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仏
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近
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育
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版

セ

ン
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↓

共
著
、
他
論
文
多
数
。
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一

唯
物
観
と
唯
心
観

 

セッションV仏 教部門

世
界

の
オ
ー
リ
ヂ
ン
を
物
質
的
な
も
の
と
し
、
精
神
、
意
識
を
そ
の
反
映
と
す
る
唯
物
論
と
、
宇
宙

・
世
界

の
ザ

・
ト
ル
ー

・

フ
ォ
ー
ム
は
精
神
で
あ

っ
て
、
す
べ
て
の
物
質
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
と
す
る
唯
心
論
の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
物
の

根
源
を
考
え
て
ゆ
く
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
質
を
根
源
と
考
え
る
の
が
唯
物
論
な
い
し
は
経
済
史
観
で
あ
り
、
人

間
の
精
神
と
考
え
る
の
が
唯
心
論
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
い
ず
れ
も

一
方
に
偏
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者

は
人
間
の
思
想
そ
の
も
の
が
す
べ
て
物
質
的
な
も
の
ー

経
済
事
情
に
よ

っ
て
左
右
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
見
方
で
あ
り
、
後
者
は

物
質
的
な
も
の

経
済
事
情
そ
の
も
の
が
、
人
間
の
精
神
の
働
き
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
本
当
の
根
本
に
な

る
も
の
は
思
想
で
あ

る
と
言
い
張
る
も
の
で
、

い
ず
れ
も
物
の

一
面
し
か
見
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

歴
史
や
社
会
の
す
べ
て
が
、
物
質
i

経
済
関
係
に
よ
っ
て
の
み
動

い
て
ゆ
く
も
の
で
も
な

い
。
ま
た
、
人

間
の
精
神
ー

思
想

関
係
に
よ

っ
て
の
み
動
い
て
ゆ
く
も
の
で
も
な
い
。
あ
る
場
合
は
、
経
済
問
題
が
重
要
な
面
を
有
す
る
と
き
も
あ
ろ
う
し
、

一
方
思

想
に
よ

っ
て
歴
史
の
大
き
な
転
機
を
見
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
両
者
の
複
雑
な
絡
み
合

い
ー

総
合
作
用
に
よ
っ
て
動

い

て
ゆ

く

こ
と

を

知

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

従

っ
て
、

唯
物

論

の

み

で

政
治

を

動

か

そ
う

と

す

る

こ
と

は
極

め

て

セ

ン

ス
レ

ス
で

あ

る

こ
と

を

知

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。
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二

現
代
社
会
と
宗
教

 

現
代
は
激
動
の
時
代
と
も
、
未
曽
有
の
大
激
変
期
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
機
械
文
明
の
発
達
は
空
間
を
狭
く
し
、
時

間
を
短
縮
し
た
。
例
え
ば
、
日
本
か
ら
米
国

へ
は

[
足
飛
び
の
距
離
に
縮
ま
り
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
は
激
し
く
、
産
業
の
近
代
化

は
終
わ
っ
て
、
脱
産
業
の
時
代
に
入
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

佐
野
利
勝
氏
は
、
「技
術
の
進
歩
と
像
の
消
滅
」
の
論
文
で
、
「
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
内
的
外
的
生
活
か
ら
像

は
消
失
し
て
し
ま

っ

て
い
る
。
世
界
が
像
を
失

い
は
じ
め
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ほ
ぼ
百
五
十
年
前
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
日
本
で
は
七
、
八
十
年

前
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
そ
の
最
大
の
原
因
と
し
て

「
わ
れ
わ
れ
は
技
術
の
進
歩
に
狂
奔
し
な
が
ら
大
切

な
も
の
、
と
り
も
直

さ
ず
像
を
打
ち
砕
き
続
け
て
い
る
」
と
言
い
、
技
術
の
進
歩
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
氏
は

「機
械
と
と
も
に
生
き
る
人
間
の
精
神

状
況
は
ど
ん
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
像
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
い
人
間
は
、
心
を
失

っ
た
孤
独
の
人
間
で
あ
り
、
た
だ
力
学
的
に

動
く
人
間
で
あ
る
。
そ
う

い
う
人
間
の
集
合
は
、
愛
な
き
世
界
で
あ

っ
て
、
残
忍
性
が
は
び
こ
る
」
と
述
べ
、
機
械
文
明
の
発
達
の

中
に
生
き
る
現
代
人
の
精
神
状
況
は
孤
独
で
あ
り
、
自
己
疎
外
や
断
絶
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
放
置

す
る
な
ら
ば
、
非
人
間
化
は
進
み
人
類
の
破
滅
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
人
間
を
そ
の
疎
外
か
ら
回
復
し
、
非
人
間
化
を
是
正
し
、
本
来
の
人
間
性
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
不
確
実
の
混
迷
の
時
代
に
あ

っ
て
、
「生
き
る
勇
気
」
と

「自
信
」
を
与
え
る
も
の
は
宗
教
で
あ
り
、
そ
れ
を
な
し

得
る
者
は
仏
教
者
で
あ
ろ
う
。

「

ユ

 

三

仏
教
と
現
代
社
会
と
の
か
か
わ
り

 

セ ッシ ョンV仏 教部 門

コ
ン
フ
ユ
ー
ジ

ョ
ン
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る

「仏
教
」
と
は

一
体
何
か
。
普
通
い
わ
れ
て
い
る
通
り
、
「仏
教
」
と
は

「
"仏
陀
"

(b
ud
d
h
a
覚
者
)

の
説
い
た
教
え
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

「仏
陀
に
な
る
た
め
の
教
え
」
と
い
う
意
味
に
も
転
化
し
て

い
る
。
も
と
も
と
、
「仏
教
」
は
イ

ン
ド
に
現
れ
た
釈
迦
が
、
真
理
を
悟
っ
て
仏
陀
と
な
り
、
そ
の
悟

っ
た
真
理

を
種

々
の
教
え
に

盛
り
込
ん
で
人
々
に
伝
え
た
の
に
始
ま
る
も
の
で
、
釈
迦
の
入
滅
後
教
え

の
整
理
、
解
説
が
な
さ
れ
て
経

・
律

・
論
の
三
種

(三
蔵
)

に
分
類
編
集
さ
れ
て
、
そ
れ
を
総
称
し
て

「仏
教
」
と

い
う
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
仏
教
に
は
、
大
小
二
乗
の
別
が
あ

っ
て
、
小
乗
は
三
法
印
を
宗
と
し
て
、
大
乗
は
実
相
印
を
体
と
し
て
発
心
修
行
し
て
、
初

め
て
浬
繋
寂
静
の
位
に
至
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
三
法
印
と
は
何
か
。
そ
れ
は

旱

蠕
譲
続
総
騰
雑

‥翻
肇
ー

で
あ
る
。
実
相
印
と
は
何
か
。
そ
れ
は

実相
∴

鱗

大
小
乗
…

理
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で
あ
る
。
要
す
る
に
釈
迦
の
説
く
仏
教
は
、
人
生
に
は

