
順
恙
と
い
う
苦

へ
の
対
処
法

―
平
和
構
築
の
手
が
か
り
と
し
て
の

『入
菩
提
行
論
』
―金

　
沢

　

　

豊

【要
旨
】

仏
教
徒
は
出
家
仏
教
教
団

（サ
ン
ガ
）
を
理
想
と
し
、
非
暴
力
を
貫
き

「絶
対
的
平
和
主
義
」
で
あ
る
べ
き
だ
。
仏
教
徒
の

一
姿
勢

と
し
て
こ
の
前
提
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。　
一
方
で
大
乗
仏
教
の
歴
史
を
概
観
す
れ
ば
、
理
想
と
現
実
の
は
ざ
ま
で
、
法
の
護
持

の
た
め
な
ら
武
力
を
放
棄
せ
ず
、
争
い
も
厭
わ
な
い
ケ
ー
ス
が
確
認
で
き
る
。

八
世
紀
の
イ
ン
ド
に
は
有
情
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
、
喰
患
を
制
御
す
る
こ
と
を
説
い
た
僧
侶
が
い
た
。
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー

ヴ
ア
は

『入
菩
提
行
論
』
で
瞑
患
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
、
敵
視
す
る
も
の
も
自
ら
の
忍
辱
行
の
糧
と
せ
よ
と
い
う
。
平
和
の

実
現
を
外
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
内
な
る
要
因
に
求
め
る
姿
勢
は
、
日
和
見
気
質
の
大
乗
仏
教
徒
の
平
和
主
義
と
は

一
線

を
画
し
て
い
る
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
の
言
説
を
元
に
、
ど
の
よ
う
に
瞑
恙
を
抑
制
し
て
他
者
と
関
わ
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
有

情
の
安
楽
に
繋
が
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

○
．
は
じ
め
に

三

『入
菩
提
行
ム理

に
つ
い
て

二
．
普
の
受
容
と
そ
の
功
徳
の
問
題

浄土真宗総合研究 9
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三
．
苦
の
主
体
の
問
題

四
．
心
の
在
り
方
の
問
題

五
．
お
わ
り
に

〇
．
は
じ
め
に

目
を
開
じ
て
、
じ
っ
と
我
慢
。
怒
っ
た
ら
、
怒
鳴
っ
た
ら
、
終
わ
り
。
そ
れ
は
祈
り
に
近
い
。
憎
む
は
人
の
業
に
あ
ら
ず
、
裁
き

は
神
の
領
域
。　
一
そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
は
ア
ラ
プ
の
兄
弟
た
ち
だ
っ
た
。

―
後
藤
健
二

（０
５
こ
∞̈
●
８
６
）
二
〇

一
〇
年
九
月
七
日

二
〇

一
五
年

一
月
下
旬
、
】∽Ｆ
に
よ
る
日
本
人
拘
束
、
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
は
世
間
に
多
大
な
衝
撃
を
与
え
た
。
同
時
に
、
犯

行
者
へ
の
憎
悪
が
芽
生
え
る
中
、
殺
害
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
過
去
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
共
感
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
興
味
深
い
出

来
事
だ
っ
た
。
彼
の

「憎
む
は
人
の
業
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
が
、
無
事
に
解
放
さ
れ
て
欲
し
い
と
願
い
、
報
道
に
釘
付
け
に
な
っ

た
多
く
の
人
の
心
に
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
返
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
仏
教
徒
に
と
つ
て
は
、
か
つ
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条

約
に
セ
イ
ロ
ン

（ス
リ
ラ
ン
カ
）
代
表
と
し
て
参
加
し
た
ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ
ナ
氏
が

『ダ
ン
マ
パ
ダ
』
第
五
偏
を
敷
衛
し
、
憎
し
み
の
連

鎖
を
断
つ
こ
と
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
も
容
易
に
想
起
さ
れ
た
。

二
〇
〇
七
年
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル

（Ｏ
Ｂ
サ
ミ
ッ
ト
）
に
出
席
し
た
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
の
大
谷
光
真
門
主

（二
〇

一
五
年
現
在
、
前
門
）
は
、
プ
ッ
ダ
の
教
え
の
中
に
、
諸
宗
教
の
対
立
を
和
ら
げ
る
上
で
貴
重
な
ヒ
ン
ト

と
な
る
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。

欧患という苦への対処法
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実
に
こ
の
世
に
お
い
て
は
、
恨
み
に
報
い
る
に
恨
み
を
以
て
し
た
な
ら
ば
、
つ
い
に
恨
み
の
息
む
こ
と
が
な
い
。
恨
み
を
す
て
て

こ
そ
息
む
。
こ
れ
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る
。
（『ダ
ン
マ
パ
ダ
』
第
五
偶
）

す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の

（生
き
も
の
）
に
と
っ
て
生
命
は
愛
お
し
い
。
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し

て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
。
〈『ダ
ン
マ
パ
ダ
』
第

一
三
〇
偶
）

（中
村
元
訳
）

仏
教
で
は
悟
り
を
妨
げ
る
根
本
的
な
煩
悩
を
貪
欲
、瞑
患
、愚
痴
の
三
毒
に
分
類
す
る
。
な
か
で
も
瞑
患

（２
ｏｏ”）
は
恨
み

（く
２
８
）

と
同
義
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
制
御
す
る
こ
と
は
、
平
和
の
問
題
を
考
え
る
際
の
仏
教
徒
の
取
る
べ
き
姿
勢
に
深
く
関
わ
る
と
考
え
ら
れ

る
。も

ち
ろ
ん
憎
し
み
や
暴
力
の
連
鎖
は
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
実
行
で
き
る
か
ど
う
か
は
プ
ッ
ダ
の
言

葉
を
承
け
て
い
る
仏
教
徒
に
と
っ
て
も
難
し
い
。
実
際
に
国
民
の
七
割
が
仏
教
徒
と
い
う
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
内
戦
問
題

