
子
に
平
等
で
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
し
病
む
子
が
あ
れ
ば
偏
え
に
そ
の
子

に
集
中
す
る
。
そ
の
よ
う
に
、
仏
の
心
も
罪
あ
る
者
に
集
中
す
る
愛
と
し
て
働
く
。

こ
う
し
て
、
王
は
、
老
日婆
の
勧
め
に
従
い
象
に
乗

っ
て
仏
所
に
赴
く
が
、
道
中
、

①
舎
衛
城
の
毘
瑠
璃
王
は
船
で
海

(水

)
に
出

て
船
火
事

(地
獄
)
で
死
ん
だ
。

盟
伽
離
比
丘
は
仏
弟
子
を
誹
諦
し
て
悪
瘡
を
生
じ
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
。
②
須
那

刹
多
は
い
ろ
い
ろ
悪
を
造

っ
た
が
仏

の
も
と
に
い
き
罪
が
消
滅
し
た
、
と
聞
く
。

こ
の
二

つ
の
意
味
深
長
な
話
を
聞

い
て
、
王
は
心
が
激
し
く
動
揺
す
る
。
王
は
、

善
婆
に
同
じ
象
に
乗
り
た
い
。
も
し
阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
そ
う
に
な

っ
た
ら
、
放
さ

な
い
で
欲
し

い
。
道
を
得
た
人
は
地
獄

に
堕
ち
な
い
と
聞
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
の
、
王
に
は
、
自
己
の
罪
の
深
さ
に
恐
れ
を
懐
き
、
ま
だ
、

決
定
心
が
な
く
疑
心
が
残

っ
て
い
る
。

王
に
対
す
る
仏
の
説
法
は
、
今
日

の
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
、
必
ず
し
も
素
直
に

理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
誰
弁
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
も
の

が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
要
点
は

こ
う
で
あ
る
。
仏
は
、
自
己
自
身
に
つ
い

て
観
察
す
べ
き
二
十
の
項
目
を
具
体
的
に
あ
げ
る
。
王
は
、
こ
の
二
十
の
項
目
を

観
察
し
て
も
し
な
く
て
も
地
獄
に
堕
ち
る
と
答
え
る
の
に
対
し
て
、
仏
は
、「
す
べ

て
の
存
在
の
本
質
や
様
態
は
無
常
で
あ
る
。
」と
か
、

「
一
切
の
存
在
は
定
相
が
な

い
。
」
と
か
と
説
く
。
こ
こ
で
、
仏
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
罪
の
意
識

へ
の
執
ら
わ
れ
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
道
徳
的
立
場
か
ら
は
罪
の
自
覚
と
な
る
も

の
で
あ

っ
て
も
、
宗
教
的
真
理
の
立
場

(月
愛
三
昧
か
ら
照
射
さ
れ
る
)
か
ら
い

え
ば
、
こ
の
罪
の
自
覚
は
執
ら
わ
れ
で
あ
り
、
迷
い
で
あ
る
。
こ
の
迷
い
を
断

つ

の
が
仏

の
説
法

の
目
的
な
の
で
あ
る
。

仏
の
説
法
を
受
け
て
王
は
、

「世
間
を
見
る
の
に
、
伊
蘭
と
い
う
毒
樹
の
種
子

か
ら
伊
蘭
と
い
う
毒
樹
が
生
ず
る
。
…
…
い
ま
、
伊
蘭
の
毒
種
か
ら
栴
檀
の
芳
樹

の
生
ず
る
の
を
み
る
。
伊
蘭
の
毒
種
は
自
分
で
あ
る
。
栴
檀
樹
と
は
自
分
の
心
に

生
じ
た
無
根

の
信
で
あ
る
」
と
い
う
。

「
仏
法
僧
の
三
宝
を
信
じ
た
こ
と
の
な
い

(ー
根
拠

の
な
い

〔無
根
〕
1
)
者
は
、
仏
に
遇
う
こ
と
を
得
な
か

っ
た
ら
、
地

獄
に
堕
ち
て
苦
を
受
け
た
に
違
い
な
い
。
仏
に
遇
い
得
た
功
徳
に
よ

っ
て
、
衆
生

の
煩
悩
悪
心
を
破
り
た
い
」
と
も
い
う
。

「無
根
の
信
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
う
し
た
心
の
大
き
な
転
換

(
回
心
)
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
に
語

っ
て
い

る
。
そ
の
と
き
、
無
数
の
人
々
は
菩
提
心
を
お
こ
し
、
王
の
重
罪
は
軽
微
と
な

っ

た
。以

上
に
、

『
沙
門
果
経
』
と
そ
れ
を
承
け
た

『
浬
藥
経
』
梵
行
品
に
み
え
る
阿

閣
世
王
伝
承
物
語
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
、
前
者
か
ら
後
者

へ
の
思
想

展
開
に
つ
い
て
要
約
を
し
て
お
こ
う
。
六
人
の
思
想
家
を
歴
訪
し
て
い
る
の
は
両

経
典
に
共
通
し
て
い
る
が
、
最
大
の
相
違
点
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
前
者
で
は
、

「
沙
門
の
現
世
に
お
け
る
果
報
」
を
主
題
に
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
阿
閣
世
王
の

造
罪
は
内
面
化
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

「
私
は
愚
か
な
る
ま
ま
に
、
痴
な
る
ま

ま
に
、
不
善
な
る
ま
ま
に
罪
過
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
。
そ
し
て
あ
の
正
し
い
父

・

法
王
を
王
権
を
得
る
た
め
に
殺
害
し
た
。
大
徳
よ
、
世
尊
よ
、
私
が
将
来
罪
を
犯
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す

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
罪
過
を
罪
過
と
し
て
認
め
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
」

と
述

べ
る
に
止
ま
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
父
王
を
無
道
に
も
殺
害
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、

阿
閣
世
王
自
身
の
中
で
造
罪
が
内
面
化

し
、
心
身
を
病
み
苦
悩
す
る
。
罪
の
自
覚

と
そ
れ
の
救
い
が
主
題
と
な

っ
て
い
く
。
そ
の
際
、
書
婆
の
勧
め
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
心
定
ま
ら
ず
不
安
で
あ
る
阿
閣
世
王
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
立
場

か
ら
宗
教
的
立
場

へ
の
飛
躍
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
、

「
無
根
の
信
」
を
得
る

と
い
う
宗
教
的
転
換

(回
心
)
を
経
験

し
て
、

「
こ
の
功
徳
に
よ

っ
て
衆
生

の
煩

　

　
　

　

悩
悪
心
を
破
り
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

三

 

上
に
見
た
如
く
、

『
沙
門
果
経
』
を
承
け
て

『
浬
盤
小経
』
が
成
立
し
た
。

『
浬

葉
経
』
で
は
、
父
殺
し
に
か
か
わ
る
阿
閣
世
王
の
内
面
は
罪

の
自
覚
と
そ
れ
か
ら

の
解
決

(
心
の
転
換
)
と
い
う
方
向
を
辿

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
身
は
大
変
興

味
深
い
も

の
を
感
じ
さ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
親
鷺
は
こ

う
し
た
経
文
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
思
索

の
場
を
開
い
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
改

め
て
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な

疑
問
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
記
述
に
み
え
る
阿
閣
世
王
の
内
面
に
少
し
く
検
討
を
加

え
て
、
ど
の
よ
う
な
心
の
場
所
で
転
換

が
な
さ
れ
た
の
か
を
見
て
み
た
い
。

阿
閣
世
王
に
深
刻
に
内
面
化
し
た
も

の
は
、
罪
な
き
父
王
を
殺
害
し
た
と
い
う

罪
の
意
識
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

五
逆
罪
を
犯
し
た
か
ら
堕
地
獄
を
免
れ
な

い
と
い
う
苦
悩
を
背
負
う
て
い
る
。
そ
れ
が
、

「
心
に
悔
熱
を
生
ず
」
る
こ
と
に

よ
り
、
身
体
に
臭
穣
を
放

つ

「
瘡

(
か
さ
ぶ
た
)
」
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
阿

閣
世
王
は
、
か
さ
ぶ
た
が
身
体
に
原
因
が
あ

っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
心
に
原

因
が
あ

っ
て
生
じ
た
と
い
う
が
、
そ
こ
に
、
深

い
道
徳
的
な
罪
の
自
覚
が
あ
り
、

自
己
の
罪
に
つ
い
て
の
深
い
漸
悦
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
苦
悩
の
中
に
あ
る
阿
閣
世
王
に
対
し
て
、
六
大
臣
が
各
々
六
人
の
思

想
家
の
説
を
聞
か
せ
て
慰
め
る
。
先
に
も
見
た
如
く
、
月
称
の
推
薦
す
る
富
關
那

の
説
は
善
悪
の
業

(
行
為
)
と
そ
の
報
い

(
結
果
ー
価
値
)
の
否
定
に
立

つ
行
為

無
価
値
論
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
人
間
が
存
在
す
る
限
り
、
道
徳
的
に
は
人
間
の

一
っ
一
っ
の
行
為
の
善
悪
が
問
わ
れ
る
。
宗
教
的
に
は
行
為
主
体
と
し
て
の
自
己

が
問
わ
れ
る
。
阿
閣
世
王
の
苦
悩
は
そ
う
し
た
自
己
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。
蔵
徳
の
推
薦
す
る
末
伽
梨
拘
舎
梨
子
の
説
は
、
法
を
王
法
と
出
家
の
法
と
に

分
け
る
。
後
者
か
ら
い
え
ば
、
虫
を
殺
し
て
も
罪
で
あ
る
が
、
前
者
に
立

っ
て
い

え
ば
、
父
を
殺
し
て
も
罪
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然
的
な
も
の
で
、

ち
ょ
う
ど
迦
羅
羅
虫
は
生
ま
れ
る
と
母
虫
を
殺
し
、
螺
馬
は
子
を
妊
ん
で
死
ぬ
の

と
同
じ
必
然
性
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
、

一
種
の
自
然
循
環
論
で
あ
る
。
し
か
し
、

迦
羅
羅
虫
や
螺
馬
の
場
合
の
必
然
性
は
自
然
な
も
の
と
し
て
の
出
産
と
い
う
こ
と

に
よ
る
。
こ
の
必
然
性
と
阿
閣
世
王
の
父
殺
し
に
至
る
必
然
性
と
混
同
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
父
王
殺
害
は
自
ぢ
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
自
然
な
も
の

と
し
て
の
必
然
性
は
認
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
阿
閣
世
王
の
苦
悩
が
あ
る
。