愛
別
離
苦

(愛
す
る
人
と
も
別
れ
る
苦
し
み
)

怨
憎
会
苦

(嫌
な
奴
と
も
会
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
苦
し
み
)

求
不
得
苦

(欲
し
い
も
の
が
得
ら
れ
な
い
苦
し
み
)

五
藷
盛
苦

(満
ち
足
り
て
困
る
苦
し
み
)

が
あ

っ
て
、
四
苦
八
苦
す
る
が
、
そ
れ
も
す
べ
て
因
縁
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
脱
す
る
に
は
、
「も
ろ
も
ろ
の
悪
を
除
き
、

つ
ま
り

六
波
羅
蜜
を
守
り
、
善
を
実
行
し
て
清
ら
か
に
生
き
る
こ
と
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
六
波
羅
蜜
と
は
何
か
。
そ
れ
は

①
布
施

無
条
件
の
施
し

②
持
戒
i

堕
落
し
な
い
た
め
の
十
戒

(不
殺
生
戒

・
不
楡
盗
戒
等
)

③
忍
辱
-

耐
え
忍
ぶ

④
精
進
i

も
の
の
あ
り
が
た
さ
を
知
る

⑤
禅
定
-

心
静
か
に
自
己
を
見

つ
め
る

⑥
知
恵
-

思
い
や
り
の
心

で
あ
る
。

な
お
、
禅
語
に

「天
地
同
根
、
万
物

一
体
」
と
あ
る
よ
う
に
、
釈
迦
は

「わ
れ
わ
れ
は
阿
弥
陀
仏
に
よ

っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
」
と
説
き
、
天
地
も
万
物
も
と
も
に

一
心
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
万
物
は
相
互
相
関

の
世
界
の
中
で
そ
の

存
在
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
人
間
も
お
互
い
信
頼
を
持

っ
て
生
活
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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今
日
、
仏
教
の
正
し
い
在
り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
社
会
や
家
庭
の
秩
序
が
乱
れ
、
自
然
は
破
壊
さ

れ
、
新
人
類
が
生
ま

れ
る
と
い
っ
た
騒
々
し
い
社
会
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

特
に
、
機
械
文
明
の
発
達
し
た
今
日
、
肉
眼
が
開

い
て
お
れ
ば
、
確
か
に
科
学
的
な
も
の
の
分
別
や
記
憶
を
助
け
る
が
、
心

の
眼

が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
草

一
本
に
も
生
命
の
あ
る
こ
と
も
分
か
ら
な
い
で
過
ぎ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

こ
う

い
う
時

代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
心
眼
を
開

い
て
物
を
見
、
自
分
と

い
う
も
の
が
父
母
の
奉
仕
に
よ
り
、
社
会
の
奉
仕
に
よ
り
、
民
族

の
奉
仕
に

よ
り
、
人
類
の
奉
仕
に
よ
り
、
天
地
の
奉
仕
に
よ
り

「生
か
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
知

っ
て
、
少
し
ず

つ
奉
仕
を
他
に
お
返
し
す
る

の
が
人
間
と
し
て
の
義
務
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
奈
良
時
代
の
昔
か
ら
文
化

の
面
に
お
い
て
、
中
国
、
韓
国
等
か
ら
受
け
た
恩
に
対
し
、
経
済
的
に
成
長
し
た
日
本
は
、
そ

の
お
返
し
を
す
る
と
と
も
に
、
経
済
が
遅
れ
、
経
済
的
、
物
質
的
に
貧
し
い
ア
ジ
ア
の
諸
国
に
対
し
て
も
、
搾
取
や
略
奪
で
な
い
援

助
や
喜
捨
を
す

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

実
存
的
空
虚
の
あ
る
現
代
人
と
親
鶯

 

セッションV仏 教部門

「
現

代

の
人

間

」

に

つ

い
て

述

べ
る

場

合

、

だ

れ

し

も

「
不

安

」

「
孤

独
」

「
疎

外

」

に

つ

い
て

触

れ

る

が

、

一
体

こ
れ

ら

の
原

因

は
ど

こ

に
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

か

の

エ
ー

リ

ッ
ヒ

・
フ

ロ

ム
は

「
提

供

さ

れ

る

お

び

た
だ

し

い
商

品

を

、

た
だ

消

費

し

て

ゆ

く

心

性

1

"受
動
性
"
の
み
が
盛
ん
で
、
能
動
的
な
世
界
と
の
か
か
わ
り
の
喪
失
が
現
代
人
の
病
的
な
心
性
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

現
代
人
は
無
力
感
、
孤
独
感
、
不
安
感
、
倦
怠
に
襲
わ
れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
確
か
に
炊
事
、
洗
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濯

は
自

動

化

さ

れ

、

お

ま

け

に

外

部

か

ら

の
ボ

タ

ン

一
つ

の
リ

モ
ウ

ト

・
ア
ベ

レ
イ

シ

ョ
ン
で

風
呂

炊

き

か

ら

家
事

一
切

が

処

理

さ

れ

る
時

代

と

な

っ
て
、
す

べ
て

は

ザ

・
パ

ス

ィ
ヴ

・
ヴ

ォ
イ

ス
で

、
自

ら

行

う

ア

ク

テ

ィ
ブ

は
失

わ

れ

つ

つ
あ

る

の
が

現
状

で
あ

る

。

そ

の
上

、

そ

れ

ら

に

よ

っ
て
生

じ

た

余

暇

は

、

テ

レ
ビ

、

ラ
ジ

オ

、

ス
ポ

ー

ツ
、

麻

雀

、
競

馬

、
競

輪

、

酒

に

よ

っ

て
消

費

し

、

倦

怠

を

紛

ら

わ

そ

う

と

し

て

、

か

え

っ
て

不

安

に

な

り

、

心

的

調

和

の
バ

ラ

ン

ス
が
崩

れ
、

思
考

と

感

情

、

精

神

と

心

事

、

事

実

と

情

念

が

分

裂

し

て

い
る

の

が

現
代

人

の
実

状

で
あ

る

。

フ

ロ
ム

は

、
も

し

こ

の
よ

う

な

「
合

理

的

な

思

考

と

、

感

情

の
融

合

の
二

つ

の

機

能

が

分

裂
す

れ
ば

、
思

考

は
精

神

分
裂

症
的

な
知

的

活

動

(知

性

の
肥

大

)