（
お
∞
い
て

Ｎ
ｏ
ｏ
∞
）
や
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
タ
イ
に
お
け
る
仏
教
徒
に
よ
る
異
教
徒
弾
圧
問
題
な
ど
、仏
教
徒
の
関
与
す
る
暴
力
も
問
題
化
し
て
き
た
。

ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
お
け
る
僧
侶
の
態
度
に
つ
い
て
思
い
を
寄
せ
る
と
き
に
も
、
い
わ
ゆ
る

「恨
み
」
や

「憎
し
み
」
を
個
々

の
気
持
ち
の
中
で
断
ち
切
る
こ
と
が
、
い
か
に
至
難
で
あ
る
か
が
伺
え
よ
う
。

八
世
紀
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
学
僧
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア

（い
ヨ
ａ
２
●
寂
天

８
あ
∞
ｏ
ヽ
ｏ
ｏ
ン
ロ
）
は
、
恨
ま
な
い

よ
う
に
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
恨
み
を
生
み
出
す
怒
り
の
構
造
と
具
体
的
な
対
抗
策
を
提
示
し
て
い
る
。
『入
菩
提

（菩
薩
）
行
論
』

０
０
０〓
（８
澪
くこ
８
Ｃ
Ｐ
●Ｓ
Ｓ
８
）
に
お
い
て

「怒
り

（，
総
Ｐ
∽ｒＯ
Ｅ
営
”
瞑
）」
が
す
べ
て
を
打
ち
壊
す
た
め
、
対
治
と
し
て

「忍

辱

（σ
口己
し
り
０
一Ｐ
層
提
）」
を
勧
め
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

浄土真宗総合研究 9

47



数
千
劫
の
あ
い
だ
に
な
し
と
げ
ら
れ
た
善
き
行
い
、
施
与
、
仏
へ
の
供
養
―

こ
の
す
べ
て
を
怒
り
は
打
ち
壊
す
。
〈第
六
章
第

一
偏
）

怒
り
に
等
し
い
罪
悪
は
な
く
、
忍
耐
に
等
し
い
修
養
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
種
々
の
仕
方
で
努
め
て
忍
耐
を
実
習
せ
よ
。
（第
六
章
第
二
偏
）

「怒
っ
た
ら
、怒
鳴
っ
た
ら
、終
わ
り
」
冒
頭
の
後
藤
さ
ん
の
言
葉
と
パ
ラ
レ
ル
な
詩
旬
か
ら
始
ま
る
こ
の

『入
菩
提

（菩
薩
）
行
論
』

第
六
章
は
、
観
自
在
菩
薩
の
化
身
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
の
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
一
四
世

（以
下
、
法
王
）
も
、

法
話
の
際
に
し
ば
し
ば
引
用
を
す
る
事
で
知
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
『入
菩
提
行
ム画

瞑
患
に
関
す
る
箇
所
か
ら
、
仏
教
者
の
あ
る
べ
き
態
度
や
争
い
を
生
み
出
す
根
源
の
捉
え
方
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
第
六
章

「忍
耐
の
完
成

（百
ロヨξ

ゴヽ
日
Ｓ
）」
を
中
心
に
論
点
を
次
の
三
つ
に
整
理
し
、
い
か
に
怒
り
を
治
め
、

恨
み
の
連
鎖
を
止
め
る
の
か
を
考
察
す
る
。

①
　
苦
の
受
容
と
そ
の
功
徳
の
問
題

②
　
苦
の
主
体
の
問
題

③
　
心
の
在
り
方
の
問
題

〓

『
入
菩
提
行
論
』
に
つ
い
て

本
書
は
、
菩
提
の
完
成
を
目
指
す
大
乗
菩
薩
道
の
歩
み
方
を
韻
文
で
綴
っ
た
も
の
だ
が
、
初
期
経
典
に
説
か
れ
る
仏
教
徒
の
在
り
方

と
は

一
線
を
画
し
て
い
る
よ
う
に
伺
え
る
。
そ
れ
は
、
五
戒
や
十
善
戒
に
み
ら
れ
る
不
殺
生
を
原
点
と
し
た
争
い
、
命
の
奪
い
合
い
の

瞑患という苦への対処法
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否
定
か
ら
、
書
薩
に
よ
る
利
他
行
の
強
調
へ
大
乗
仏
教
の
過
程
を
経
て
、
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
が
再
び
自
身
の
心
の
持
ち
方
を
説

く
と
い
う
展
開
に
お
い
て
見
て
取
れ
る
。

ま
た
、
顕
著
な
特
徴
と
し
て
掲
頌
が

一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
暗
唱
を
前
提
と
し
た

構
成
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
で
、
後
代
の
注
釈
家
た
ち
も
本
書
の
性
格
を
改
変
す
る
こ
と
な
く
受
け
継
い
で
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
教

徒
に
保
持
さ
れ
、
僧
侶
の
み
な
ら
ず
多
く
の
衆
生
の
傍
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
想
像
に
易
い
。
さ
ら
に

一
人
称
の
語
り
と
は
、

他
な
ら
な
い
私
が
主
役
で
あ
り
、
自
身
の
心
持
ち
を
整
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
私
が
い
か
に
振
舞
う

べ
き
か
を
描
き
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
八
世
紀
頃
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
徒
が
世
俗
を
生
き
、
他
者
と
関
わ
る
中
で
起

こ
る
争
乱
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
記
述
の

一
切
は
菩
薩
道
の
明
示
と
体
現
で
、
机
上
の
空
論
で
は
な

い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

シ
ヤ
ー
ン
テ
イ
デ
ー
ヴ
ア
の
名
前
は
、
イ
ン
ド
及
び
チ
ベ
ッ
ト
撰
述
の
仏
教
文
献
に
見
ら
れ
、　
一
連
の
著
作
情
報
は
既
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
彼
に
帰
せ
ら
れ
る
著
作
の
う
ち
、
『入
菩
提
行
論
』
は
最
後
期
に
書
か
れ
た
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
み

な
ら
ず
、
宋
の
天
息
災
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た

『菩
提
行
経
」
（大
正
新
脩
大
蔵
経
三
二
巻
五
四
三
―
五
六
二
）
が
現
存
す
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
か
ら
広
く
東
ア
ジ
ア
ま
で
流
布
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
テ
キ
ス
ト
に
は
複
数
の
系
統
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
が
、
第