実
徳
の
推
薦
す
る
捌
邪
毘
羅
肱
子
の
説
は
、
人
は
過
去
か
ら
の
業
を
も
ち
、
そ

の
縁
に
よ

っ
て
生
死
の
果
報
を
受
け
る
。
父
を
殺
し
た
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
父

王
の
過
去
世
か
ら
の
業
に
よ
る
も
の
で
、
阿
闇
世
王
に
何

の
罪
も
な
い
と
い
う
。

つ
ま
り
、
行
為
責
任
の
過
去
転
嫁
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
閣
世
王
の
苦
悩
は
、

現
在
の
自
己
の
行
為
に
対
し
て
自
己
が
来
世
に
受
け
る
に
違
い
な
い
報
い
に
対
す

る
も
の
で
あ
る
。
悉
知
義
の
推
薦
す
る
阿
嗜
多
翅
金
欽
婆
羅
説
に
よ
れ
ば
、
古
来
、

多
く
の
王
が
父
を
殺
し
て
王
位
を
得
た
。
し
か
し
、
地
獄
に
行

っ
た
者
は
誰
も
い

な
い

(
罪
の
報
い
は
な
い
)。
も
と
も
と
、
人
間
界
と
畜
生
界
だ
け
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「
因
縁
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
因
縁
と
い
う
原
理
に
も
と
ず
く
善
因
善
果

・
悪
因
悪
果
と
い
う
こ
と
は
な

い
と
す
る

一
種
の
唯
物
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
唯
物
論
で
は
、
自
己
の
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意
志
行
為
に
よ

っ
て
父
を
殺
し
た
事
実

は
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
報

い
の
否
定
だ

け
で
は
阿
閣
世
王
の
悩
み
は
少
し
も
解

決
し
な
い
。

吉
徳
の
推
薦
す
る
迦
羅
鳩
駄
迦
膀
延

(
婆
蘇
仙
)
の
説
は
、
「殺
害
」
の
成
立
し

い
こ
と
を
有
我
と
無
我
と
に
よ

っ
て
説
く
。
す
な
わ
ち
、
有
我
で
あ
れ
ば
常
住
不

変
で
あ
る
か
ら
殺
害
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
罪
は
成
立
し
な
い
。
無
我
で
あ

れ
ば
諸
法
無
常
で
あ
り
、
念
々
に
壊
滅
す
る
の
で
、
殺
者

・
死
者
す
べ
て
念
々
に

滅
し
て
、
罪
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
、

火
は
木
を
焼
く
が
火
に
罪
は
な
く
、
毒
は

人
を
殺
す
が
毒
に
罪
は
な
い
よ
う
に
、
阿
閣
世
王
に
罪
は
な
い
と
も
い
う
。
こ
れ

は
観
念
遊
戯
論
で
誰
弁
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
自
己

の
意
志
行
為
で
父
を
殺
し
た

と
い
う
阿
閣
世
王
の
負
目
は
有
我

・
無
我
に
立

つ
遊
戯
論
的
誰
弁
で
は
解
決
出
来

な
い
。
無
所
畏
の
推
薦
す
る
尼
乾
陀
若
提
子
の
説
に
つ
い
て
は
、
親
鷺
は
こ
の
名

前
だ
け
あ
げ
て
こ
の
説
を
引
用
し
て
い
な
い
。
も
う
取
り
上
げ
る
必
要
を
認
め
な
か

っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
説
は
こ
う

で
あ
る
。
布
施
も
善
な
る
行
為
も
な
い
。

父
母
も
な
い
。
現
世

・
来
世
、
聖
者

・
修
行

・
道
も
存
在
し
な
い
。
人
は
八
万
劫

を
経
過
す
れ
ば
自
然
に
生
死
輪
廻
か
ら
脱
す
る
。
罪
あ
る
者

・
な
い
者
す
べ
て
そ

う
で
あ
る
。
解
脱
を
得
れ
ば
差
別
は
な

い
。

こ
う
し
て
六
師
外
道

の
説
は
、
上
に
見
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
い
ず

れ
も
類
型
論
的
に
普
遍
性
な
り
妥
当
性
な
り
を
も

つ
も

の
で
は
な
い
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
ら
ば
、
父
殺
し
と
い
う

一
つ
の
行
為
を
、
そ
の
行
為
の

善
悪
を
根
本
的
に
問
う
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
の
行
為
に
悩
む
必
要
の
な
い
こ
と
の

み
を
弁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
父
殺
し
の
行
為
は
根
本
的

に
問
わ
れ
、
そ
の
行
為
主
体
と
し
て
の
自
己
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
問
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
諸
説
は
人
間
と
し
て
も

つ
阿
閣
世
王
の
苦

悩
す
る
問
題
を
正
確
に
捉
え
、
そ
れ
に
的
確
な
解
答
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
。
親
鶯
が
六
師
外
道
説
を
長
々
と
引
用
し
た
主
旨
は
、
人
間
の
問
題
が
ど
こ
に

あ
る
か
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
も
い
え
る
。
人
間
の
問
題
は
宗
教
的
に
い

え
ば
、
罪
障
の
問
題
で
あ
る
。
罪
障
は
わ
れ
わ
れ
の

「
全
身

で
荷
負
せ
ね
ば
な
ら

　
　

　

ぬ
根
深
い
運
命
的
な
」
も
の
で
あ
る
。
引
用
の
主
旨
は
そ
う
し
た
こ
と
を
示
す
こ

と
に
あ

っ
た
。
人
間
の
問
題
を
正
確
に
捉
え
て
指
摘
し
た
の
は
書
婆

で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
全
体
と
し
て
の
人
間
の
在
り
方
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ぎ
の
よ
う

な
書
婆
の
言
葉
に
阿
閣
世
王
は
全
身
を
耳
に
し
て
聞
く
。

よ
い
こ
と
を
い
わ
れ
る
。
王
は
罪
を
造
ら
れ
た
が
心
に
深
く
後
悔
し
て
噺
悦

の
思
い
を
懐
い
て
お
ら
れ
る
。
…
…
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、
後
で
そ
れ
を
人
に

打
ち
明
け
て
悔
い
て
、
漸
悦
の
心
を
も
ち
二
度
と
犯
さ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
そ

れ
は
濁

っ
た
水
に
明
馨
を
入
れ
る
と
そ
の
力
で
水
が
澄
ん
で
く
る
よ
う
に
、
ま

た
煙

っ
た
よ
う
な
雲
が
消
え
る
と
月
光
が
清
ら
か
に
冴
え
る
よ
う
に
、
悪
い
こ

と
を
し
て
悔
い
る
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
王
が
も
し
悔

い
て
漸
憶

の

思
い
を
懐
か
れ
る
な
ら
ば
、
罪
は
消
滅
し
て
も
と
の
よ
う
に
清
ら
か
に
な
ら
れ

る
。
・

も
し
衆
生
が
、
諸
の
罪
を
造

っ
て
隠
し
て
悔
い
ず
、
心
に
漸
悦

の
思
い
懐
く
こ

と
な
く
、
因
果
と
悪
業
の
報
い
を
考
え
な
い
。
智
慧
あ
る
人
に
尋
ね
る
こ
と
な

く
、
善
友
に
親
し
ま
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
は
ど
ん
な
名
医
も
看
病
人
も
治
す

こ
と
は
出
来
な
い
。
…
…
因
果
を
信
ぜ
ず
、
漸
憶

の
心
を
も

つ
こ
と
な
く
、
悪

業
の
報
い
を
信
ぜ
ず
、
現
世
や
来
世
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
善
友
に
親
し
ま
ず
、

諸
仏
の
説
く
戒
め
に
従
わ
な
い
。
こ
れ
を

一
聞
提
と
い
う
。
諸
仏
世
尊

の
治
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
…
…
大
王
は

一
閾
提
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
治
す
こ
と

は
出
来
な
い
と
い
わ
れ
る
の
か
。
…
-

こ
う
し
た
老
日婆
の
言
葉
を
通
し
て
、
王
の
罪
の
意
識
が
後
悔
の
思
い
と
な
り
、

漸
悦
の
思
い
へ
と
深
ま

っ
て
い
く
の
が
読
み
取
ら
れ
る
。
後
悔
か
ら
漸
悦

へ
の
深

ま
り
は
、
単
な
る
深
ま
り
と
し
て
見
ら
れ
て
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
転

換
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
転
換
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

仕
方
で
な
さ
れ
る
の
か
。
王
は
、
す
で
に
触
れ
た
如
く
、
老
日
婆
に
導
か
れ
て
仏
の
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説
法
に
遇
い
大
き
な
転
換
を
経
験
す
る
。
全
体
の
叙
述
か
ら
、
こ
の
転
換
を
意
味

す
る
も

の
を
、
そ
の
王
の
言
葉
の
中
に
、
見
る
な
ら
ば

つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

世
尊
よ
、
私
が
世
間
を
見
る
の
に
、
伊
蘭
と
い
う
毒
樹
の
種
子
か
ら
伊
蘭
と

い
う
毒
樹
が
生
ず
る
。
伊
蘭

の
種
子
か
ら
栴
檀
の
芳
樹
は
生
ず
る
の
を
見
た
こ

と
は
な
い
。
私
は
い
ま
、
は
じ
め
て
伊
蘭
の
種
子
か
ら
栴
檀
樹
の
生
ず
る
の
を

見
た
。
伊
蘭

の
種
子
と
は
わ
が
身
で
あ
る
。
栴
檀
樹
と
は
わ
が
心
に
お
こ
っ
た

無
根
の
心
で
あ
る
。
無
根
と
は
、
私
は
今
ま
で
如
来
を
恭
敬
し
た
こ
と
な
く
、

法
宝
や
僧
宝
を
信
じ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
を
無
根
と
い
う
の
で
あ
る
。
世
尊

よ
、
私
は
も
し
仏
に
遇
わ
な
か

っ
た
ら
、
永
劫
に
向
か

っ
て
、
大
地
獄
に
堕
ち

て
無
量
の
苦
し
み
を
受
け
る
に
違
い
な
い
。
私
は
い
ま
、
仏
を
見
た
て
ま

つ
っ

た
。
仏
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
得
た
功
徳
に
よ

っ
て
、
衆
生
の
煩
悩
悪
心
を
破
り

ρ」
、
O

↓ム
し

......