に
堕

落

し

、

感

情

は

神

経

症

的

な

生

命

に
危

害

を

及

ぼ

す
情

念

に
堕

落

し

て
し

ま

う

」

と

述

べ
て

い
る
が

、
ま

さ

に

現
代

は
戦

後

だ

れ

か

が

言

っ
た

「
総

白

痴

」

の
時

代

で
あ

り

、

精
神

分
裂

症
流

行

時

代

と

い
え

よ
う

。

さ

ら

に
、

マ
ス

.
コ
、、・
の
発

達

と

コ
ン
ピ

ュ
タ

ー

に
よ

る
情

報

処

理

は

、

個

人

の
プ

ラ
イ

バ

シ

ー
を

次

第

に

消

失

し

つ

つ
あ

り

、

マ
ン

シ

ョ
ン
生

活

、

ア
パ

ー
ト

生

活

へ
の
移

行

は

、

親

子

の
断

絶

化

と

個

人

的

な
触

れ
合

い

の
場

の

消
失

に
拍

車

を

か

け

て
、

個

人

の
人

間

の
深

み
は

消

え

、

シ

ャ

ロ
ウ

で
イ

ー
ヴ

ン

で

コ
ン
ト

ロ

ー

ル
さ

れ

る

人

間

を

生

ん

で

い
る

よ
う

に

思
う

。

V

.
E

.
フ
ラ

ン

ク

ル

は
、
現

代

人

を

次

の
よ

う

に

デ

ィ

セ

ク

シ

ョ
ン
し

て

い
る

。
「
人

間

は
、
内

面

の
空

虚

さ

か

ら
逃

げ

る

た

め

、

ス
ピ

ー
ド

を

出

し

自

己

を

麻

痺

さ

せ

る
。
生

き

る
目

標

が

な

く

、
生

活

に

内

容

の
な

い
、
つ
ま
り

実

存

的
空

虚

の
あ

る

現

代

人

に

と

っ

て
、

ス
ピ

ー

ド

は
ま

さ

し
く

救

い
で
あ

る
」

と

述

べ

て

い
る

。

時
代

の
理
想

も

目
標

も
失

わ

れ
、

伝

統

も

秩

序

も
失

わ

れ

て

ゆ

く

激

動
す

る
時

代

に
、

ス
ピ

ー

ド
が

蔓

延

す

る

の
は
当

然

だ
と

い
う

の
で
あ

る
。

目

の
当

た

り

暴

走

族

を

見

て

い
る
と

、

全

く

そ

の
通

り

だ
と

首

肯

さ
れ

る
。

さ
ら

に

フ
ラ

ン
ク

ル

は

「
現
代

に

は
集

合

主

義

的

思

考

が

支

配

し

て

い
る
。

こ

の
集

合

は

、

単

な

る
集

団

(
マ

ス
)

で
あ

っ
て
、

共

同

体

や
社

会

と

は
違

い
、

個
人

の
人
格

性

は

圧
殺

さ

れ

、

人

間

は
平

均

化

さ

れ

て
ゆ

く

も

の

で
あ

る
」

と

述

べ
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「自
己
を
放
棄
し
責
任
を
取
り
た
が
ら
ぬ
現
代
人
は
、
こ
の
集
団

へ
落
ち
込
ん
で
ゆ
く
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
左
翼
組
合
や
、
あ
る

種
の
思
想
団
体

・
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
に
そ
の
兆
候
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
激
動
の
時
代
に
こ
そ
、
親
鷲
の
よ
う
な
教
え
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
か
の

「
平
家
に
非
ず
ん
ば

人
に
非
ら
ず
」
と
奢

っ
て
い
た
平
家
が
、
源
氏
の
前
に
滅
亡
す
る
と
い
う
激
動
期
に
、
得
度
し
出
家
し
た
。
そ
し
て
、
特
に
戦
乱
に

よ
る
生
命
の
喪
失

・
流
離
と
そ
の
荒
廃
か
ら
生
者
必
滅

・
会
者
定
離
の
仏
教
的
無
常
観
を
体
験
し
、
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
六
角
堂
か

ら
、
あ
ら
ゆ
る
悩
め
る
人
々
に
身
分
の
差
別
を
越
え
て
安
心
を
与
え
救
済
す
る
専
修
念
仏
の
法
然
坊
の
元

へ
走

っ
た
。
現
実
の
人
間

の
世
界
(1

末
法
五
濁

の
世
)
と
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
世
界
(名
号
不
思
議
の
世
)
、す
な
わ
ち
生
死
の
苦
海

(

煩
悩
の
濁
水
)
と
弘
誓
の
智
海

(1

名
号
不
思
議
の
海
水
、
功
徳
の
大
宝
海
)

の
二
つ
の
海
を
考
え
て
、
下
化
衆
生
の
道
を
歩
ん

だ
親
鶯
は
、
「私
た
ち
は
生
ま
れ
る
こ
と

の
境
遇
に
つ
い
て
選
択
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
生
ま
れ
た
後
は
、
人
間
と
し
て
平
等
に

生
き
て
ゆ
く
権
利
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
で
生
活
で
き
て
い
る
の
も
、
自
分
の
力
で
は
な
く
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏

の
慈
悲
に
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら

「人
は
そ
れ
ぞ
れ
生
か
さ
れ
て
い
る
限
り
、
あ
の
世
に
往
生
す
る
ま
で
に
は
、

果
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
使
命
が
あ
る
」
と
言

い
、
念
仏
し
て
早
く
仏
に
な

っ
て

「大
慈

・
大
悲
心
を
持
て
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を

利
益
す
る
」
の
が
、
浄
土
の
慈
悲
だ
と
述
べ
て
い
る
。
私
は
フ
ロ
ム
や
フ
ラ
ン
ク
ル
が
解
剖
し
て
見
せ
た
現
代

人
、
つ
ま
り

「不
安
」

「
孤
独
」
「疎
外
」
さ
れ
て
い
る
現
代
人
に
こ
そ
、
こ
の
親
驚
の

「人
間
の
生
き
方
」
「人
間
の
使
命
」
を
与
え

る
べ
き
だ
と
思
考
す

る
の
で
あ
る
。
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五

二
者
択

一
の
風
潮
と
ア
ジ

ア
の
共
存

148

現
代
社
会
は
こ
者
択

一
の
考
え
方
が
、
手
を
か
え
品
を
か
え
し
て
ま
か
り
通

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
争
い
を
起

こ
し
て
い
る
。
同
じ

人
間
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
対
自
申
王
義
、
栞

家
対
労
働
者
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
対
プ
・
レ
タ
リ
ア
、
組
合
員
対
非
組
合
員

雇
用
者
対

被
雇
用
者
、
与
党
対
野
党
等
に
分
か
れ
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
立
場

の
み
を
是
と
し
て
そ
れ
を
固
持
し
・
相
手

側
を
敵
と
し
て
徹
底

的
に
叩
く
こ
と

の
み
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
断
絶
と

い
う
深
い
溝
を

つ
く
り
、
不
信
と
疎
外
を
招
い
て
し

ま
う
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
社
会
の
木
鐸
た
る
新
聞
、
雑
誌
等
が
、
そ
の
公
器
性
を
通
し
て
自
社
の
主
張
に
合
わ
な
い
か
ら
と
し

て
、
相
手
側

を
敵
と

断
定
し
弾
劾
し
斬
り
捨
て
る
な
ら
ば
、
相
手
側
の
不
信
感
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

ま
し
て
、
平
和
を
第

一
と
す
る
宗
教
が
、
カ
ト
リ

ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
イ
ス
ラ
ム
教
団
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
戦
い
を
起
こ