一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
菩
提
心
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
第
六
章
か
ら
第
九
章
ま
で
の
標
題
は
六
波
羅
蜜
の
四
項
目

（忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
）
に
対
応
し
て
い
る
点
が
諸
本
に
お
い
て
共
通
す
る
。

さ
ら
に
漢
訳
者
は
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
と
い
う
学
僧
の
著
作
に
龍
樹
作
と
い
う
最
大
級
の
賛
辞
を
添
え
、
論
書
に
対
し
て

「経
」
の
名
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
意
図
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
論
書
を
経
典
と
重
ん
じ
た
相
応
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
「

苦
の
受
容
と
そ
の
功
徳
の
問
題

曖患という苦への対処法

そ
も
そ
も
瞑
患
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
ど
う
し
て
修
行
者
に
と
っ
て
罪
悪
と
成
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
初
期
経
典
に
多
く

の
文
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。
三
毒
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
、
争
い
は
自
己
の
破
滅
へ
の
道
で
あ
り
、
仏
教
徒
は
論
争
す
る
こ
と
自
体

を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
文
言
は

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
中
で
も
古
層
に
属
す
る
第
四
章
か
ら
す
で

に
語
ら
れ
、
般
若
経
典
類
で
は
無
静

（Ｒ
８
仰）
第

一
と
し
て
の
仏
弟
子
ス
プ
ー
テ
ィ
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
起
こ
り
う
る
争
い
の
対
処
法
と
し
て
は
、　
一
切
衆
生
へ
の
慈
し
み
の
心
を
持
つ
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
忍
辱
は
瞑
患
の
捨

断
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
、
唄
患
は
慈
し
み
に
よ
っ
て
捨
断
さ
れ
る
。
唄
患
に
対
し
て
、
慈
し
み
を
注
ぐ
こ
と
で
忍
辱
の
行
と
な
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
の
著
作
に
影
響
を
与
え
て
い
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

『宝
行
王
正
払習

に
、
菩
薩
の
行
い
を
示
す

箇
所

「忍
辱
は
怒
り
を
絶
つ
こ
と
で
あ
り

〈第
五
章
第
二
六
優
）」、
「忍
辱
に
よ
っ
て
威
力
が
あ
る

（第
五
章
第
三
八
偏
）」
と
定
義
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
忍
辱
と
は
単
に
何
か
を
や
み
く
も
に
我
慢
す
る
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
、
積
極
的
な
行
で

あ
る
事
が
わ
か
る
。

心
臓
に
瞑
患
の
鏃

（や
じ
り
）
が
あ
る
あ
い
だ
は
、
心
は
平
静
と
な
る
こ
と
が
な
い
。

悦
び
の
楽
し
み
を
得
る
こ
と
が
な
い
。
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
も
で
き
ず
、
堅
固
と
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
（第
六
章
第
二
傷
）

心
の
平
静
を
保
つ
た
め
に
は
瞑
患
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
は
い
う
。
隕
患
の
力
が
心
臓
と
い

う
象
徴
的
な
部
位
に
働
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裏
を
返
せ
ば
、
眼
患
は
す
べ
て
の
心
構
え
に
影
響
し
、
根
本
的
な
力
が
備
わ
っ
て
い
る

50



浄土真宗総合研究 9

と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
瞑
憲
を
取
り
除
く
こ
と
で
心
の
平
静
を
保
つ
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
第
六
章
第
二
儡
で
忍

辱
の
実
習
が
唄
患
を
取
り
除
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

続
い
て
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
、
嗅
恙
が
起
こ
る
シ
ス
テ
ム
を
説
明
す
る
。
瞑
患
の
発
生
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
原
因

を
正
し
く
見
極
め
、
そ
れ
ら
を
適
切
に
排
除
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。

願
わ
し
か
ら
ぬ
こ
と
の
実
行
か
ら
生
じ
た
憂
鬱
と
、
願
わ
し
い
こ
と
の
破
壊
か
ら
生
じ
た
憂
鬱
と
、
―
そ
れ
を
養
い
と
し
て
贖
恙

が
た
け
り
狂
い
、
そ
れ
が
私
を
殺
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第
七
掲
）

憂
鬱

（８
ξ
ヨ
営
３
ヽ
）
が
唄
患
の
養
い
、
糧
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
憂
鬱
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と

も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

も
し
も
治
療
法
が
あ
る
な
ら
ば
、
憂
鬱
が
何
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
。

ま
た
も
し
も
治
療
法
が
な
い
な
ら
ば
、
憂
鬱
が
何
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
。

病
の
原
因
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
心
配
せ
ず
に
原
因
を
取
り
払
う
努
力
を
な
せ
ば
よ
く
、
治
療
法
が
な
い
な
ら
ば
憂
鬱
を
持
た
な
い
、
心

配
し
て
も
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
論
理
で
物
事
を
考
え
れ
ば
、
憂
鬱
は
発
生
し
得
な
い
が
、
具
体
的
に
何
か
ら
憂
鬱
が

発
生
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
苦
し
み
、
軽
蔑
、
荒
々
し
い
言
葉
、
不
名
誉
な
ど
を
原
因
と
し
て
挙
げ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
自
分
や
自

分
の
親
し
い
も
の
に
向
け
ら
れ
れ
ば
苦
し
い
が
、
敵
に
振
り
向
け
る
こ
と
で
逆
の
効
果
を
得
る
こ
と
も
あ
る
、
つ
ま
り
相
手
に
苦
し
み

を
与
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
苦
し
み
を
解
消
す
る
場
合
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（第

一
一
優
）。
敵
が
有
利
で
あ
れ
ば
不
愉
快
に
思
い
、　
　
５１

（第
六
章
第

一
〇
掲
）



敵
が
不
利
な
状
況
に
な
れ
ば
痛
快
に
思
う
人
々
の
争
い
の
根
源
的
な
内
面
を
見
越
し
た
教
説
で
あ
る
。

こ
う
な
る
と
も
は
や
、
苦
悩
の
衆
生
に
は
憂
鬱
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
苦
し
み
そ
の
も
の