世
尊
よ
、
も
し
私
が
も
れ
な
く
衆
生

の
悪
心
を
破
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、

私
が
い
つ
も
阿
鼻
地
獄
で
無
量
劫

の
間
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生

の
た
め
に
苦
し
み

を
受
け
て
も
、
苦
と
は
し
な
い
。
…
…

書
婆
よ
、
私
は
い
ま
、
未
だ
死
せ
ず
し
て
、
す
で
に
天
身
を
得

て
、
短
い
命

を
捨
て
て
永
遠
の
命
を
得
、
無
常

の
身
を
捨
て
て
、
常
住
の
身
を
得
た
。
…
…

転
換
の
経
験
を
示
す
内
容
と
し
て
、
二

つ
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、

阿
閣
世
王
が
無
根
の
信
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
伊
蘭
と
い
う
毒
樹

の
種
子
か
ら
伊

蘭
樹
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
因
果
の
道
理
で
あ
る
。
伊
蘭

の
種
子
か
ら
栴
檀
と
い
う

香
樹
は
生
ず
る
筈
が
な
い
。
伊
蘭
の
種
子
と
は
自
分
で
あ
り
、
栴
檀
樹
と
は
自
分

の
心
に
生
じ
た
無
根
の
信
で
あ
る
。
無
根
と
は
生
ず
る
筈
の
な
い
信
が
生
じ
た
こ

と
を

い
う
。
他
の

一
つ
は
、
す
べ
て
の
衆
生
の
悪
心
を
破
り
た
い
。
そ
れ
が
出
来

る
な
ら
ば
地
獄
で
限
り
な
い
苦
し
み
を
受
け
て
も
よ
い
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
い
先
程
ま
で
は
、
書
婆
と
同
じ
象
に
乗
り
た
い
。
も
し
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
が

あ

っ
た
ら
捉
え
て
放
さ
な
い
で
く
れ
と
哀
願
し
て
い
た
の
が
、
地
獄
で
い
か
な
る

苦
し
み
を
受
け
て
も
よ
い
と
大
き
く
翻
転
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
転
換
と
は
具
体

的
に
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
心
の
転
換
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
う
で
あ

っ
て
は
じ

め
て
、
阿
閣
世
王
は
深
い
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

宗
教
の
立
場
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
超
越
的
な
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
お

い
て
成
立
す
る
。
そ
の
か
か
わ
り
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
宗
教

の
本
質

を
成
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
極
め
て
個
性
的
で
独
自
な
仕
方
で
成
立
し
て
い
る
。

そ
の
か
か
わ
り
・
本
質
を
め
ぐ
っ
て
宗
教
の
文
献
そ
れ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
く
る
。
し
た

が

っ
て
、
そ
の
表
現
も
個
性
的
で
あ
る
。
問
題
は
、
宗
教
の
源
底
を
な
す
と
見
ら

れ
る
超
越
的
な
る
も
の
と
の
か
か
わ
り
が
い
ろ
い
ろ
な
仕
方
で
個
性
的
に
表
現
さ

れ
た
文
献
を
、
如
何
に
理
解
し
解
釈
す
る
か
に
絞
ら
れ
て
く
る
。
個
性
的
な
も
の

　ア

　

を
如
何
に
理
解
す
る
か
の
表
現
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
を
親
鷺
に
当

て
は
め
て
い
え
ば
こ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
親
鷲
の
宗
教
的
生

は
、
周
知
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
確
信
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立

っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏

(
超
越
的
な
る
も
の
)
と
の
か
か
わ
り
は
、
徹
底

し
て
信
ず
る

・
信
順
す
る
と
い
う
仕
方
で
結
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
親
鷺

の
宗
教
的
確
信
を
め
ぐ
る
個
性
に
み
ち
た
表
現
を
ど
う
解
釈

す
る
か
が
大
き
な
問
題
に
な
る
。

こ
こ
で
の
問
題
を
も
う
少
し
立
ち
入

っ
て
論
じ
て
み
よ
う
。
親
鷺
の
宗
教
的
確

信
は
、
聞
く
こ
と
が
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
極
め
て
個
性
的
な
場
に
お
い

て
成
立
し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
宗
教
は
根
本
的
に
は
個
性
的
な
場
に
お
い
て
成

り
立

つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
文
献
を
通
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
解
釈
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
そ
こ
に
普
遍
性
客
観
性
が
得
ら
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
釈
学
の
根
本
問
題
が
、
表
現
の
理
解
を
普
遍
性

へ
と
高

　　
　

め
る
こ
と
に
あ

っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
事
情
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
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故
に
、
問
題
は
、
そ
う
し
た
親
鷺
の
独
自

で
個
有
の
宗
教
的
確
信
の
個
別
的
独
自

性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
宗
教
的
確
信
が
成
立
す
る
必

然
的
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鷺

の
宗
教
的
確
信
の
個
別

的
独
自
性
が
、
実
は
脱
自
的
な
場
に
お

い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
明
か
に
す
る

こ
と
で
も
あ
る
。
個
別
的
独
自
性
が
強

調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
だ
け
、
宗
教
的
確
信

が
成
立
す
る
場
に
対
す
る
理
解
の
普
遍
性
客
観
性
が
見
失
わ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
先
の
伝
承
物
語

に
お
け
る
逆
悪
を
犯
し
た
阿
閣
世
王
が
信

を
開
い
て
い
く
所
以
は
、
親
鷺
の
宗
教
的
確
信
の
成
立
す
る
必
然
的
場
を
よ
く
示

し
て
い
て
、
そ
こ
に
親
鷺
の
伝
承
物
語
解
釈
理
解
の
場
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
が
宗
教
的
確
信

の
成
立
す
る
必
然
的
場
で
あ
る
。
そ
の
点
を
見
て
み
よ
う
。

親
驚
は
伝
承
物
語
引
用
に
先
立

っ
て
、
同
じ

『
浬
葉
経
』
の
現
病
品
か
ら
つ
ぎ

の
如
き
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
冒
頭

に

「
難
治
の
機
を
説
き
て
」
と
あ
る
よ
う

に
、
治
し
難
い
病
を
も

っ
た
人
間
が
主

題
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
仏
、
難
治
の
機
を
説
き
て
、
浬
藥
経
に
言
は
く
、「迦
葉
、
世
に
三
人
あ
り
、

そ
の
病
治
し
が
た
し
。

一
つ
に
は
諦
大
乗
、
二

つ
に
は
五
逆
罪
、
三

つ
に
は

一
閲

提
な
り
。
か
く
の
ご
と
き
の
三
病
、
世

の
中
に
極
重
な
り
、
こ
と
ご
と
く
声
聞

・

縁
覚

・
菩
薩
の
よ
く
治
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
善
男
子
、
讐

へ
ば
病
あ
れ
ば
、

必
ず
死
す
る
に
治
す
る
こ
と
な
か
ら
む
に
、
も
し
謄
病
、
随
意
の
医
薬
あ
ら
ん
む

が
ご
と
し
。
も
し
謄
病
、
随
意
の
医
薬
な
か
ら
む
、
か
く
の
ご
と
き
の
病
定
ん
で

治
す
べ
か
ら
ず
。
ま
さ
に
し
る
べ
し
、

こ
の
人
必
ず
死
せ
む
こ
と
疑
は
ず
と
。
善

男
子
、
こ
の
三
種
の
人
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
仏

・
菩
薩

に
従
ふ
て
聞
治
を
得
巳

り
て
、
す
な
は
ち
よ
く
阿
褥
多
羅
三
毅
三
菩
提
心
を
発
せ
む
。
も
し
声
聞

・
縁
覚

・

菩
薩
あ
り
て
、
あ
る
い
は
法
を
説
き
、
あ
る
い
は
法
を
説
か
ざ
る
あ
ら
む
、
そ
れ
を

へ　
　

し
て
阿
褥
多
羅
三
躾
三
菩
提
心
を
発
せ
し
む
る
こ
と
あ
た
は
ず
」
と
。

こ
こ
で
は
、
大
乗
を
誹
諺
す
る
者

・
五
逆
罪
を
犯
す
者

・
断
善
根
の
者
と
い
う
治

し
難
い
病
を
も

っ
た
病
人

(難
化
の
三
機
)
も
た
だ
仏

の
み
よ
く
癒
す
。
す
な
わ

ち
、
重
病
人
で
あ

っ
て
も
看
護
人
と
随
自
意
の
医
薬
が
あ
れ
ば
癒
す
こ
と
が
出
来

る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
先

の
梵
行
品
と
藥
葉
品
の
引
用
を
終
え
る
と
、

つ
ぎ

の
如
き
、
親
黛
自
身
の
解
釈
が
述
べ
ら
れ
る
。
救
う
こ
と
の
極
め
て
困
難
な
病
人

も
本
願
に
信
順
す
れ
ば
癒
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
極
め
て

個
性
的
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
右
の
現
病
品
の
文
章
と
相
応
し
て
い
る
。

こ
こ
を
以
て
、
い
ま
大
聖
の
真
説
に
拠
る
に
、
難
化
の
三
機
、
難
治
の
三
病
は
、

大
悲
の
弘
誓
を
愚
み
、
利
他

の
信
海
に
帰
す
れ
ば
、
こ
れ
を
衿
哀
し
て
治
す
、

こ
れ
を
憐
欄
し
て
療
し
た
ま
ふ
。
喩

へ
ば
醍
醐
の
妙
薬
の

一
切
の
病
を
療
す
る

が
ご
と
し
。
濁
世
の
庶
類
、
稼
悪
の
群
生
、
金
剛
不
壊
の
真
心
を
求
念
す
べ
し
、

　
ね
　

本
願
醍
醐
の
妙
薬
を
執
持
す

べ
き
な
り
と
、
知
る
べ
し
。

こ
こ
で
は
、
諦
大
乗

・
五
逆
罪

・
一
閲
提

(断
善
根
)
の
病
人
は
如
来
の
慈
悲
を
た

の
み
、
他
力
廻
向
の
信
心
海
に
帰
入
す
れ
ば
、
病
を
癒
さ
れ
る
。
喩
え
て
い
え
ば
、

こ
れ
は
醍
醐
の
妙
薬
が
す
べ
て
の
病
気
を
治
し
て
し
ま
う
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
先
の
梵
行
品
か
ら
の
引
用
の
前
後
を
見
れ
ば
、
そ
の
引
用
の
主
旨

は
獲
信
の
機
が
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
、
親
鷺
の
自
釈
の
独
自

性
が
ど
の
よ
う
な
脱
自
的
な
場
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
上
の
現
病
品
の
文
章
を
注
意
す
る
と
、
親
鷺
独
自

の
訓
点

が
施
さ
れ
、
同
時
に
他
の
箇
所
か
ら
の
経
文
の
挿
入
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
課
題
-
宗
教