し
、
互
い
に
血
を
流
す
と

い
っ
た
こ
と
が
、
果
た
し
て
ア
ジ
ア
の
平
和
や
人
類
の
幸
福

に
貢
献
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
か
。

松
濤
弘
道
氏
は

「宗
教

の
名

の
下
に
紛
争
を
続
け
て
い
る
人
々
を
よ
く
見
る
と
、
き
ま

・
三

神
教
を
信
じ

て
い
る
こ
と
に
気
付

 か
さ
れ
る
」
と
言

っ
て
い
る
が
、
何
故
こ
の
よ
う
に

一
神
教
の
み
が
そ
の
よ
う
な
争
い
を
起
こ
す
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
、
氏
は

「神
は
、
人
間
を
超
越
し
た
唯

一
絶
対
な
も
の
で
、
そ
の
創
造
者
で
あ
る
自
然
は
、
人
間

と
対
立
し
服
従
さ
す
べ
き
も
の

で
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
と
調
和
し
同
化
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
ず
、
絶
え
ず
敵
か
味
方
か
の
ど
ち
ら
か
に
ひ
き
寄
せ
ら
れ
て

き
た
。

こ
う
し
た
二
元
論
的
二
者
択

一
の
理
論
が

一
神
教
の
特
徴
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に

一
神
教
的
世
界
で
は
、
す
べ
て

の
人
々
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
敵
か
味
方
に
二
分
さ
れ
、
互
い
に
憎
悪
感
を
募
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
す
べ
て
の
も
の
を
白
か
黒
か
ま
た
は
敵
か
見
方
に
分
け
て
、
黒
や
敵
の
す
べ
て
は
悪
で
あ
る
と
頭
か
ら
決
め

つ
け
る
短
絡

的
な
考
え
方
で
、
果
た
し
て
人
類
の
共
存
共
栄
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
共
存
共
栄
を
望
む
な
ら
ば
、
宗
教
と

い
わ
ず
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と

い
わ
ず
す
べ
て
に
お
い
て
、自
分
の
側
の
み
が
絶
対
に
正
し
い
な
ど
と
考
え
ず
、「相
手
を
も
認
め
て
許
す
寛
容
の
気
持
ち
」

で
、
「よ
り
正
し
い
も
の
」
に
向
か
っ
て
努
力
し
話
し
合
う
と
こ
ろ
に
、
真

の
平
和
と
人
類
の
共
存
共
栄
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

六

ア
ジ

ア
の
仏
教
伝
来
と
そ
の
現
状
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一
般
に
は
、
仏
教
は
イ
ン
ド
で
起
こ
り
、
ス
リ
ラ
ン
カ
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
で
は
上
座
部
系
の
部
派
仏
教
が
入
り
、
特
に
東
南
ア

ジ
ア
で
は
大
乗
仏
教

(密
教
)
が
伝
わ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
に
は
中
国
の
大
乗
仏
教
が
伝
わ
り
、
チ
ベ

ッ
ト
に
は
イ
ン

ド
か
ら
密
教
が
入
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
蒙
古
方
面

へ
と
広
ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
中
国
へ
は
、
西
暦
後
間
も
な
く
、
中
央
ア
ジ

ア
を
通
し
て
仏
教
が
伝
わ

っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
大
乗

・
小
乗
で
あ
り
、
そ
の
内
の
大
乗
仏
教
の
み
が
栄
え
た
と
伝
え
て
い
る
。

朝
鮮
半
島

へ
は
、
三
七
二
年
中
国
か
ら
高
句
麗
に
経
典
が
送
ら
れ
、
三
八
四
年
に
は
イ
ン
ド
の
僧

マ
ラ
ナ
ン
に
よ

っ
て
百
済
に
仏

教
が
伝
え
ら
れ
、
新
羅

へ
は
五
世
紀
に
な

っ
て
高
句
麗
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。
日
本

へ
は
五
三
八
年
百
済
か
ら
仏
像
、
経
典
が

伝
え
ら
れ
た
と
い
う
の
が
公
の
考
え
方
で
あ
る
。
今
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
ア
ジ
ア
の
仏
教
の
現
状
を
少
し
見
て
み
た
い
。

○
イ
ン
ド
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仏
教

の
ク
レ
イ
ド
ル
の
地
イ
ン
ド
で
は
、
理
論
が
高
度
す
ぎ
、
逆
に
棊

に
溶
け
込

も

・
と
し
て
堕
落
し
た
こ
と
と
・
伝
統
的
な

カ
,
ス
ト
を
不口
定
し
た
.
と
と
が
重
な

っ
て
、
か

つ
て
は
ガ
・
ジ
ス
河
甕

を
忠

に
曇

た
仏
教
は
衰
亡
し
・
ビ
ル
マ
と
国
境
を

接
し
て
い
る
地
帯
、
ネ
パ
ル

と
の
国
境
地
帯

ニ
フ
ダ

・
ク
地
方
に
わ
ず
か
に
残
・
の
み
で

あ
・
・
が
・
近
年
仏
教
の
再
興
運
動
が

各
地
に
起
こ
り
、
復
興
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
。

○
ス
リ
ラ
ン
カ

ィ
ン
ド
大
陸
の
南
端
に
あ
る
か

つ
て
の
セ
イ

ロ
ン
島
は
、
仏
教
国
で
国
民

の
大
部
分
が
仏
教
徒
で
占
め
・
厳
格
な
上
座
部
の

「教

己

が
確
立
さ
れ
、
・
れ
を
精
神
上
の
春

と
し
て
い
・
.
宗
派
は
、
シ
・
奈

ア
マ

・
プ
ラ
宗
三

↓

ン
ニ
ャ
宗

の
三
派
に

分

け

ら
れ

る
。
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○
ビ
ル
マ

紀
元
前
三
世
紀
頃
の
ア
シ
.
よ

王
の
時
代
に
、
二
長
老
が

「梵
網
経
」
を
箋

て
訪
れ
た
の
が
仏
教
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
ビ

ル
マ
は
、
多
民
族
国
家
で
あ
る
が
全
人
口
の
八
五
%
は
仏
教
徒
で
あ
・
.
民
衆
生
活

に
仏
教
が
密
着
・
て
お
り
・
仏
教
に
依
拠
し
て

自
己
お
、
び
家
族
、
縁
者

の
悉

立
A叩
を
願

っ
て
い
・
.
特
に

一
九
六

二
年
の
軍
事
ク
よ

タ
|
に
よ

・
て
・
社
△至

義
国
家
に
な

っ

 た
が
、
精
神
的
な
基
盤
は
仏
教
で
あ
る
。

○
タ
イ

マ

代

々

の
国
王

の
手

厚

い
保
護

を
受

け

、

国

民

の
九

三

%

は

仏

教

徒

で
あ

り

、

国

と

な

っ
て

い
る

。

教

団

は

、

マ

ハ
ー

ニ
カ

イ

派

と

タ

マ
ユ

ッ
ト

派

で
あ

る

。

国
民
皆
僧
と
も
い
わ
れ
て
東
南

ア
ジ
ア
最
大
の
仏
教

 