に
も
効
用
が
あ
る
と
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
は
述
べ
て
い
る
。

曖患という苦への対処法

さ
ら
に
苦
し
み
に
は
他
の
徳
が
存
在
す
る
。
そ
の
苦
し
み
を
厭
う
が
ゆ
え
に
騎
り
が
な
く
な
る
。

輸
廻
す
る
者
ど
も
に
た
い
す
る
憐
れ
み
が
生
じ
、
悪
を
恐
れ
、
勝
利
者
に
対
す
る
渇
仰
が
生
じ
る

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
苦
し
み
を
厭
う

（∽”ヨ
お

●̈）
こ
と
で
、
自
ら
の
嬌
り
高
ぶ
り
が
無
く
な
る
。
騎
り
が
な
く
な
れ
ば

他
者
へ
の
関
わ
り
方
は
変
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
者
へ
の
憐
れ
み
、
い
た
わ
り
の
発
生
と
い
っ
た
功
徳
が
あ
り
、仏
陀

０
日
）

へ
の
愛
慕

（∽マ
訂
）
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
眼
患
は
、
憂
鬱
に
よ
っ
て
大
き
く
な
る
が
、
憂
鬱
を
除
去
す
る
方

法
は
苦
を
功
徳
の
糧
と
み
る
発
想
の
転
換
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

瞑
恙
は
、
心
を
中
心
と
し
た
不
安
や
憂
鬱
な
ど
内
発
的
な
も
の
で
あ
り
、
感
情
の
も
つ
れ
で
も
あ
る
。
も
つ
れ
を
正
し
く
組
解
く
こ

と
か
ら
、
苦
し
み
の
受
容
が
始
ま
る
と
い
う
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
単
に
苦
し
み
を
受
容
せ
よ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
自
身
の

嬌
り
が
な
く
な
り
、
慈
悲
が
起
こ
り
、
仏
へ
の
愛
慕
が
生
ま
れ
る
と
い
う
功
徳
が
あ
る
か
ら
こ
そ
受
容
が
可
能
と
な
る
の
だ
と
示
し
て

い
る
。

〓
「
苦
の
主
体
の
問
題

こ
こ
ま
で
、
眠
憲
が
発
生
す
る
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
根
本
的
に
捨
断
し
な
け
れ
ば
解
決
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
。
捨
断
の

（第
六
章
第
二

一
掲
）

52
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方
法
と
し
て
、
瞑
患
の
力
や
成
り
立

っ
た
怒
り
苦
悩
に
対
し
て
功
徳
の
糧
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
提
え
方
を
変
え
る
手
法
が
説
明
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
仏
へ
の
渇
仰
と
い
う
こ
と
か
ら
、
仏
道
修
行
者
だ
け
を
対
象
と
し
た
説
明
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
瞑
患
の
認
識
の
仕
方
が
よ
り
重
要
に
な
り
、
高
次
の
修
行
者
へ
の
説
明
と
も
考
え
ら
れ
る
偏
が
展
開
さ
れ
る
。

あ
た
か
も
こ
の
苦
し
み
が
、
自
分
で
は
欲
し
な
い
の
に
生
起
す
る
よ
う
に
、

怒
り
も
ま
た
、
自
分
で
は
望
ま
な
い
の
に
、
力
の
ま
ま
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈第
六
章
第
二
三
偏
）

「わ
た
し
は
怒
る
」
と
熟
考
し
た
の
ち
に
、
自
ら
願
っ
て
怒
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
怒
り

〔自
身
〕
も

「わ
れ
は
こ
れ
か
ら
生
起
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
生
起
す
る
こ
と
は
な
い
。

（第
六
章
第
二
四
掲
）

い
か
な
る
過
ち
で
も
、
種
々
な
る
罪
悪
で
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、

〔外
的
な
〕
縁
の
力
に
よ
っ
て
現
れ
る
。
自
主
独
立

（∽Ｓ
（日

，
）
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。　
　
　
　
　
（第
六
章
第
二
五
掲
）

怒
り
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
誰
も
望
ま
な
い
し
、
誰
も
入
念
に
準
備
を
し
て
怒
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
自
立
的
に
存
在

す
る
も
の
で
は
な
く
、
縁
の
力

（一冒
く
“ヽ
３
●〓
）
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
自
立
的
で
あ
れ
ば
、
根
本
を
断
つ

こ
と
が
可
能
だ
が
、
縁
に
よ
っ
て
過
ち
や
罪
悪
が
存
在
す
る
た
め
、
断
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
適
切
な
対
処
は
過
ち
を
犯

し
た
そ
の
人
自
体
を
責
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
さ
せ
た
諸
々
の
原
因
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
で
あ
り
、
人
と
論
争
を
す
る
必
要
が
な

い
こ
と
を
次
に
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、　
一
切
の
も
の
は
、
他
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
「
一
切
の
も
の
」
と
言
わ
れ
る
そ
の
も
の
に
依
存
し
て
、
か
れ

　

５３



賦患という苦への対処法

（原
因
）
も
ま
た
独
立
自
由
で
は
な
い
。
諸
々
の
事
物
は
化
現
の
ご
と
く
に
実
際
の
動
き
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
、
ひ
と
り
何

　

５４

に
対
し
て
怒
る
の
で
あ
ろ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第
二

一
優
）

反
対
者
い
わ
く
―
　
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
〔怒
り
を
〕
制
す
る
事
も
ま
た
起
こ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
者
が

何
を
制
す
る
の
か
。

答
え
て
い
わ
く
―
　
依
存
し
て
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
正
当

（合
理
的
）
で
あ
る
か
ら
苦
し
み
も
静
止
し
て
無
く
な
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第
二
二
偶
）

そ
れ
ゆ
え
に
敵
あ
る
い
は
友
が
道
理
に
か
な
わ
ぬ
行
い
を
し
て
い
て
も
、
「
こ
の
人
に
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
せ
る
よ
う
な
諸
の
原