的
確
信
の
成
立
す
る
必
然
的
場
を
明
ら
か
に
す
る
ー
に
従

っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と

が
、
親
鷺
の
恣
意
に
も
と
ず
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
深
い
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
う
な
の
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
引
用
文
と
原
文
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

〔引
用
文
〕

カ
タ
シ

シ

夫

.
仏

説

け
難

治

ノ
機

弓
浬

藥

経

二
言

タ
マ
ハ
ク
迦

葉

世

二
有

功
三

人

一
其

ノ
病

難

二

治

一
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ニ
ハ
諦
大
乗
ニ
ニ
ハ五
逆
罪
三
ニ
ハ
一
聞
提
ナ
リ如
η
是
ノ
三
病
世
ノ
中
二極
重
ヤ
リ悉
ク
非
鉄

声
聞
縁
覚
菩
薩
之
所
二能
ク
治
鉛
善

男
子
讐
ハ如
押
右
累
病

一必
死

スル
ニ無
一
治
一
若
シ

有
畷
贈
病
随
意
・医
薬
上若
シ
無
ジム
贈

病
随
意
ノ
医
薬

一如
ヨ

是
ノ
之
病
定
・ア
不
三可
二

治
一当
匠知
沸
是
・
人
必
死
セ
ム・
ト
不
二疑

一善
男
子
是
・
三
種
ノ
人
亦
復
如
,
是
」
従
ゴ

仏
菩
薩
一}得
二聞
治
」
已
一ア
即
便
能
ク
発
堵
阿
褥
多
羅
三
須
三
菩
提

心
」
若
シ
有
ゴ

声
聞
縁
覚
菩
薩

一或
.有
畷
説

卦
キ法

↓
或
ハ不
ン
説
勃
法
」
不
歴
卜
能
弧
3
ト
其
・シ
・ア発
ユ

阿
褥
多
羅
三
毅
三
菩
提
心
つ
(n
)

〔原
文

〕

迦
葉
、
世
有
二三
人

一其
病
レ難
治
、
一
諦
大
乗
、
二
五
逆
罪
、
三

一
閲
提
、
如
レ是

三
病
世
中
極
重
、
悉
非
三声
聞
縁
覚
菩
薩
之
所
二能
治
一、

善
男
子
、
讐
如
二有
レ

病
必
死
難

ラ

(無
)
治
、
若
有
哺贈
病
随
意
医
薬

一、

若
無
二
臆
病
随
意
医
薬
一、

如
』
疋
之
病
定
不
レ
可
レ治
、
当
レ
知
是
人
必
死
不
レ疑
、
善
男
子
、
是
三
種
人
亦
復

如
レ是
、
若
有
二
声
聞
縁
覚
菩
薩
一
、
或
有
レ
説
レ
法
或
不

藍説

レ法
、
不
レ
能
レ
令

三

其
発
一阿
褥
多
羅
三
須
三
菩
提
心
一迦

葉
、
讐
如
下
病
人
若
有
二贈
病
随
意
医
薬
一則

可
レ令
レ差
、
若
無
二此
三
一則
不

上レ可

レ差
、
声
聞
縁
覚
亦
復
如
レ
是
、
従
二
仏
菩

薩

一得
レ聞
レ法

(治
)
已
、
即
(
便
)
能
発
二
於
阿
褥
多
羅
三
毅
三
菩
提
心

一非
二
不
レ

聞
レ法
能
発
心
噌
也

(21
)

原
文
に
よ
れ
ば
、
死
に
至
る
病
に
か
か

っ
た
者
に
、
①

看
病
人

(医
師
と
看

護
人
)
と
随
自
意
の
医
薬
が
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず
死
に
至
る
者
、
②

看
病
人
と
医
薬
が
あ
れ
ば
治
癒
す
る
が
、
な
け
れ
ば
死
に
至
る
者
、
③

自
然
に

治
癒
す
る
者
、
の
三
種
類
が
あ
る
と
す
る
文
脈
の
中
で
、
①
②
に
か
か
わ
る
部
分

の
病
人
が
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
が
諺
大
乗

・
五
逆
罪

・
一
聞
提
に
あ
た
り
、
不
可
治
必
死
と
せ

ら
れ
る
。
②
が
声
聞

・
縁
覚
に
あ
た
り
、
仏
菩
薩
に
法
を
聞
く
こ
と
を
得
れ
ば
、

阿
褥
多
羅
三
旗
三
菩
提
心
を
起

こ
す
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
起
こ
す
こ
と
は
な
い
と

さ
れ
る
。

(③
は

『浬
藥
経
』
を
信
受

す
る
行
者
に
あ
た
る
。)
こ
の
う
ち
、
①
を

意
味
す
る
経
文
中
の
、

「讐
如
二有

レ病
必
死
難
フ

(無
)
治
、
若
有
二贈
病
随
意
医

薬

一、

若
無
二臆
病
随
意
医
薬

一、
如
旨
疋
之
病

定
不
レ可
レ治
、
当
レ知
是
人
必
死
不
レ

疑
」
は
、
通
常
は
、
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
鶯
は
、「
讐

如
綬
有
身一ハ病

一必
死
スル
ニ無
サ迦
.ム溶

一若
有
軸ガ
贈
病
随
意
ノ
医
薬
上若
.
無
ジム
謄
病
随
意
.

医
薬

一如
ゴ
是
》
之
病
定
ア
不
三可
二
治

一当
匠
知
訪是
.
人
必
死
セム.ト
不
二疑
こ
と
読
ん

で
、
こ
の
よ
う
に
独
自
な
訓
点
を
施
し
た
。
同
時
に
、
②
に
か
か
わ
る
部
分
に
あ

っ

た

「
従
二仏
菩
薩

一得
二聞
治
一已

即
便
能
発
二阿
褥
多
羅
三
獲
三
菩
提
心
一」
を
、
①

を
意
味
す
る
こ
の
部
分
に
、
も
と
あ

っ
た
経
文
と
順
序
と
を
変
え
て
、
挿
入
し
た

の
で
あ
る
。

独
自
な
読
み
方
と
、
順
序
を
変
え
た
経
文
の
挿
入
に
よ
る
結
果
、
不
可
治
必
死

の
病
人

(
難
化
の
三
機
)
も
看
病
人

(
如
来
)
と
随
自
意
の
医
薬

(他
力
廻
向
の

信
心
)
が
あ
れ
ば
、
不
可
治
で
は
な
く
治
癒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
意
味
の
転
倒

が
起

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
転
倒
を
特
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
が
親
鶯
の

独
自
で
個
性
的
表
現
の

一
つ
で
あ
る
。
宗
教
的
転
換

(
回
心
)
は
全
く
望
み
が
断

た
れ
た
絶
望
的
状
況
か
ら
蘇
ら
せ
る
経
験
で
あ
る
。
阿
閣
世
王
の
回
心
は
そ
の
よ

う
な
意
味
を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
意
味
の
転
倒
は
決
し
て
親

鷺

の
悠
意
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
転
倒
が
起

こ
る
場

は
、
親
鷲

の

『
浬
藥
経
』
を
見
る
眼
の

一
方
的
な
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
い
い
か
え
る
と
、
こ
れ
は
親
鶯
の
思
想
と
信
仰
に
よ

っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
こ
は
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
る
の
か
。

こ
れ
が
人
間
の
宗
教
生
活
に
と

っ
て
、
最
も
根
源
的
な
次
元
の

一
つ
と
し
て
考
え

ら
れ
る
知
的
な
働
き
が
成
立
す
る
場
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
回
心
に
よ

っ
て

開
か
れ
、
信
と
か
知
と
か
の
働
き
が
成
立
し
て
く
る
よ
う
な
根
底
的
な
場
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
に
宗
教
的
実
存
と
し
て
自
己
の
宗
教
的
な

在
り
方
の
す
べ
て
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
親
耀
が
経
文
を
し
ば
し
ば
読
み
変
え
て

い
る
の
は
そ
の
悠
意
に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鶯

の
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読
み
変
え
の
背
景
に
、
こ
う
し
た
根
底
的
な
場
を
考
え
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
。

根
底
的
な
場
を
考
え
な
い
限
り
読
み
変
え
に
つ
い
て
の

一
貫
し
た
理
解
は
得
ら
れ

な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
う

一
っ
例
を
あ
げ
よ
う
。

「信
巻
」
の
は
じ
め
の
方
は
、
信
心
を
獲
得
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

こ
の
信
心
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
も
の
な
の
か
を
述
べ
る
。
そ
の
た
め
に
、

『大
経
』
と
異
訳
の

『如
来
会
』
の
第
十
八
願
文
と
本
願
成
就
文
を
あ
げ
て
い
る
。

単
に
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
も
、
親
鷺
は
独
特
の
読
み
と
解
釈
を
行

っ

て
い
る
。
本
願
成
就
文

の
例
を
あ
げ
る
と
、

諸
有
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
乃
至

一
念
せ
む
、
至
心

に
回
向
せ
し
め
た
ま

へ
り
、
か
の
国

に
生
れ
む
と
願
ぜ
ば
即
ち
往
生
を
得
、
不

　の
　

退
転
に
住
せ
む
、
た
だ
五
逆
と
誹
諺
正
法
と
お
ば
除
く
。

親
鷺
は
こ
う
読
ん
で
い
る
。
如
来
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
を
お
こ
す
。
そ
の

一
念

に
、
如
来
の
至
心
が
与
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
願
え

ば
、
即
ち
往
生
を
得
て
、
不
退
転
に
住
す
る
身
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
五
逆
と
諦
法

の
者
は
除
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
漢
文
で
は
こ
う
は
読
め
な
い
。

特
に
、「
至
心
廻
向
、
願
生
彼
国
…
」
は
、
原
文
か
ら
は

「
至
心
に
廻
向
し
て
、
か

の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
は
ば
…
」
と
読

み
、「
行
者
の
廻
向
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
を
、
親
鷺
は

「
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま

へ
り
」
と
読
ん
で
、
「如
来
か

ら
の
廻
向
」
と
解
釈
し
て
、
意
味
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
。

親
鷺
に
は
、
こ
う
し
た
意
味
の
転
倒
を
成
立
せ
し
め
る
根
底
的
な
場
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
信
心
が
、
人
間
の
側
か
ら
起