○
ラ
オ
ス

山
国
で
あ
る
ラ
オ
ス
は
、
タ
イ
と
同
様
に
歴
代
の
国
王
の
熱
烈
な
支
持
を
受
け
、
国
民
の
九
〇
%
が
仏
教
徒
で
あ
る
。

一
九
七
五

年
に
人
民
解
放
軍
に
よ
る
革
命
が
起
き
た
が
、
仏
教
に
対
す
る
弾
圧
は
な
く
、
む
し
ろ
仏
教
社
会
主
義
を
目
指

し
て
い
る
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。

○
カ
ン
ボ
ジ
ア

一
九
七
五
年
の

「プ
ノ
ン
ペ
ン
解
放
」
以
降

「
ク
メ
ー
ル
」
と
国
名
を
改
称
し
た
が
、
仏
教
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
し
い
情
報
は

伝
わ

っ
て
こ
な
い
。
た
だ
、
か
つ
て
は
こ
の
国
は
仏
教
が
盛
ん
で
あ
り
、
国
民
の
八
五
%
が
上
座
部
仏
教
徒

で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
革
命

の
際
に
十
万
人
の
僧
侶
が
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
現
在
は
仏
教
が
衰
微
し
て
い
る
も
の

と
推
考
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
近
況
は
ラ
オ
ス
の
仏
教
社
会
主
義
を
目
指
し
て
、
復
興
の
傾
向
に
あ
る
と
伝
え

て
い
る
。

セッションV仏 教部門

○
ベ
ト
ナ
ム

ニ
世
紀
頃
に
中
国
か
ら
禅
を
中
心
と
し
た
大
乗
仏
教
が
入
り
、
七
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
大

い
に
栄
え
た
と

い
わ
れ
る
。
が
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
多
く
の
寺
院
を
消
失
し
、
加
え
て
大
統
領
の
独
裁
政
治
に
よ
る
仏
教
弾
圧
は
、
仏
教
を
苦
境
に
追

い
詰
め
た
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と
い
わ
れ
る
。
日取
近
の
情
報
は
、
仏
教
に
拠
る
平
和
を
願

う
運
票

広
が
り
つ
つ
あ
る
と
隻

て
い
る
・
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○
ネ

パ

ー

ル

 

釈
迦
と
関
係
の
深
い
ネ
パ
ル

は
、
ピ
ン
・
オ
教
を
国
教
と
す
・
国
で
あ
る
が
、
他

に
イ
ス
三

敦

ジ

ャ
イ

ナ
教
・そ
の
他
シ

ャ
|

三

ズ
ム
等
が
あ
る
。
現
在
は
、
ヒ
ン
ド
オ
教
と
ラ

マ
教
が
勢
力
を
二
分

し
て
い
る
・

○

ブ

ー

タ

ン

 

。
マ
.フ
ヤ
山
脈
の
南
西
の
秘
境
に
位
置
す
・
7

タ
ン
は
、
・
マ
教
徒
が
七
五
・
を
占
め
・
仏
教
と
政
治

の

「
致
が

見
ら
れ
る
゜

○

チ

ベ

ッ
ト

中
華
人
民
共
和
国
の
統
治
下
に
入

っ
た
チ
ベ
ζ

は
、

一
九
五
九
年
以
降
社

△
至

義
国
と
萱

た
め
に
多

く
の
仏
教
徒
は
国
外

に
亡
△叩
し
、
翔田
ま
る
も
対
外
的
な
宗
教
の
布
教
活
動
は
禁
止

・
れ
、
多
あ

寺
院
は
他
の
目
的
に
転
用
さ
れ
て
い

る
・
最
近
の
情
報

で
は
、
個
人
の
信
仰
は
畠

に
な

っ
た
と
伝

え
て
は
い
・
が
、

慶

出
さ
れ
た
宗
教
撲
滅
運
動
は
・
今
も
中
止

さ
れ
て
は
い
な
い
だ

 ろ
う

。

○
中
国

(中
華
人
民
共
和
国
)

 一
九
五
八
年
の
人
民
公
社
覇

さ
ら
に

元

六
六
年
の
文
化
大
革
命

に
・
・
て
二

由葎

滅
轟

」
が
推
進
さ
れ
・
解
放
前

ユ

 

に
あ
っ
た
仏
寺
四
万
と
僧
尼
五
十
万
人
は
壊
滅
状
況
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

一
九
七
八
年
に

「宗
教

・
信
仰
の
自
由
」

が
確
認
さ
れ
て
仏
教
の
復
興
が
見
え
は
じ
め
て
き
た
。
が
、
宗
教

・
信
仰
の
布
教
す
る
自
由
は
な
く
、
増
え
る
こ
と
は
な
い
。
今
の

中
国
が
マ
ル
ク
ス

・
レ
ー

ニ
ン
主
義
の
唯
物
史
観
を
捨
て
な
い
限
り
、宗
教
も
社
会
経
済
上
の
基
礎
の
上
に
立

つ
上
部
構
造
だ
か
ら
、

基
礎
が
変
革
さ
れ
れ
ば
、
仏
教
は
単
な
る
残
存
分
と
し
て
、
や
が
て
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
も
新
し
い
情
報
で
は
、
中
国
仏
教
は
大
乗
仏
教
で
あ
り
、
す
べ
て
を
社
会
主
義
国
家
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。

○
台
湾

(中
華
民
国
)

昔
か
ら
黄
漿
山
系
の
禅
と
、
儒
教
や
道
教
と
習
合
し
た
嬬
祖
と
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
大
戦
後
、

以
来
、
従
来
の
も
の
に
斉
教
や
居
士
仏
教
が
加
わ
り
、
中
華
民
国
仏
教
会
が
結
成
さ
れ
盛
ん
で
あ
る
。

中
華
民
国
と
な
っ
て
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○

モ

ン
ゴ

ル

・
ソ
連

十

三

世
紀

に

チ

ベ

ッ
ト

か

ら

仏

教

が

入

っ
て

以

来

ラ

マ
教

で
あ

る
。

一
九

二

一
年

の
革

命

の
折

に
、
厳

し

く

取

り

締

ま

ら

れ

た

が

、

そ

の
後

「
信
仰

の
自

由

」

が

認

め

ら

れ

て

今

日

に

至

っ
て

い
る

。

ソ
連

は
、

そ

の
昔

国

教

で
あ

っ
た

ロ
シ

ア
正

教

が
、

革

命

の
粛

正

に

あ

っ
た

が

、
今

日

は

ラ

マ
教

が

中

心

を

な

し

て

い
る

。

○
韓
国

(大
韓
民
国
)
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晶則
述
し
た
従
来
の
仏
教
は
、
第
二
次
大
戦
後
大
鷺