因
が
あ
る
の
だ
」
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
安
楽
に
し
て
お
れ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第
三
三
偶
）

い
か
な
る
罪
悪
も
独
立
し
て
存
在
し
て
お
ら
ず
、
他
の
も
の
に
依
存
し
て
起
こ
り
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
識
す
る
こ
と
で
、
人
そ

の
も
の
に
対
し
て
怒
り
を
起
こ
す
こ
と
も
な
く
、
自
ら
も
安
楽
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
基
本
的
に
は
初
期
経
典
以
来
の
争
い
の
場
に

９^
）

加
わ
ら
な
い
、
相
手
に
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
物
事
を
正
し
く
縁
起
と
し
て
認
識
す
れ
ば
怒
り
が
生
じ
る
理
由
が
な
い
と
言
う
こ
と
を

は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
瞑
患
を
起
こ
す
主
体
と
し
て
の
自
ら
も
縁
起
な
る
の
存
在
で
あ
り
、
眼
患
発
生
の
因
と
な
る
他
者
も
、
諸
々

の
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

次
に
、
怒
り
が
無
視
で
き
な
い
程
度
、
実
害
が
及
ぷ
よ
う
な
場
合
の
対
処
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
優
頌
を
見
て
み
た
い
。

仏
像
や
ス
ト
ゥ
ー
パ
や
正
し
い
教
え
を
滅
ぼ
す
人
々
、
罵
言
す
る
人
々
に
た
い
し
て
も
、
私
が
怒
る
と
い
い
う
の
は
、
適
当
で
は

な
い
。
諸
の
仏
な
ど
は
苦
痛
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第
六
四
掲
）

師
や
血
族
な
ど
、
親
し
い
人
々
に
対
し
て
害
を
加
え
る
者
ど
も
が
い
て
も
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
仕
方
で
、
諸
の
原
因
が
あ
っ
て
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そ
う
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
観
じ
て
、
怒
り
を
除
く
べ
き
で
あ
る
。

（第
六
章
第
六
五
偏
）

シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は

一
貫
し
て
同
じ
態
度
に
徹
す
る
。
教
え
が
誹
謗
さ
れ
て
も
真
理
で
あ
る
仏
法
そ
の
も
の
の
価
値
は
減
じ
な

い
。
自
立
的
に
存
在
し
て
い
な
い
仏
像
が
破
壊
さ
れ
て
も
ダ
ル
マ
が
破
壊
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
仏
像
に
執
着
す
る
心
に
気
付
か
せ
て

も
ら
う
機
縁
と
な
る
と
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
徹
底
し
て
加
害
主
体
が
諸
々
の
原
因
に
縁
る
も
の
で
、
自
立
的
な
も
の
で
は
な
い

と
認
識
し
、
喰
患
を
取
り
除
く
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

四
．
心
の
在
り
方
の
問
題

苦
痛
を
及
ぼ
す
人
へ
の
対
処
の
後
に
、
苦
痛
を
受
け
る
人
へ
興
味
深
い
分
析
を
す
る
。

生
き
も
の

（Ｏ
ｏｒ
〓
）
の
受
け
る
苦
痛
は
、
必
ず
精
神
あ
る
も
の
ど
も

（８
８
日
）
と
精
神
な
き
も
の
ど
も
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
出

さ
れ
る
が
、
苦
痛
は
精
神
あ
る
も
の
ど
も
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
心
よ
。
汝
は
こ
の
苦
痛
を
忍
べ
よ
。

（第
六
章
第
六
六
優
）

生
き
も
の
の
苦
し
み
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
が
、
苦
痛
の
被
害
者
は
決
ま
っ
て
心
あ
る
も
の
に
の
み
認
め
ら
れ

る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
怒
り
を
除
く
と
い
う
忍
辱
が
心
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
と
条
件
が
示
さ
れ
、
決
し
て
理

想
論
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
心
あ
る
仏
教
徒
で
あ
る
か
ら
こ
そ
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
究
極
の
対
処
法
を
迫
ら
れ
る
。

忍
辱
の
行
を
成
せ
る
人
の
条
件
が
示
さ
れ
、
怒
り
や
苦
悩
の
構
造
を
縁
起
と
し
て
見
据
え
た
人
な
ら
ば
、
も
は
や
危
害
を
及
ぼ
す
他

　

５５



者
や
環
境
を

「敵
」
と
認
識
す
る
こ
と
自
体
が
誤
り
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

賦患という苦への対処法

「か
れ
は
、
私
が
善
を
行
う
の
を
妨
げ
た
」
と
い
っ
て
、
そ
の
人
を
怒
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

忍
辱
に
等
し
い
苦
行
は
存
在
し
な
い
。
ま
さ
に
そ
の

〔苦
行
を
行
う
機
会
が
〕
近
く
に
迫
っ
て
き
て
い
る
で
は
な
い
か
。

（第
六
章
第

一
〇
二
優
）

―
私
の
敵
と
い
う
も
の
は
、家
の
中
に
現
れ
出
た
宝
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
と
り
を
求
め
る
行
い
（ｇ
ｅ
ｒ
Ｓ
ａ
倒）
の
伴
侶
（助

け
）
で
あ
る
か
ら
、
〔む
し
ろ
〕
渇
望
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第

一
〇
七
偏
）

第

一
偏
で
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
数
千
劫
に
わ
た
っ
て
積
み
上
げ
て
き
た
功
徳
を
壊
す
の
は
怒
り
だ
と
示
し
て
い
た
。
自
ら
の

功
徳
を
破
壊
す
る
の
は
自
ら
の
眼
患
で
あ
り
、
外
的
な
要
因
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
善
行
の
妨
げ
を
外
的
な
要
因
に
求
め
る

が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
と
言
う
。
し
か
も
望
ま
ず
突
発
的
に
生
ま
れ
る
怒
り
の
感
情
に
気
付
い
た
な
ら
ば
、
極
め
て
難
し
い
忍
辱
と