こ
す
も
の
で
は
な
く
、
如
来
か
ら
廻
向
さ

れ
る
信
心
で
あ
る
こ
と
に
、
徹
底
す
る
場
で
あ
る
。
阿
閣
世
王
が

「
無
根
の
信
」

を
開
い
て
、
衆
生

の
た
め
に
悪
心
を
破
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
地
獄
で
苦
を
受

け
て
も
よ
い
と
い

っ
た
場
所
で
あ
る
。
無
根
の
信
と
は
、
親
鷺
に
と

っ
て
は
、
自

ら
に
何
ら
か
予
め
用
意
さ
れ
た
根
拠
が
あ

っ
て
開
か
れ
る
信
で
は
な
い
。
そ
う
し

た
無
根
の
信
と
い
う
宗
教
的
真
理
を
、
阿
閣
世
王
の
伝
承
物
語
の
な
か
に
新
し
く

読
み
取

っ
た
場
所
が
、
親
鷺
の
根
底
的
に
立

っ
て
い
る
場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
読
み
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味
の
必
然
性
に
お
い
て
、
親
鷲
の
宗
教
的
確

信
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
親
鷺
の
立

っ
て
い
る
根
底
的
な
場
が
ど
の
よ
う

に
脱
自
的
に
成
立
し
て
い
る
場
所
な
の
か
を
更
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
脱
自
的
と
い
う
の
は
、
人
間
の
問
題
を
自
己
か
ら
自
己
の
根
底

へ
の

方
向
に
徹
底
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立

つ
と
い
う
意
味
で
考
え
て
い
き
た
い
。

五

人
間
の
罪
障
の
問
題
を
自
己
か
ら
自
己
の
根
底

へ
の
方
向
に
徹
底
す
る
過
程
を
、

親
鷺
で
は
、
化
身
土
巻
に
お
い
て
、
三

つ
の
段
階
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
三
願

転
入
と
呼
ば
れ
る
。
宗
教
的
経
験
の
自
覚
的
深
化
の
過
程
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
、

阿
彌
陀
仏
の
四
十
八
願
中
の
第
十
九
願

・
第
二
十
願

・
第
十
八
願
に
照
ら
し
て
、

深
ま
り
ゆ
く
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
根
底

へ
の

徹
底

の
過
程
の
違
い
と
見
て
も
よ
い
。
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
親
鷺

の
宗
教
的
確
信
が
ど
の
よ
う
な
脱
自
的
場
に
お
い
て
成
立
す
る
の
か
を
考
え
て
、

結
び
に
か
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
、
四
十
八
の
願
が
な
ぜ
こ
の
三
願
に
限
定
さ
れ
る
の
か

と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
四
十
八
の
誓
願
の
中
で
も
宗
教
的
な
自
覚
が
究
極

的
に
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
三
願
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
次
的

な
自
覚
の
性
格
を
も

つ
誓
願
が
、
宗
教
的
自
覚
が
深
化
す
る
に
つ
れ
て
捨
象
さ
れ
、

最
終
的
に
は
こ
の
三

つ
に
極
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
第

一
の
段
階
は
第
十
九
願
の
立
場
で
あ
る
。
願
文
は
こ
う
で
あ
る
。

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
む
に
、
十
方
の
衆
生
、
菩
提
心
を
発
し
、
も
ろ
も
ろ

の
功
徳
を
修
し
、
心
を
至
し
発
願
し
て
わ
が
国
に
生
れ
む
と
欲
は
む
。
寿
終
の

時
に
臨
ん
で
、
た
と
ひ
大
衆
と
囲
続
し
て
そ
の
人
の
前
に
現
せ
ず
ば
、
正
覚
を

取
ら
じ
。
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こ
の
段
階
で
、
宗
教
的
経
験
が
自
覚

的
に
問
題
と
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
願
文
に
従

っ
て
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、「浄
土
に
生
ま
れ
る
た

め
に
、
菩
提
心
を
お
こ
し
、
諸
の
功
徳

を
修
め

(
修
諸
功
徳
)、
心
を
励
ま
し
向
け

る

(至
心
回
向
)」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
親
鷺
は
こ
の
願
を
、「
修
諸
功
徳

の

願
」
と
し
、
内
容
的
に
は

『
観
経
』
に
従

っ
て
、
定
善

(
息
慮
凝
心
の
観
法
で
、

十
三
の
観
法
が
あ
る
)
と
散
善

(廃
悪
修
善
の
道
徳
行
為
で
、
世
間
的
善

・
小
乗

の
戒
律

・
大
乗
の
善
行
の
三
種
が
あ
る
)
と
捉
え
、
衆
生
に
こ
う
し
た
二
善
を
求

め
て
い
る
と
し
た
。
親
驚
は
ま
た
こ
の
願
の
本
質
を

「
至
心
発
願

の
願
」
と
捉
え

た
。
な
ぜ
至
心
発
願
で
あ
る
の
か
。
願

に

「寿
終

の
時
に
臨
ん
で
…
そ
の
人
の
前

に
現
ぜ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
誓

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
行
者
は
臨
終

の
時
仏
の
来
迎
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
宗
教
的
生

の
特
徴
を
、

単
に
定
善

・
散
善
に
立
脚
す
る
こ
と
に
あ
る
と
み
る
の
で
は
な
く
、
臨
終
に
仏

の

来
迎
を
期
待
す
る

(
往
生
を
求
願
す
る
)
と
い
う

「至
心
発
願
」
の
宗
教
性
に
み

る
か
ら
で
あ
る
。
平
安
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
彌
陀
来
迎
図

・
聖
衆
来
迎
図
な
ど

す
ぐ
れ
た
絵
画
が
描
か
れ
た
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
宗
教
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
親
驚
は
古
来
か
ら
の
呼
称
に
従

い
、「
臨
終
現
前
の
願
」
「現
前
導
生
の
願
」

「来
迎
引
接

の
願
」
の
願
名
を
あ
げ
る
事
情
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
、
第
十
九
願

の
行
者
に
は
称
名
念
仏
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
た
。
念
仏
以

外
の
余
行
を
定
善

・
散
善
と
し
て
、
こ
れ
を
取
り
ま
ぜ
て
修
し
、
こ
の
功
徳
を
阿

弥
陀
仏
に
至
心
発
願
し
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
願
う
か
ら
と
す
る
。
こ
う
し
た
理

解
に
対
し
て
、
武
内
義
範
氏
は
疑
問
を
提
出
し
、「
親
驚
自
身
の
言
葉
か
ら
い
っ
て

も
、
ま
た
そ
れ
を
追
体
験
す
る
わ
れ
わ
れ
の
体
験
か
ら
い
っ
て
も
」
、
こ
の
段
階
に

「
称
名
念
仏
が
存
在
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
称
名
念
仏

は
定
散
二
善
に
す
ぎ
ず
、
雑
行
雑
修
に
止
ま

っ
て
い
て
善
本
徳
本
と
し
て
の
念
仏

　れ
　

を
知
ら
な
い
者
と
さ
れ
た
。

こ
の
鋭
い
指
摘
に
従

っ
て
、
願
文
に

「
行
者
が
命
終
わ
る
と
き
、
私
が
多
く
の

菩
薩
た
ち
と
そ
の
人
の
前
に
現
れ
な
か
っ
た
ら
決
し
て
さ
と
り
を
開
か
な
い
」
と

述

べ
る
の
を
見
る
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
行
者
の
あ
り
方
に
は
、
宗
教
的
に
努
力

精
進
し
称
名
念
仏
し
て
い
て
な
お
、
死

へ
の
不
安
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
段
階
は
、
ま
ず
自
己
の
能
力
に
対
す
る
限
り

な
い
自
負
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
前
提
と
な
り
自
力
の
修
心

(
定
善
)
と
自
力
の
修

善

(散
善
)
が
励
ま
れ
称
名
念
仏
さ
れ
る
。
自
力
が
あ
く
ま
で
破
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
限
り
、
自
己
を
残
し
、
自
己
の
根
底

へ
の
徹
底
に
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ

う
い
い
換
え
て
も
よ
い
。
来
迎
を
期
待
す
る
こ
と
が
、
何
ら
か
も

の
を
対
象
的
に

と
ら
え
る
方
向
に
成
り
立
ち
、
そ
れ
が
自
己
の
根
底

へ
の
徹
底

の
方
向
と
方
向
を

逆
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
段
階
は
第
二
十
願

の
立
場
で
あ
る
。
願
文
は
こ
う
で
あ
る
。

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
む
に
、
十
方
の
衆
生
、
わ
が
名
号
を
聞
き
て
、
念
を

わ
が
国
に
係
け
て
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
植
ゑ
て
心
を
至
し
回
向
し
て
、
わ
が

国
に
生
れ
む
と
欲
は
む
、
果
遂
せ
ず
ば
正
覚
を
と
ら
じ
。

こ
こ
で
は
、
願
文
に
従

っ
て
逆
に
い
え
ば
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
た
め
に
衆
生
は

「徳
本
を
植
え
て

(植
諸
徳
本
)
、至
心
に
回
向
す
る

(至
心
回
向
)」
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
植
諸
徳
本
と
い
う
の
は
諸
の
功
徳

の
根
本
で
あ
る
名
号
を
、
自
己

の
善
根
と
し
て
植
え
る

(行
う
)
こ
と
を
い
う
。
親
鶯
は
こ
の
願
を

「
至
心
回
向

の
願
」
と
独
自
に
名
づ
け
た
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
第
十
九
願
が
ら
第
二
十
願

へ
の

回
入
は
自
己
の
能
力
の
限
界

の
自
覚
が
契
機
と
な
る
。
そ
こ
で
残
さ
れ
て
い
る
唯

一
可
能
な
あ
り
方
と
し
て
、
心
を
浄
土
に
か
け
称
名
し
て
、
こ
れ
を
己
の
善
根
と

し
て
心
か
ら
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
十
願
の
立

場
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
称
名
は
何
と
し
て
も
衆
生
を
救
わ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い

う
仏
の
救
済
の
呼
び
声
と
し
て
聞
か
れ
て
い
る
。
第
十
九
願

へ
の
行
き
詰
ま
り
か

ら
の
回
入
で
あ
る
こ
と
は
、
定
散
二
善

へ
の
絶
望
に
成
り
立
ち
、
自
己
の
罪
障

へ

の
自
覚
に
立

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
の
罪
障
の
自
覚
は
死
の
不
安
の

一
層
深
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お
　

化
し
た
形
態
で
あ
る
」。
そ
れ
故
、
行
者

に
と

っ
て
こ
の

「至
心
回
向
の
願
」

の
立

場
は

「
至
心
発
願
」
の
立
場
の
充
実
と
し
て
あ
る
。

第
二
十
願
の
立
場
は
そ
れ
自
身
の
自
覚
で
は
絶
対
他
力
と
し
て
の
念
仏

の
信
で

あ
る
。
し
か
し
、
人
間
に
残
さ
れ
て
い
る
最
後
の
あ
り
方
で
あ
る
限
り
、
あ
く
ま

で
人
間
的
な
あ
り
方
を
脱
し
切
れ
な
い
。
こ
の
間
の
事
情
を
大
要
こ
う
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
雑
心
と
は
聖
者
も
凡
夫
も
助
正
ま
じ
る
自
力
の
捨
て
切
れ
な
い