国
と
な

・
た
の

を
機
に
、
大
稜

教
教
団
を
結
成
し
て
肇

と
な
っ
た
゜

在

大
韓
仏
警

.渓
宗
、
太
票

旧
仏
教
、
眞
覚
{・三

兀
曉
宗
、
法
華
宗
・
仏

入
宗
等
が
踵

し
て
い
る
゜

現

○
北
朝
鮮

(朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
)

が鑛

藷

欝
襲

離
顯

藷
瀦
疑
瓢
謬
讃
藷

肚

 
会
で
あ
る
.取
高
人
民
会
議
に
は
、
叢

の
鐸

仏
教
連
盟
が
そ
の
袋

を
送
り
込
ん
で
い
る
と
の
三

で
あ

る
゜

 

○
香
港

 

戦
前
に
は
大
陸
か
ら
伝
わ

・
た
仏
教
が
あ

っ
た
が
、
中
国
の
宗
教
政
策
に
不
安

を
蔓

た
人
奈

・

の
畠

を
求
め
て
香
港
に
多
く
移
住
し
た
た
め
に
、
仏
教
活
動
は
盛

ん
に
な

っ
て
い
る
・

○

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

中
華
人
民
共
和
国
か
ら
信
教

.ブ
イ

オ

ン

の
島

と

い
う

サ

ン

ス
ク

リ

。
ト

の
シ

ン
ガ

プ

↓

か

ら

地
名

が

で
き

た

と

い
う

シ

・

ガ

ポ

|

ル

は

・
中

国

人

・

マ
レ

|

人
、
イ
ン
ド
人
等
か
ら
で
き
て
い
る
複
△
・国
家
で
萱

従

っ
て
宗
教

も
複
雑
で
あ
る
・
し
か
し
・
人
。
の
七
。
%
を
占
め

る
華
僑

 拗
躍

護

駆

次
に
イ
ン
ド
の
ヒ
。
ド
ゥ
,
文
化
の
影
響
も
あ
・
て
ピ
ン
・
表

そ
の
翼

嚢

キ
・
ス
秦
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○

マ
レ
ー
シ
ア
共
和
国

西
紀
七
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
、
小
乗
仏
教
や
ヒ
ン
ド
オ
教
が
流
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
華
僑
の
移
住
と
と

も
に
大
乗
仏
教
が
流
布
し
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
は
、
イ

ス
ラ
ム
教
が
国
教
と
な

っ
て
い
る
。

○

フ
ィ
リ
ピ
ン

一
九
四
六
年
に
独
立
し
た
も
の
の
、
ス
ペ
イ

ン
領
と
し
て
長

い
間
植
民
地
政
策
を
と
ら
れ
て
い
た
関
係
で
、
人
口
の
八
二
%
が
カ

ト
リ
ッ
ク
で
、
東
南

ア
ジ
ア
唯

一
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
団
で
あ
る
。
他
に
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
を
中
心
に
イ
ス
ラ
ム
教

や
、
大
陸
か
ら
渡

っ

て
き
た
華
僑
の
信
仰
す
る
仏
教
が
あ
る
。

○
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

一
九
七

↓
年
に
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
分
離
独
立
し
た
が
、
国
教
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
奉
し
て
い
る
。
山
地

の
チ
タ
ゴ
ン
地
方
に

は
仏
教
徒
が
住
ん
で
い
る
。

○
イ

ン
ド
ネ
シ
ア

古
く
か
ら
歴
代
の
王
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
て
、
仏
教
が
流
布
し
て
い
た
ら
し
く
、
各
地
に
寺
院
遺
跡
が
散
在
し
て
い
る
。
都
市

に
は
華
僑
系
が
現
世
利
益
中
心
の
仏
教
を
信
奉
し
て
い
る
。
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○
日
本

欽
明
天
白王
の
と
き
に
日
本
に
仏
教
が
渡
来
し
て
以
来
、
深
く
政
治
と
か
か
わ

・
て
文
化
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
・
特
に

日
本

仏
教
の
特
色
は
、
婆

当
初
か
ら
歴
代
皇
室
の
厚
い
保
護
を
受
け
た
こ
と
で
、
「鎮
護
国
家
」
の
標
幟
と
と
も

に
・
「護
国
仏
教
」

と

し
て
栄
え
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
は
日
本
固
有

の
祖
先
崇
拝
の
思
想

と
も
合
致
し
て
、
日
本
の
風
土

に
あ

っ
た

「
日
本
仏

教
」
化
を
な
す
と
と
も
に
、
他
方
現
実
的
、
実
際
的
と
な
吹

国
民
生
活
に
融
合
し
て
国
民
の
思
想
、
文
学
・
経
済

産
業
・
芸
術

 等
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
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ま
た
、
日
本
の
国
民
生
活
に
融
△
口し
て
ゆ
く
中
で
、
真
言
、
天
台
、
浄
土
、
浄
土
真
宗
、
曹
洞
、
臨
済
、

日
蓮
等
の
各
教
団
を
成

立
さ
せ
、
Aフ
日
で
は
、
こ
れ
ら
に
創
価
学
会
、
立
正
佼
成
会
、
霊
友
会
な
ど
と
い
っ
た
新
興
仏
教
も
加
わ
り
盛

ん
に
な

っ
て
き
た
。

第
二
次
大
戦
後
は
、
経
済
的
基
盤

の
崩
壊
と
と
も
に

一
時
は
衰
退
し
た
が
、
今
日
で
は
教
育
は
い
う
に
及
ば
ず
出
版
界
に
ま
で
進

出
し
、
国
民
の
直
接
的
な
指
導
に
乗
り
出
し
つ
つ
あ
り
、
た
め
に
仏
教
は
国
民
の
精
神
な
ら
び
に
物
質
生
活
の
中
に
消
化

さ
れ
、
日

常
生
活
の
中
に
侵
入
し
て
知
ら
ず
知
ら
ず
仏
教
生
活
に
浸

っ
て
い
る
。

し
か

し
、

一
方

ル

。
ク

マ
・
博

士

の
指

摘

し

て

い
る

よ

う

に

、

「
曼

な

い
宗

教
」

と

な

り

、

内

部

崩

壊

と

と

も

に

・

人

心

の

デ

 ケ
イ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け
る

「仏
教
伝
来
と
そ
の
現
状
」
を
概
略
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
過
去
二
千
数
百
年
前
に

イ
ン
ド
か
ら
出
て
ア
ジ
ア
各
国
に
ス
プ
レ
ッ
ド
し
サ
ー
キ

ュ
レ
イ
ト
さ
れ
た
仏
教
は
、
土
着
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
民
の
生
活
と
融

 △
。し
て
い
る
国
も
あ
る
が
、
イ
デ
オ
・
ず

に
よ
る
宗
教
撲
滅
運
動
に
よ
・
て
、
排
除
さ
れ
消
滅

の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
国
も

ユ

 

あ
り
、
新
し
い
外
来
宗
教
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
て
、
仏
教
そ
の
も
の
が
疑
似
宗
教
化
し
俗
化
し
て
い
る
国
も
あ