い
う
行
を
実
践
す
る
機
会
と
し
て
利
用
し
、
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
ゆ
え
に
、
敵
の
出
現
自
体
を
宝
と
し
て
喩
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る

「菩
提
行

（ｇ
ａ〓
８
Ｑ
口）」
の
助
け
と
な
る
の
が

「敵
」
の
存
在
で
、
そ
の
出
現
は
渇
望
す
る
べ

き
な
の
だ
と
い
う
。
忍
耐
は
敵
が
あ
っ
て
こ
そ
行
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
。

そ
こ
で
、
か
の
汚
れ
た
悪
い
心
を
縁
と
し
て
、
忍
耐
が
生
ず
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
れ
こ
そ
忍
耐
を
生
ず
る
原
因
で
あ
る
。
私
は
、

正
法
を
崇
め
る
よ
う
に
、
か
れ
を
崇
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第

一
一
一
偏
）

そ
れ
ゆ
え
に
、
「生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
〔福
を
生
ず
る
〕
因
で
あ
り
、
諸
の
仏
は

〔福
を
生
ず
る
〕
因
で
あ
る
」
と
聖
者
は
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説
か
れ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ら
に
帰
敬
し
て
、
多
く
の
人
々
が
幸
福
の
彼
岸
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
か
ら
。

（第
六
章
第

一
一
二
優
）

悪
い
心
を
縁
と
し
て
行
い
難
い
忍
辱
が
可
能
に
な
る
。
第
二
掲
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
忍
辱
の
行
に
勝
る
行
は
他
に
な
く
、
正

法
を
崇
め
る
よ
う
に
忍
耐
の
原
因

（＝
敵
）
を
崇
め
る
べ
き
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
重
ね
て
、
教
証
を
も
っ
て
敵
と
い
う
い
か
な
る
怨
み

を
持
つ
対
象
で
あ
っ
て
も
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
等
し
く
福
徳
の
因
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
許
し
難
い
他
者
を

も
福
徳
の
因
と
見
る
こ
と
は
、
怨
み
の
心
を
捨
て
る
最
善
の
方
法
で
あ
り
、
忍
辱
を
行
じ
る
果
報
で
も
あ
り
仏
説
に
適
っ
て
い
る
と
い

う
。
こ
こ
で
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
も
諸
仏
も
悟
り
の
福
田
と
い
う
意
味
で
は
同
等
で
あ
る
。

さ
ら
に
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
、
仏
と
同
じ
よ
う
に
偉
大
で
あ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
属
性
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
。

生
け
る
も
の
の
偉
大
性
と
は
、
慈
し
み
の
志
が
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仏
の
偉
大
性
と
は
仏
に
た
い
し
て
み
ず
か
ら
の
心
を
浄
め
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
福
徳
で
あ
る
。
　
　
　
（第
六
章
第

一
一
五
掲
）

そ
れ
ゆ
え
に
、生
け
る
も
の
ど
も
は
仏
の
特
質
を

一
部
分
得
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、勝
利
者
た
ち

（諸
仏
）
と
等
し
い
。
し
か
し
、

い
か
な
る
生
け
る
も
の
も
、
無
限
の
部
分
よ
り
成
る

（徳
の
海
）
で
あ
る
プ
ッ
ダ
た
ち
に

〔ま
っ
た
く
〕
等
し
く
は
な
い
。

（第
六
章
第

一
一
六
掲
）

こ
れ
は
衆
生
と
仏
と
が
完
全
に

一
致
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
慈
し
み
の
心
を
持
ち
合
わ
せ
る

一
点
に
お
い
て
衆
生
と
仏
と
が

変
わ
ら
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
に
帰
依
し
な
が
ら
、
慈
悲
の
心
を
持
つ
衆
生
に
帰
依
で
き
な
い
の
は
ど
う
し
て

か
と
迫
る
。

浄土真宗総合研究 9

57



眠患という苦への対処法

こ
の
全
世
界
は
、
慈
悲
そ
の
も
の
で
あ
る
か
れ
ら

（諸
仏
）
に
よ
っ
て
わ
が
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
に

　

５８

疑
い
が
な
い
。
こ
れ
ら
の

〔生
け
る
も
の
ど
も
は
〕
、
主
た
ち

（仏
た
ち
）
が
生
け
る
も
の
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
か
。
な
ぜ
か
れ
ら
を
顧
み
な
い
の
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
六
章
第

一
二
六
偏
）

敵
を
敵
と
見
な
す
こ
と
が
誤
り
で
あ
り
、
慈
悲
の
体
現
者
と
し
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

無
根
拠
で
は
な
く
、
仏
道
修
行
者
と
し
て
認
識
を
す
る
疑
い
の
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
、
心
あ
る
も
の

に
苦
痛
が
生
じ
、
だ
か
ら
こ
そ
忍
辱
が
実
践
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
先
に
悟
り
が
あ
る
と
い
う
条
件
を
明
示
し
た
。
そ
こ
に
は
高
所
か

ら
条
件
を
付
し
て
い
る
態
度
は
な
く
、
有
情
が
悟
り
に
至
る
ま
で
の
階
梯
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
証
に
、
禅
定
波
羅
蜜

を
説
き
示
す
第
八
章
に
お
い
て
自
ら
が
有
情
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
そ
の
立
場
か
ら
他
者

へ
の
慈
し
み
を
注
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

私
は
他
の
人
の
苦
を
滅
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
の
苦
の
よ
う
に
、
苦
な
の
で
あ
る
か
ら
。
私
は
、
他
の
人
々
を
も
慈
し

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
が
有
情
で
あ
る
よ
う
に

〔他
の
人
々
も
〕
有
情
な
の
で
あ
る
か
ら
。
（第
八
章
第
九
四
掲
）

私
に
と
っ
て
も
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
安
楽
が
好
ま
し
い
の
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
、
自
分
に
は
い
か
な