心
で
名
号
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
教

え
は
真
実
で
あ
る
が
、
機
は
自
力
の
機
で

あ
る
。
そ
の
行
は
念
仏
を
専
修
す
る
が
、
そ
の
心
は
自
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
雑
心

と
い
う
。
定
散
の
専
心
と
は
罪
福
を
信
ず
る
心
で
本
願
力
を
願

い
求
め
る
、
こ
れ

　
お
　

を
自
力
の
専
心
と
い
う
。」
と
い
い
、
「念
仏
を
専
修
し
て
い
て
も
、
雑
心
で
は
大
慶

喜
心
は
得
ら
れ
な
い
。
…
悲
し
い
こ
と
に
は
、
垢
障
の
凡
夫
は
無
始
よ
り
助
正
を

ま
じ
え
、
定
散
二
善
を
修
め
よ
う
と
す

る
自
力

の
心
が
ま
じ
る
か
ら
迷
い
を
出
る

と
き
が
な
い
。
…
聖
者
も
善
人
も
本
顧

の
嘉
号
を
己
の
善
根
と
す
る
か
ら
信
が
得

　
り
　

ら
れ
な
い
。
仏
智
を
さ
と
ら
な
い
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
罪
障
を
、
自
力

の
な
お
捨
て
切
れ
な
い
助
正
間
雑

の
心
で
、
本
願
の
名
号
を
称
え
て
己
の
善
根
と

す
る
仕
方
で
切
り
開
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
根
底
に
徹
底
出
来
な
い
自

己
を
残
存
さ
せ
て
い
る
。

本
願
の
名
号
を
自
己
の
善
根
と
す
る

べ
く
精
励
さ
れ
る
こ
と
は
、
意
識
の
面
か

ら
い
え
ば
、
意
識

(主
体
)
と
対
象

(
名
号
-
善
根
)
と
い
う
構
造
の
中
で
、
自

己
は
名
号
に
意
識
的
に
か
か
わ

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
自
力
的
自
己
を
残
存
さ
せ

て
い
て
(
「信
が
得
ら
れ
な
い
。
仏
智
を
さ
と
ら
な
い
。」
)
、
こ
の
立
場

へ
の
絶
望
を

残
す
の
み
と
な

っ
て
い
る
。

第
十
九
願

(要
門
)

・
第
二
十
願

(
真
門
)
の
段
階
を
経
て
、
第
三
の
段
階
で

あ
る
第
十
八
願

の
世
界
に
転
入
す
る
に
至

っ
た
事
情
を
、
二
つ
の
段
階
に
つ
い
て

の
論
述
を
ま
と
め
る
か
の
如
く
自
督
文

つ
ぎ
の
如
く
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、

第
十
八
願
に
転
入
し
た
親
鶯

の
新
鮮
な
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
私

・
愚
禿
親
鷺
は
天
親
の

『
浄
土
論
』
の
解
釈
を
仰
ぎ
、
善
導
の

勧
化
に
よ
り
久
し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
出
て
、
な
が
く
双
樹
林
下
の
往
生
を

離
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
善
本
徳
本
と
し
て
の
名
号
を
称
え
励
む
真
門

に
回
入
し
て
、
専
ら
難
思
往
生
を
願
う
心
を
お
こ
し
た
。
し
か
し
、
今
、
こ
の

方
便
真
門
を
も
出
て
、
如
来
選
択
の
第
十
八
願
海
に
転
入
し
た
。
速
か
に
、
難

思
往
生
を
願
う
心
を
離
れ
、
難
思
議
往
生
を
遂
げ
る
身
と
な

っ
た
。
果
遂
の
誓

　り
　

願
は
ま
こ
と
に
深
い
根
拠

の
あ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
…

右
に
述
べ
る

「転
入
」
に
は
深
い
意
義
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
十
九
願

か
ら
第
二
十
願

へ
の
回
入
は
、
第
十
九
願
の
立
場

の
要
求
実
現
と
し
て
結
果
し
た
。

し
か
し
、
第
二
十
願
か
ら
第
十
八
願

へ
は
そ
う
で
は
な
い
。
第
二
十
願
の
立
場
に

お
け
る
深
刻
な
経
験
に
生
ず
る
こ
の
立
場

へ
の
絶
望
に
は
、
要
求
実
現
を
図
る
何

物
も
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「転
入
」
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
化
身
土

巻
に
お
け
る

「顕
彰
隠
密
義
」
を
注
目
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
化
身

土
巻
に
お
け
る
三
願
転
入
の
構
造
が
、
第
十
九
願
と
第
二
十
願
の
立
場
の
そ
れ
ぞ

れ
に
お
け
る
顕
義

(表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
意
義
)
と
、
第
十
八
願
の
立
場
か
ら

の
廻
向
返
照
に
お
け
る
彰
隠
密
義

(隠
れ
て
い
る
も

の
を
明
ら
か
に
す
る
意
義
)

と
の
二
義
で
理
解
さ
れ
る
の
と

つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
第
三
の
段
階
で

あ
る
第
十
八
願

の
立
場
に

つ
い
て
み
よ
う
。

占
ノ、

 

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
む
に
、
十
方
の
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
わ
が
国

に
生
れ
む
と
欲
ふ
て
乃
至
十
念
せ
む
、
も
し
生
れ
ざ
れ
ば
正
覚
を
取
ら
じ
と
。

た
だ
五
逆
と
誹
諦
正
法
を
除
く
。

こ
の
第
十
八
願
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
、
親
耀
で
は
、
信
心
と
は
何
か
が
問
題
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
宗
教
経
験
に
お
け
る
脱
自
性
が
か
か
わ

っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
願
文
に
従
え
ば
、「
心
を
至
し
信
楽
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
欲
す
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る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
至
心

・
信
楽

・
欲
生

の
三
心
を
お
こ

す
こ
と
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
親
鷺
は
、
こ
の
三
心
が
人
間

の
お
こ

す
心
で
は
な
く
、
如
来
か
ら
廻
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
二
つ
の
問
い
を
立
て
る
。
第

一
は
、
第
十
八
願
に
は
至
心

・
信
楽

・

欲
生
の
三
心
を
お
こ
す
よ
う
に
い
わ
れ

て
い
る
。
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
天
親
は

『浄
土
論
』
に

一
心
と
い
っ
た
の
か
。

こ
れ
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
の
問

い
で
あ
る
。
答
え
は
明
解
で
あ
る
。
愚
鈍
の
衆
生
に
解
了
し
易
い
よ
う
に
、
三
心

を
お
こ
す
よ
う
に
い
わ
れ
た
が
、
さ
と
り
に
入
る
真
因
は
信
心
で
あ
る
。
だ
か
ら

天
親
は

一
心
と
い
っ
た
の
だ
、
と
す
る
。
第
二
は
、
天
親
が

一
心
と
し
た
の
は
理

解
出
来
る
が
、
愚
悪
の
衆
生
の
た
め
に
第
十
八
願
に
三
心
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
三
心
の

一
々

に
つ
い
て
の
仏
意
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
要
点
は
こ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
至
心
に

つ
い
て
、

如
来
は
清
浄
の
真
心
を
も

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
徳
が
修
ま

っ
て
お
り
、
心
に
は
か

り
口
に
述

べ
文
字
に
説
く
こ
と
の
出
来
ぬ
こ
の
上
な
い
智
慧
の
徳

(名
号
)
を

成
就
さ
れ
た
。
こ
の
至
心
を
も

っ
て
、
す
べ
て
の
煩
悩

・
悪
業

・
邪
智
の
衆
生

　
　
　

に
回
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
至
心
は
利
他
の
真
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

と
い
い
、
信
楽
に

つ
い
て
、

信
楽
と
い
う
の
は
、
阿
彌
陀
如
来
の
智
慧
と
慈
悲
に
よ

っ
て
お
こ
さ
せ
ら
れ
た

信
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
疑
い
は
少
し
も
ま
じ
る
こ
と
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
信

楽
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
は
他
力
回
向

の
至
心
を
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
。
…
こ

の
心

(信
楽
)
は
如
来
の
大
悲
心
か
ら
お
こ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず

真
実
報
土
に
い
た
る
正
因
と
な
る
。
如
来
が
苦
悩
の
衆
生
を
隣
れ
ん
で
、
無
碍

広
大
の
浄
信
を
迷
え
る
も
の
に
回
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
利
他
真
実

の

　
　
　

信

心

と

名

づ

け

る

。

と

い

い
、

欲

生

に

つ
い

て
、

欲
生
と
い
う
の
は
、
如
来
が
迷
い
の
衆
生
を
招
喚
さ
れ
る
勅
命
で
あ
る
。
真
実

の
信
楽
を
も

っ
て
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
。
…
如
来
が

一
切
の
苦
悩
の
衆
生
を

隣
れ
み
た
ま
い
、
菩
薩
行
を
な
さ
れ
た
と
き
、
身
口
意
の
三
業
に
修
め
ら
れ
た

所
を

一
念

一
刹
那
の
間
も
衆
生
に
与
え
よ
う
と
す
る
回
向
心
を
も

っ
て
大
悲
心

を
成
就
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
利
他
真
実

の
欲
生
心
を
迷
い
の
衆
生
に
廻
施
さ
れ

　
れ
　

た
の
で
あ
る
。
衆
生
の
欲
生
心
は
如
来

の
廻
向
心
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
他
に
利
益
を
与
え
る
清
浄