る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
ジ
ア
の
宗
教
は
、
仏
教
が

一
番
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う

し
た
激
動
の
末
法
期

的
時
代
環
境
に
あ

っ
て
は
、
「古
く
て
新
し
い
」
仏
教
を
通
じ
て
、
混
迷
す
る
ア
ジ
ア
に

一
つ
の
指
針
を
与
え
、
自
然
と
人
間
と
の

調
和
を
図
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
民
族
間
の
対
立
、

コ
ン
テ
ン
シ

ョ
ン
を
越
え
て
、
ア
ジ
ア
人
類
の
幸
せ
の
た
め
に
尽
く
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
新
し
い
思
想

「統

一
原
理
」
を
基
調
と
す
る
新
し
い
仏
教
理
論
に
よ

っ
て
、

ア
ジ
ア
の
今
後
の
活

路
を
見
い
だ
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七

現
代
の
宗
教
が
持
つ
べ
き
要
件
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今
日
の
世
界
は
、
文
化
が
行
き
詰
ま
り
、
新
し
い
思
想
に
よ
る
新
し
い
文
化
の
創
造
が
望
ま
れ
て
い
る
。
李
相
憲
氏
は

「
人
間
は

堕
落
し
た
結
果
、
本
来
の
姿
を
失

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
統

一
原
理
だ
け
で
な
く
、
実
存
哲
学
も
人
間
が
そ
の
本
性
を
失

っ
て
い
る

こ
と
を
説
き
、
ま
た

一
般
的
に
も
、
今
日
の
科
学
技
術
文
明
に
お
い
て
人
間
性
が
失
わ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
今
の
ア
ジ
ア
の
混
迷
の
現
状
を
、
わ
れ
わ
れ
の
手
に

よ
っ
て
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
い
ろ
い
ろ
な
手
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
ア
ジ
ア
の
人
々
に
問
題
を
提
起
し
、
ア
ジ
ア
の
人
々
の
理
性
に
訴
え
る
た
め
の
支
柱
を
な
す
も

の
は
思
想
で
あ
り
、

ア
ジ
ア
の
人
々
が
求
め
る
永
遠
の
安
心
、
幸
福
を
与
え
る
も
の
は
リ
リ
ジ

ョ
ン
、
つ
ま
り

フ
ェ
イ
ス
で
あ
ろ
う
。
そ
の
フ
ェ
イ

ス
は
、

あ
く
ま
で
健
康
で
、
思
想

・
行
動
が
過
激
で
な
く
中
正
で
堅
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
た
め
の
要
件
は

一
体
何
で
あ
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ろ
う

か

。

か

つ
て
、
明
治
の
宗
教
家
、
境
野
黄
洋
氏
は
、
雇

全
な
る
信
仰
の
要
件
」
と

い
う
論
文
を
発
表
し
て
、
次

の
よ
う
な
五
つ
の
要

件
を
説
明
し
て
い
る
。

第

一
は
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
は
知
識
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
感
情
を
重
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
感
情
と
知
識
の
調
和
の
上
に
健
全
な
信
仰
は
成
立
す
る
。

第
三
は
現
世
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
世
的
と
い
う
の
は
目
の
前
の
現
世
主
義
で
は
な
い
。

第
四
は
活
動
的
で
あ
る
こ
と
。
俗
世
界
を
超
越
し
た
も
の
で
、
現
実
の
世
界

・
社
会
で
活
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
五
は
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
活
動
が
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
だ
。

こ
れ
は
明
治
時
代
に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
要
約
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
何
か
古
め
か
し
い
時
代
遅
れ
の
宗
教
家
の
量

と
思
わ
れ

る
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
よ
く
よ
く
吟
味
し
て
み
る
と
、
古
い
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
今
日
の
混
迷
の
ア
ジ

ア
に

;

の
新
し
い
指
針
を

量

る
も
の
だ
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
流
動
す
る
現
実
の
ア
ジ
ア
の
社
会
を
ス
テ
・
し
、
科
学
を
踏
ま
え
た
知
識
的
な
信
仰

に
基

づ
い
て
、
ア
ジ
ア
の
人
々
ひ
い
て
は
世
界

の
人
類
の
悲
願
で
あ
る

マ
水
遠
の
平
和
」
を
量

る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
・

さ
ら
に
現
代
の
宗
教
が
備
え

る
べ
き
大
事
な
こ
と
は
、
今
ま
で
の
宗
教
が
、
と
も
す
る
と
精
神
主
義
第

一
で
感
情

と
欲
望
を
罪
悪

視
し
て
物
質
面
を
軽
蔑
し
、
物
質
文
明
の
価
値
を
否
定
し
無
視
し
た
・
と
で
あ
る
。
や
は
り
現
実
を
無
視
せ
ず
・
高
尚
な
感
情
・
欲

望
を
養

っ
て
、
物
質
文
明
そ
の
も
の
の
価
値
も
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
と
か
く
宗
教
は
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
古
め
か
し
い
古
典
的
な
袋
に
入
れ
て
理
由
な
し
に
あ

り
が
た

が
ら
せ
・
厳
粛
に
敬

 慶
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
、・
し
た
従
来
の
宗
教
か
ら
脱
却
し
て
、
だ
れ
に
で
も
親
し
ま
れ
、
理
蟹

れ
・
時
に
は
教
義
に
つ
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い
て
自
由
に
討
論
し
て
内
容
を
深
め
信
仰
さ
れ
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
宗
教
は
、
「死
ぬ
た
め
」

の
も
の
で
は
な
く

「生
き
る
た
め
」
の
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
も
、
自
分

の
信
仰
す
る
も
の
が
正
統
で
最
高

の
も
の
と
考
え
、
他
を
邪
道
と
し
て
劣
等
視
し
異
端
視
す
る
と

い
う
よ
う
な
硬
直
な
考
え
を
除
去

し
、
丁
度

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
で
流
れ
の
止
ま
っ
た
血
管
を
除
い
て
新
鮮
な
血
を
流
す
よ
う
に
、
改
革
と
い
う
刺
激
運
動
に
よ

っ
て
新

し
い
ア
ジ
ア
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
切
望
し
た
い
。

八

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
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世
界
的
宗
教
で
あ
る
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
類
似
点
、
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
共
通
す
る
類
似
点
を
通
し
て
、
ア
ジ
ア
共

同
体
の
統

一
思
想
を
考
え
る

一
つ
の
リ

マ
イ
ン
ダ
ァ
と
し
た
い
。

し
か
し
、
両
宗
教
と
も
そ
の
ダ
ク
ト
リ
ン
は
ア
ビ
ス
に
似
て
深
遠
で
、
イ
ン
カ
パ
ス
ィ
テ
ィ
の
私
に
は
、
そ

の
教
義
の
深
奥
を
知

り
そ
れ
を
こ
こ
に
詳
述
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
私
な
り
に
知
悉
し
得
た
範
囲
で
述
べ
て
み
た

い
と
思
う
。

今
、
次
の
表
に
よ
っ
て
、
両
者

の
類
似
点
、
相
違
点
を
子
細
に
見
て
み
る
と
、
両
開
祖
、
釈
迦
、
キ
リ
ス
ト
を
生
ん
だ
気
候
、
風

土
、
環
境
等
の
違
い
と
、
そ
の
体
験
内
容
の
相
違
が
、
二
人
の
得
た
究
極
的
真
理
の
違

い
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
の
間
に
は
、
本
質
的
に
触
れ
合
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
両
者
は
お
互
い
に
手
を
携
え
て
、
共
通
の
場
を
通
し
て
、

分
裂
し
混
迷
し
て
い
る
ア
ジ
ア
を
救
う
方
法
を
考
え
る
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
共
同
体
の
実
現
と
、
そ
の
進
歩
と
調
和
の
た
め
に
、
と

も
に
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
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教

一

仏

キ
リ
ス
ト
教

 

類

似

点

.