る
特
別
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の

〔自
分
〕
に
つ
い
て
だ
け
安
楽
で
あ
る
こ
と
に
努
め
る
の
か
。
　
　
　
（第
八
章
第
九
五
優
）

斎
藤
明
訳

「仏
教
と
平
和
」
『比
較
思
想
研
売吾

二
〇
〇
四
年

仏
と
私
だ
け
の
関
係
で
は
な
く
、
私
と
他
の
人
と
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
。
著
者
自
身
が

一
人
の
有
情
と
し
て
、
こ
こ
で
は
自
ら
と

他
者
が
同
じ
地
平
で
関
わ
る
こ
と
を
禅
定
の
方
法
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
苦
自
体
は
さ
ま
ざ
ま
な
因
に
よ
っ
て
誰
に
ど
の
よ
う
に
生
起
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す
る
か
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
だ
け
が
苦
を
滅
ぼ
し
た
状
態
に
と
ど
ま
る
の
で
は
不
十
分
な
の
だ
。
自
分
だ
け
が
特
別
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
心
の
在
り
方
と
し
て
同
等
の
立
場
に
あ
る
他
人
の
安
楽
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
冒
頭
に
引
用

し
た

『ダ
ン
マ
パ
ダ
』
の
記
述
と
呼
応
す
る
。

す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の

（生
き
も
の
）
に
と
っ
て
生
命
は
愛
お
し
い
。
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し

て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
。
（『ダ
ン
マ
パ
ダ
』
第

一
三
〇
優
）

己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
考
え
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
自
ず
と
暴
力
や
争
い
の
元
と
な
る
瞑
患
を
抱
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
仮
に

自
ら
の
心
に
起
こ
る
怒
り
も
原
因
を
正
し
く
見
極
め
る
こ
と
で
忍
辱
の
行
と
な
る
。
苦
は
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
構
造
を
知
り
、
他
者
と
自
ら
は
同
じ
慈
し
み
を
保
持
す
る
人
で
あ
り
、
敬
意
を
払
う
に
値
す
る
と
い
う
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
『入
菩
提
行
論
』
は
初
期
経
典
か
ら
幾
分
か
発
展
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
大
本
の
主
張
に
変
わ
り
は

な
い
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
大
乗
仏
教
徒
は
、
サ
ン
ガ
の
理
想
と
す
る
生
き
方
が
で
き
ず
、
絶
対
的
平
和
主
義
を
貫
け
な
い

と
い
う
言
説
は
部
分
的
に
は
正
し
い
。
し
か
し
、
理
想
を
追
求
し
精
進
を
止
め
な
い
姿
勢
も
ま
た
大
乗
仏
教
徒
の
特
徴
で
あ
り
、
内
的

な
平
和
を
求
め
他
者
と
の
関
わ
り
を
止
め
な
い
生
き
方
は
、
明
確
に
菩
薩
行
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
者
の
苦
を
甘
受
し
引
き
受
け

る
心
の
在
り
方
が
着
実
な
悟
り
へ
の
歩
み
な
の
だ
。

翼

お
わ
り
に

国
際
政
治
学
者
の
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、
宗
教
は
人
類
の
基
盤
で
あ
り
な
が
ら
、
宗
教
は
人
間
の
間
に
存
在
し
う
る
最
も
深
刻
な
相
違
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で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

文
明
を
定
義
す
る
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
な
要
素
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
通
常
…
宗
教
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
主
要
な
文

明
は
世
界
の
宗
教
と
か
な
り
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
民
族
性
と
言
語
が
共
通
し
て
い
て
も
宗
教
が
違
う
人
び
と
は
た

が
い
に
殺
し
合
う
場
合
が
あ
り
、
レ
バ
ノ
ン
や
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
イ
ア
や
イ
ン
ド
亜
大
陸
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
。

事
実
、
宗
教
は
人
間
の
生
活
と
結
び
つ
き
、
人
々
に
安
寧
と
発
展
を
も
た
ら
し
つ
つ
も
、
そ
の
宗
教
性
の
差
異
か
ら
争
い
へ
と
発
展

す
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
存
在
す
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
宗
教
者
い
か
に
関
わ
る
べ
き
な
の
か
。
突
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
は
大
き

瞑患という苦への対処法

恨
み
を
除
き
、
怒
り
を
制
御
す
る
こ
と
を
説
い
た
八
世
紀
の
仏
教
者
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
の
言
葉
か
ら
、
宗
教
性
の
差
異
を
乗

り
越
え
、
平
和
に
結
び
つ
く
可
能
性
の
あ
る
三
つ
の
論
点
を
抽
出
し
た
。

一
つ
め
は
、
眼
患
が
も
た
ら
す
苦
の
受
容
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
に
起
こ
る
怒
り
の
構
造
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
勧

め
ら
れ
、
苦
を
功
徳
の
因
と
み
る
こ
と
で
受
容
す
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
苦
し
み
に
は
、
苦
し
み
を
厭
う
が
ゆ
え
に
嬌
り
が
な
く

な
る
と
い
う
功
徳
、
憐
れ
み
が
生
じ
る
と
い
う
功
徳
、
仏
へ
の
愛
慕
生
じ
る
と
い
う
功
徳
が
存
在
す
る
と
第
二

一
儡
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
た
。
苦
を
完
全
に
消
去
す
る
の
で
は
な
く
、
苦
の
捉
え
方
を
変
え
る
こ
と
、
自
ら
の
内
的
変
化
が
起
点
と
な
っ
て
瞑
患
が
除
去
さ

れ
る
点
に
注
目
し
た
。

二
つ
め
は
、
苦
悩
を
受
け
る
／
与
え
る
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
自
己
を
害
す
る
も
の
は
自
分
以
外
の
他
者
に
押
し
つ
け
た
り
、
暴
カ

主
体
を
外
的
要
因
に
求
め
た
り
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
他
者
も
縁
起
的
に
存
在
し
て
い
る
た
め
、
人
を
恨
む
の
で
は
な

60
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く
、
原
因
を
見
極
め
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「主
体
」
と
は
、
責
任
を
取
る
態
度
の
あ
る
こ
と
で
、

理
性
を
持
ち
、
自
由
に
判
断
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
責
任
が
生
じ
る
と
考
え
る
。
「主
体
」
が
存
在
し
て
こ
そ
断
罪
さ
れ