の
真
心
、
す
な
わ
ち
、
至
心
が
信
楽

の

本
質

で
あ
り
、
欲
生
の
本
質
は
信
楽
で
あ
る
と
し
て
、
三
心
が
実
は

一
つ
で
、
真

実
信
心
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
人
間

の
お
こ
す
も
の
で
は
な
く
如
来
か
ら
廻
施

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
三
心
を
述
べ
る
結
文
に
も
、「
ま
こ

と
に
知
ら
れ
る
。
至
心

・
信
楽

・
欲
生

の
言
葉
は
異

っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
こ
ろ

　
の
　

は

一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
上
の
如
く
三
心
の

一
々
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
、
特
に
注
意

を
引
く
の
は
、
次
の
如
き
罪
障
的
人
間
把
握
で
あ
る
。
至
心
釈
で
は
、

す
べ
て
わ
れ
わ
れ
衆
生
は
、
無
始
よ
り
今
日
こ
の
時
に
至
る
ま
で
、
煩
悩
に
汚

染
さ
れ
て
清
浄
の
心
な
く
、
う
そ
い
つ
わ
り
で
真
実
の
心
は
な
艶

信
楽
釈
で
は
、

無
始
よ
り
こ
の
か
た
、
迷
い
の
世
界
に
流
転
し
沈
迷
し
繋
縛
さ
れ
て
、
清
浄
の

信
楽
な
く
、
本
来
真
実
の
信
楽
が
な
い
。
だ
か
ら
無
上
の
功
徳
に
値
遇
し
が
た

く
、
勝
れ
た
信
心
は
得
が
た
い
。
す

べ
て
の
凡
夫
は
あ
ら
ゆ
る
と
き
に
食
愛
の

心
が
常
に
善
心
を
け
が
し
、
瞑
憎

の
心
が
常
に
そ
の
功
徳
を
焼
い
て
し
ま
う
。

頭
の
毛
に
つ
い
た
火
を
払
う
如
く
、
急

い
で
懸
命
に
努
力
を
し
て
も
、
す
べ
て

の
毒
の
ま
じ

っ
た
善
で
あ
り
、
い
つ
わ
り
の
行
で
、
真
実
の
行
業
と
は
い
わ
な

い
。
こ
の
虚
仮
雑
毒
の
善
を
も

っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
欲
し
て
も
、
こ
れ

　
お

　

は
不
可
能
で
あ
る
。
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欲
生
釈
で
は
、

数
多

い
迷
い
の
世
界
の
衆
生
は
、
煩
悩
に
よ
っ
て
流
転
し
漂
没
し
て
、
真
実
の

　れ
　

慈
悲
心
な
く
清
浄
の
慈
悲
心
は
な
い
。

上
に
み
る
人
間
存
在
に

つ
い
て
の
考
察
は
、
何
ら
の
自
力
的
自
己
を
残
す
と
こ

ろ
な
い
、
自
己
の
根
底
に
徹
し
て
な
さ
れ
る
罪
障
の
把
握
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

把
握
は
如
来

の
真
実
に
出
会
う
こ
と
に
お
い
て
成
り
立

つ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
人
間
が
真
実
か
ら
遠
く
離
れ
た
罪
障
の
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
人

間
の
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
絶
対
他
な
る
如
来
の
真
実
に
照
射
さ
れ
て
い

る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
三
願
転
入
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
う
し
た
真
実
か
ら
の

照
射
と
そ
れ
に
よ
る
自
己
の
根
底

へ
の
徹
底
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
、
第
十
八
願

へ

の
転
入
が
成
り
立

つ
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
脱
自
と
い
う
場
を

考
え
る
の
で
あ
る
。

上
に
見
る
如
く
、
親
鶯
は
第
十
八
願

の
立
場
が
、
人
間
の
側
か
ら
お
こ
す
心
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
如
来
よ
り
廻
施
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
理

解
は
、『
観
経
』
の
至
誠
心

・
深
心

・
廻
向
発
願
心
を
め
ぐ
る
親
鷺
の
理
解
に
も
顕

著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
…
若
し
衆
生
有
り
て
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ん
も
の

は
心
を
お
こ
し
て
す
な
わ
ち
往
生
す
。
な
ん
ら
を
か
三
と
す
る
。

一
に
は
至
誠
心

・

二
に
は
深
心

・
三
に
は
廻
向
発
願
心
な
り
。
三
心
を
具
す
る
者
は
必
ず
か
の
国
に

生
ず
。
…
」
と
い
う
経
文
を
め
ぐ

っ
て
、『観
経
疏
』
に
み
ら
れ
る
善
導
の
解
釈
に

対
す
る
親
鶯
の
理
解
に
、
よ
り
鮮
明
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
心
に
つ
い
て
の
善
導
の
文
章
を
引

用
す
る
際
、『観
経
』
の
彰
隠
密
義
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
な
意
味

の
転
倒
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
如
来

か
ら
の
廻
施
の
心
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。
少
し
長
い
が
、
親
鷺
の
訓
み
下
し
に
従

っ
て
引
用
文
を
あ
げ
よ
う
。
ま

ず
、
至
誠
心
に
つ
い
て
、

ア

経

に
云

は

く

、
「
一
者

、

至

誠

心

」
。
至

と

は
真

な

り

、

誠

と

は
実

な

り

。

一
切

衆

生

の
身
口
意
の
所
修
の
解
行
、
必
ず
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
ひ
し
を
須
ゐ
る

こ
と
を
明
か
さ
む
と
欲
ふ
。
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、

内
に
虚
仮
を
懐
い
て
、
貧
瞑
邪
偽
好
詐
百
端
に
し
て
悪
性
侵
め
難
し
、
事
、
蛇

蜴
に
同
じ
。
三
業
を
起
こ
す
と
い
へ
ど
も
名
づ
け
て
雑
毒
の
善
と
す
、
ま
た
虚

仮
の
行
と
名
つ
く
、
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。
も
し
か
く
の
ご
と
き
安

心
起
行
を
作
す
は
、
た
と
ひ
身
心
を
苦
励
し
て
日
夜
十
二
時
、
急
に
走
め
急
に

作
し
て
頭
然
を
は
ら
ふ
が
ご
と
く
す
る
者
、
す
べ
て
雑
毒
の
善
と
名
つ
く
。
こ

の
雑
毒
の
行
を
回
し
て
か
の
仏
の
浄
土
に
求
生
せ
む
と
欲
す
る
は
、
こ
れ
必
ず
不

可
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
、
正
し
く
か
の
阿
弥
陀
仏
、
因
中
に
菩
薩
の
行
を

行
じ
た
ま
ひ
し
時
、
乃
至

一
念

一
刹
那
も
、
三
業
の
所
修
み
な
こ
れ
真
実
心
の

う
ち
に
作
し
た
ま
ひ
し
に
由
り
て
な
り
・
ー

訓
剥

を
為
す
、
ま
た
み
な
真
実
な
り
。
ま
た
真
実
に
二
種
あ
り
。

一
つ
に
は
自
利
真

　

実
、
二

つ
に
は
利
他
真
実
な
り
。

乃
至

不
善
の
三
業
は
必
ず
真
実
心
の
中

に
捨
て
た
ま

へ
る
を
須
ゐ
よ
。
ま
た
も
し
善
の
三
業
を
起
さ
ば
、
必
ず
真
実
心

の
中
に
作
し
た
ま
ひ
し
を
須
ゐ
て
、
内
外
明
闇
を
簡
ば
ず
、
み
な
真
実
を
須
ゐ

(22
)

る

が

故

に
至

誠

心

と

名

つ

く

。

善

導

の
原

文

で
は

、

①

は
、

「
欲
以
明

研
。
,
一
切

衆

生

.
身

口
意

業

.
所

修

.
解

行

、

必
ズ
須

轄
.ト翼

実

心

中

二
作

垣
。
不

レ
得

下
外
二
現

ゴ
賢

善

精

進

之

相

つ
内

二
懐
昭
卜虚

仮

り
-
」

と

読

ん

で
、

至

誠

心

は
真

実

の
心

で

な
す

べ
き

で
あ

り

、

外

に
賢

善

精

進

の
姿

を

現

わ

し

て

い
る

が

、

内

に
虚

仮

の
心

を

懐

い

て
は

な

ら

な

い
、

の
意

で
あ

る

。

人

間

に

真

実

心

の
あ

る

こ
と

が
前

提

に

な

っ
て

い

る
。

そ
れ

を

、

親

鷺

は

人

間

の
側

に

真

実

心

は

な

い
と

し

て
、

前

掲

の

よ

う

に
、

意

味

を

転

倒

さ

せ

た

の

で
あ

る

。

同

様

に

、

②

の
原

文

は
、
「
凡
.
所

二
施

為

趣

求

帰

亦

皆

真

実
ナ
リ
」

と

読

ん

で
、

如
来

が

他

に

施

し

自

ら

求

め

る
所

は

全

て
真

実

で
あ

る
、

の
意

で
あ

る

。

そ
れ

を

、

如

来

の
廻

施

さ

れ

る
所

が
人

間

の
求

め

る
所

と

な

る
、

こ
れ

が

真

実

な

の

で
あ

る

、

と

し

た

。

③

は

、
「
不

善

ノ
三

業

ハ
必
.
須

コ
真

実

心
ノ
中

二
捨

一
、

又

若

シ
起

二
善

・
三
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業
↓者
必
.
須
》
真
実
心
中
二
作
』
不
レ
簡
f
内
外
明
闇
」
皆
須
ノ
真
実
サ
ル
故
二
名
コ
至

誠
心
ご
読
む
べ
き
を
、
親
鶯
は
①
と
同
様
に
、
人
間
に
真
実
心
は
な
く
、
す
べ
て

真
実
は
如
来

の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

こ
こ
で
も
、
意
味
を
転
倒
さ
せ
た
の
で
あ

る
。つ

ぎ
に
、
深
心
に
つ
い
て
、

「
二
者
、
深
心
」。深
心
と
言
ふ
は
、
即
ち
こ
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ

り
。

一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
砿
劫

よ
り
こ
の
か
た
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。

二
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て

疑
ひ
な
く
慮
り
な
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
。
-
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こ
こ
に
は
、
特
に
読
み
変
え
は
な
い
が
、
直
ぐ
後
に
述

べ
る
よ
う
に
、
如
来
の

真
実
を
受
け
る
具
体
的
な
信
心
の
内
容

が
こ
の
二
種
深
信
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
重
要
な
引
用
文
で
あ
る
。

一
つ
は
、
現
に
自
分
は
砿
劫
来
流

転
無
有
出
離
之
縁
の
罪
悪
人
で
あ
る
と
す
る
罪
障
の
自
覚

(機
の
深
信
)
で
あ
る
。

他
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
は
間
違
い
が
な
く
、
そ
れ
に
乗
ず
れ
ば
必
ず
浄
土
に
生