世
界
的
宗
教
で
あ
り、

開
祖
は
究
極
的
真
理
の
体
現
者。.ミショネリを通じて全人類の救済をすること。

相

違

点

神㈲

・

無
神
論
(
超
越
者)・真理を悟った一人

の
人
間・「仏性」は宇宙の万物に存

在
し、

因
果
の
法
則
に
よ
って支配される。従って人間も仏性を持つ。

・

有
神
論.神は宇

宙
の
創
造
主
で、

万
物
は
そ
の
神
に
従
属
す
る。.全知全能の絶対者で、万物を支配する権利と力を持つ。・人間は神になり得ない。

悟り

・

悟
り
は
万
人
に
可
能
性
が
あ
る。

・

聖

書
に

基
づ

い

て
、

イ
エ

ス

を

キ

リ
ス

ト

と

ず
る

者
の

み神との正しい関係に入る。

人間
ととの動関物係等

.

仏
性
は
万
物
に
存
在
す
る
か
ら、

人
間
と
自
然
は
対
等
の位置にあり、お互いに存在価値を有し、両者は相依相関の関係にある。

.

神
は
人
間
を
神
の
姿
に
似
せ
て
造
り
、

魂
を
入
れ
た
。.人間は動物等を支配する権利を神から与えられ

ている。・動物等は神の意志により、人間に奉仕するように造られている。

罪

.

万
物
一

如
の
考え

に
背
き、

利
己
的
に
な
る
か
ら
罪
を
犯す。
.

神
の

意

志
に

反

す
る

に

こ

と

が

罪
。

(

原

罪)

 

救済

.

現

実
に

目

覚
め
、

周

囲
と

の

関
連

に

お
い

て

自

分
を

と

らえ、人としての使命を考える。

・

罪
を
神
の
前
に
悔
い
繊
悔
す
る
。
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今
後
の
仏
教
求
道
者
の
生
き
方
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仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
ア
ジ
ア
を
大
き
く
二
分
す
る
宗
教
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
ア
ジ
ア
の
仏
教
の
中

で
も
、
そ
の
発
祥
地

イ
ン
ド
は
衰
微
し
、
人
口
の
最
も
多

い
中
国
が
革
命
以
後
衰
え
て
い
る
上
に
、
韓
半
島
が
二
分
さ
れ
て
い
る
と

い
う
悲
し
い
状
況
を

見
た
と
き
、
日
本
の
仏
教
が
ア
ジ
ア
の
指
導
的
役
割
の

一
端
を
果
た
す
べ
き
使
命
を
負

っ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
仏
教
徒
、
単
な
る
形
式
的
な
仏
教
徒
で
は
な
く
、
真

の
求
道
者
な
ら
び
に
仏
の
道

の
実
践
者
の
、
今
後

の
生
き
方
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

か
つ
て
の
日
本
の
宗
教
活
動
の
母
体
は
、
光
明
皇
后
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
教
育
や
医
療
に
ま
で
及
び
、
さ
ら
に
は
文
化
の
源
泉
と

も
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
が
中
世
の
戦
乱
と
徳
川
幕
府
の
政
策
に
よ

っ
て
、
仏
教
は
布
教
活
動
の
み

へ
と
堕
落
し
て
い
っ
た
。
加
え
て

第
二
次
大
戦
後
の
日
本
は
、
宗
教
教
育
の
禁
止
、
土
地
改
革
、
貨
幣
価
値

の
低
下
等
か
ら
、
僧
侶

の
経
済
的
地
盤

の
沈
下
と
指
導
能

力
の
喪
失
か
ら
営
利
を
求
め
、
文
字
通
り
葬
式
仏
教
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
国
民
の
努
力
に
よ
り
、
生
活
水
準
が
上
が
り
、
平
均
寿
命
が
延
び
、
驚
異
の
経
済
成
長
を
見
る
に
い
た

っ
て
、

真
の
求
道
者

・
仏
の
道
の
実
践
家
た
ち
の
問
か
ら
改
革
が
叫
ば
れ
、
そ
の
実
行
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は

喜
ば
し
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
「家
」
「職
場
」
と

い
う
限
ら
れ
た
狭
い
場
が
中
心
に
な
る
か
、
個
人
の
内
部
を
深
め

る
と
い
う
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
。

現
代
社
会
は
、

一
個
人
、

一
職
場
だ
け
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
ば
か
り
か
、

一
国
家
、

一
民
族
で
す
ら
、
他
の
国
家
や
他
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民
族
と
孤
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
貿
易
摩
擦
問
題
を
見
て
も
分
か
る
通
り
不
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
時
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
も
う

一
度
親
鶯
の

「上
下
関
係
を
擬
去
し
た
慈
悲
」
と
父
母
兄
弟
と

い
っ
た
私

的
関
係
を
越
え
て
、
生
物
は
い
う
に
及
ば
ず
、
山
川
草
木
国
土
に
至
る
ま
で
遍
満
し
よ
う
と
し
た

「
四
海
同
胞
思
想
」
を
考
え
直
し
、

指
導
実
践
の
場
を
国
際
的
に
ア
ジ
ア
全
土
に
、
さ
ら
に
は
全
宇
宙
に
拡
大
し
て
、
宗
教
活
動
の
母
体
を
教
育
、
芸
術
、
医
療
等
に
も

広
げ
て
、
世
界
の
人
々
す
べ
て
が
身
内
と
考
え
る
中
で
、
個
性
や
能
力
に
応
じ
て

「世
界
平
和
」
と
い
う
理
想
郷
に
向
か
っ
て
生
き

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

社
会
の
変
化
に
適
応
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
変
化
か
ら
超
越
す
る
の
が
仏
教
者
で
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る
が
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ

わ
れ
は
、
む
し
ろ
現
代
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
生
き
る
べ
き
か
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
社
会

の
変
化
に
適
応
し
て
、

時
代
の
要
請
に
応
え
て
、
宗
教
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
た
1

仏
の
道
に
叶
う
実
践
に
身
を
挺
す
る
こ
と
こ
そ
、
仏
教
徒
の

一
つ
の
責

務
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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