ま
れ
る
と
信
ず
る
救
済
の
絶
対
必
然
性

に
対
す
る
絶
対
的
確
信

(法

の
深
信
)
で

あ
鴎
。
こ
の
二

つ
の
深
信
は

一
つ
の
深
心
と
し
て
成
立
す
る
。
「深
心
即
是
真
実
信

心
」
と
い
う
如
く
、
深
心
は
他
力
信
心

と
し
て
成
立
す
る
。
こ
こ
が
重
要
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
廻
向
発
願
心
に
つ
い
て
、

「
三
者
、
回
向
発
願
心
」

乃
至

ま
た
回
向
発
願
し
て
生
ず
る
も
の
は
、
必

ず
決
定
し
て
真
実
心
の
中
に
回
向
し
た
ま
え
る
願
を
須
ゐ
て
得
生
の
想
を
作
せ
。

こ
の
心
深
信
せ
る
こ
と
金
剛
の
ご
と
く
な
る
に
由
り
て
、

一
切
の
異
見

・
異
学

・

別
解

.
別
行
の
人
等

の
た
め
に
動
乱
破
壊
せ
ら
れ
ず
。
た
だ
こ
れ
決
定
し
て

一

心
に
把
り
て
正
直
に
進
み
て
、
か
の
人
の
語
を
聞
く
こ
と
を
得
ざ
れ
、
即
ち
進

退
の
心
あ
り
て
怯
弱
を
生
じ
て
回
顧
す
れ
ば
、
道
に
落
ち
て
即
ち
往
生
の
大
益

　
ゐ
　

を
失
す
る
な
り
。

原
文
の
最
初
の
部
分
は
、「又
回
向
発
願
シ
テ生
ズ
ル者
ハ必
・須
留決
定
シ
一ア真
実
心
・中
二

回
向
シ一ア願
ダ
作
ゴ
.ト
得
生
・
想
ご
と
読
ん
で
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
者
は
必

ず
真
実
の
心
を
お
こ
し
て
、
善
根
を
廻
向
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
間
違
い
な

い
と
い
う
想
い
を
な
せ
、
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
親
鶯
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
た

い
と
願
う
者
は
如
来
が
真
実
心
の
う
ち
に
差
し
向
け
ら
れ
た
願
い

(浄
土
に
生
ま

れ
さ
せ
た
い
と
い
う
願
い
)
を
受
け
て

(
信
じ
て
)、
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
間
違

い
な
い
と
い
う
想
い
を
な
せ
、
と
意
味
を
転
倒
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

『
観
経
』
の
彰
隠
密
義
を
明
ら
か
に
す
る
以
上
の
論
述
か
ら
、
三
心
が
如
来
か

ら
の
廻
施
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
三
心
相
互
の
関
係
を
い
え
ば
、
至

誠
心
と
廻
向
発
願
心
は
如
来
か
ら
の
廻
施

で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
る
具
体
的
な
生

き
た
信
心
の
内
容
が
深
心
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
深
心
は
二
種
の
深
信
で
あ
る
が
、

そ
れ
が

一
つ
の
深
心
と
し
て
成
立
す
る
場
所
は
、
単
に
個
的
な
自
覚
が
成
り
立

つ

場
所
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
信
ず
る
主
体
と
信
ず
る
対
象
と
の
相
対
的
な
関

係
を
超
え
る
よ
う
な
場
所
を
開
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
第
十
八
願

の
信

の
立
場
は
、
本
願
そ
の
も
の
の
実

現
と
い
う
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
脱
自
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

12

注

脇
本
平
也

『宗

教
を
語
る
』

一
二
六
頁

今

日
の
宗
教

研
究
は
、
経
験
科
学

の
方
法
を
用

い
て
宗
教
現
象

に

つ
い
て
実
証
的
に
研

究
を
進

め
る
も
の
と
、
哲
学
的
方
法

に
よ

っ
て
宗
教

の
本
質
を
追
求
す
る
も
の
と
の
二

つ
の
流

れ
に
分

か
れ
る

(
上
田
閑
照

・
柳
川
啓

一
編

『
宗
教
学

の
す
す
め
』
)
。
後
者

は

現
象
と
し

て
の
宗
教

よ
り
も
、
あ
る

べ
き
宗
教
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し

て
、
前
者

は
客
観

的
態
度

を

一
貫
し

て
、
多
様
な
宗
教
現
象

の
諸
事
実

を
記
述

し
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理
論
化
し

よ
う
と
す

る
。
こ
れ
が
宗

教
学

の
主
流
と
な

っ
て
き

て
い
る
。

二

つ
の
流
れ

に
関
し

て
生
起
す

る
問

題
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
科
学
と
し

て
の
実
証
主
義

に
立

つ
宗

教
学
が
宗
教

の
本
質
論

的
研
究
を
無
視
し

て
可
能

で
あ

る
か
、
規
範
的
性
格
を
も

つ
宗

教
哲

学
的

研

究
が

現
実

の
宗

教

に

つ
い

て
の
確
実

で
客
観
的
知
識
な
く
し

て
学
問
的

意
義
を
も

つ
か
、
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
宗
教

の
実
証
的
研
究
と
本
質

に
か
か
わ

る
研
究

の
両
者

は
、
対
話
を
し
、
相
互
補
完
的

に
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
意
識

の
中

で
、
宗
教
思
想
研
究
は
ど
の
よ
う
に
進
め
れ
ば
よ

い

か
、
小
論

は
そ
う
し
た
観
点

を
踏
ま
え
た

い
。

U
H
σq
げ
p
巳
閃
倒
図
p

<
o
一
●
一
糟
。。
q
.

『南
伝
大
蔵
経

』
第
六
巻

一
二
七
頁
、

(
漢
訳
)

長
阿
含
経
巻

一
七

大
正

・

一
・

一
〇
九

・
中
下

大
般
浬
葉
経

・
北
本

巻
十
九

大
正

・
一
二

・
四
七
四

・
上

～
巻

二
十

四
八
五
中
。

南
本
巻
第
十

七

大
正

・

一
二

・
七

一
七

・
上
～
巻
第
十
八

七

二
八
下
。

『
教
行
信

証
』

へ
の
引

用
は

星
野
元
豊

・
石
田
充
之

・
家
永
三
郎

『
親
驚
』

(
日
本
思
想
体
系

=

・
岩
波

)

一
〇
九
～

一
二
六
頁
参
照

阿
閣
世
王
伝

承
物

語
は
、
浬
藥
経
全
体

の
中

で
教
理
的

に
は
、

一
閲
提

の
成
仏
と

い
う

経
典

の
意

図
す
る
と
こ
ろ
に
添
う

て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

な
お

、

「
迦
葉
品
」

(北
本

巻
第
三
十
四

大
正

・
一
二

・
五
六
五

・
中
～
五
六
六

・
上
、
南
本
巻

三
十

一

大
正

・

一
二

・
八

=

・
下
～
八

一
二

・
中
)

に
も
善
見
太
子

(阿
閣
世
王

)
の
殺
父

に
至

っ

た
記
事

が
あ
る
。
親
鷺
は

こ
の
部
分
を
も
引
用
し

て
い
る

(前
引
書

『
親
鷺
』

一
二

六

～

一
二
九
頁
)
が
、
大
体
は
梵
行
品
と
重
な

る
。

武
内
義
範

『
教
行
信
証

の
哲
学
』

三
九
頁

宗
教
的
文
献

を
め
ぐ
る
理
解
と
解
釈

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
石

田
慶
和

『
宗
教
思
想
研

究

の
方
法

に

つ
い
て
』

(
宗
教
研
究

一
九

一
号

)
に
詳
し

い
。
小
論

は
こ
れ
に
大
き

な

教
示
を
受

け
て

い
る
。

ブ

ル
ト

マ
ン

『
解
釈
学

の
問
題
』
を
参
照
。
邦
訳

で
は
山
岡
喜
久
男

・
小
野
浩

・
川
村

永
子
訳

『
ブ

ル
ト

マ
ン
著
作
集

一
二
』

二
八

二
頁

前
引
書

『
親
鷺
』

一
〇
八
～

一
〇
九
頁

同
上
書

一
二
九
～

=
二
〇
頁

252423222120191817161514131211

同
上
書

三

二
八
頁

北
本
巻
第
十

一

大
正

・
一
二

・
四
三

一
・
中

～
下

前
引
書

『
親
鷺
』

七

三
頁

武
内
前
引
書

四
八
頁

同
上
書

=

五
頁

前
引
書

『
親
鷺
』

二
〇

五
頁

(
以
下
、
註

21
ま

で
本
文
を

口
語
訳
し

て
引
用
し
た
)

同
上
書

同
上
書

同
上
書

同
上
書

同
上
書

同
上
書

同
上
書

『浄
土
文
類
聚
紗
』

前
引
書

二
一
四
頁

八
五
～
八
六
頁

八
七
～
八
八
頁

九
二
頁

九
四
頁

七
六
頁

七
六
頁

(『真
宗
聖
教
全
書

『親
鷺
』

七
九
頁

H
』

四
五
三
頁
)
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ThoughtaboutandAwakeninginReligion

YoshiyaICHIKAWA

Summary

`Kyogyo -shinsho'byShinranconsistsofquotationsfrommanysutrasandothers .

Butthebookistheproductofhiscoherentcontemplationallthrough.Oneof

thequotationsworthyofparticularattentionisanoralstory,aboutAjatasatru,

anancientHinduKing,fromtheNirvanaSutra.

Thestorybeganwithhispatricide,anabnormalcaseofmurder.Thekingbe-

camedeeplyconsciousofhisguiltandwasinanguish.Later,hereceivedthe

teachingsofBuddha.Atlastheunderwentamightyreversalmind.

Thestoryhasaveryinterestingthoughtcontent,because,fromthepointof

moralityandreligion,itshowswherethecentralproblemofmanis,andhow

conversioncanbeobtainedwithextremedifficulty,andsoon.

Inacertainsense,religiousthoughtisconsideredtomeanacertainintel-

lectualrecognitionofawayofliving.Whenmanlearnsabouttheworldand

thetruemeaningoflifethere,hefeelsconfidentofhisexistence.Thisintel-

lectualfunctionisoneofthefundamentalprinciplesinreligiouslife.

Then,wheredoesthisfunctioncomeintoexistence?Concerningtheexistence,

thepaperdealswithShinran'sinterpretationoftheoralstoryandgivescare-

fulconsiderationabouthisinterpretation.

Thepapertracestheoutlinesoftheking,andmakesaninvestigationof

Shinran'sunderstandingofthestory,andlaysemphasisontheintellectual

religiousfunction,inwhichsalvationfromanunquestionableandunwavering

faithisattained.