る
べ
き
対
象
と
も
な
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
体
は
自
立
的
に
存
在
し
な
い
と
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
言
い
、
中
観
派
の
系
譜

に
連
な
る
仏
教
徒
と
し
て
当
然
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
大
い
な
る
苦
痛
が
伴
う
。
親
や
兄
弟
な
ど
身
近
な
人
に
危
害
を
加
え
ら
れ
て
心
穏
や
か
に
過
ご
せ
る
人
は
い
な

い
。
非
難
す
べ
き
主
体
は
自
立
的
に
存
在
し
な
く
て
も
、
暴
力
の
主
体
を
つ
く
り
出
さ
れ
な
け
れ
ば
被
害
者
は
泣
き
寝
入
り
同
然
で
あ

る
。
第
六
五
優
に
想
定
さ
れ
て
い
る
試
練
は
極
め
て
現
実
的
な
事
例
で
あ
り
、
修
行
者
の
内
的
平
和
の
枠
を
出
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

こ
こ
に
は
八
世
紀
の
仏
教
教
団
の
抱
え
る
問
題
そ
の
ま
ま
が
発
露
し
て
お
り
、
そ
れ
で
も
怒
り
や
恨
み
は
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
選
択
さ
れ
た
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

三
つ
め
は
、
心
の
在
り
方
の
問
題
で
あ
る
。
心
あ
る
も
の
に
の
み
苦
痛
が
あ
り
、
心
あ
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
忍
辱
が
実
践
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
心
あ
る
も
の
に
の
み
悟
り
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
論
理
に
な
る
。
つ
ま
り
、
内
的
な
心
の
在
り
方
が
悟
り
の

条
件
と
な
っ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
。
第

一
〇
七
偏
で
は
敵
な
る
存
在
が
行
い
難
い
忍
辱
行
の
実
践
の
場
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
し

て
、
敵
を
も
宝
と
思
う
こ
と
が
、
争
い
の
根
本
を
絶
つ
こ
と
に
繋
が
る
と
い
う
指
摘
を
す
る
。
ま
た
、
相
手
の
汚
れ
た
心
か
ら
自
ら
の

忍
耐
が
生
じ
る
の
で
、
そ
の
汚
れ
た
心
す
ら
も
糧
と
し
、
崇
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
苦
し
み
を
糧
と
し
て
他
者
へ
の
慈
し
み

を
持
つ
こ
と
が
仏
教
徒
に
と
っ
て
明
確
な
平
和
構
築
の

一
手
段
な
の
だ
。
そ
し
て
、
他
の
人
の
苦
も
自
ら
と
同
じ
よ
う
に
滅
ぼ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
乗
仏
教
徒
と
し
て
宣
言
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、
眼
患
の
対
処
法
を
求
め
て

『入
菩
提
行
論
』
の
部
分
的
な
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
な
お
、
仏
典
の
記
述
は
あ
く
ま

で
理
想
論
で
あ
っ
て
、
現
前
の
問
題
と
は
連
結
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
、
再
び
大
き
な
争
い
が
生
ま
れ

る
と
し
た
ら
、
嗅
患
や
心
の
在
り
方
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
宗
教
者
は
何
を
も
っ
て
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
先
人
の
書

　

６１



瞑憲という苦への対処法

き
残
し
た
も
の
に
尋
ね
る
必
要
は
充
分
に
あ
る
。　
一
つ
め
の
書
の
受
容
の
問
題
は
、
私
た
ち
は
二
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
が
生
み
出
し
　
　
６２

た
よ
う
な
苦
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
時
代
に
、
偶
然
生
き
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
同
時
に
自
身
の
騎
り
を
無
く
す
と
い
う
功
徳
を
積
む
機

会
を
失
っ
て
い
る
時
代
に
生
き
て
い
る
と
も
言
え
る
。
駿
り
や
自
己
の
過
大
評
価
が
世
界
の
均
衡
を
壊
し
、
暴
発
す
る
可
能
性
を
学
ん

で
い
る
現
代
へ
の
警
鐘
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
つ
め
の
苦
の
主
体
の
問
題
は
、
現
代
の
紛
争
を
考
え
る
際
の
加
害

者
／
被
害
者
の
主
体
の
問
題
に
関
係
し
て
重
要
な
問
題
提
起
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か
を

一
方
的
に
裁
く
こ
と
が
暴
力
に
な
る
と
認

識
し
、
縁
起
の
在
り
方
を
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
つ
め
の
内
的
な
心
の
問
題
は
、
仏
教
徒
の
平
和
構
築
の
手
段
と
し
て
社
会

に
ひ
ら
き
、
仏
教
徒
の
保
持
す
べ
き
慈
し
み
を
明
確
な
姿
勢
と
し
て
示
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

今
や
仏
教
の
言
説
の
全
て
を

「絶
対
的
平
和
主
義
」
の
文
脈
で
語
る
こ
と
や
、
大
乗
仏
教
の
平
和
思
想
が
条
件
付
き
で
暴
力
を
容
認

し
て
い
る
と
括
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
改
め
て
そ
の
事
を
肝
に
据
え
、
現
代
社
会
に
即
応
す
る
平
和
構
築
の
判
断
に
際
し
て
先
人
の

言
葉
を
大
切
に
し
た
い
。
平
和
を
国
家
間
の
争
い
が
な
い
状
態
と
捉
え
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
。
現
代
の
仏
教
徒
は
、
今
そ
こ
に
あ
る

危
機
に
目
や
耳
を
ふ
さ
ぎ
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
平
和
と
い
う
状
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
践
の
先
に
あ
る
価
値
と
し
て
の
平
和

を
内
的
に
も
外
的
に
も
体
現
す
る
よ
り
他
は
な
い
と
考
え
る
。

【註
】

（１
）
■
”
】Ｑ
ｏそ
銅
一ｏＲ

（８
ｏ
９
一〇
０
●
）
ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ
ナ
氏
が
引
用
し
た
文
言
は
、
』”
Ｌ
Ｑ
ｏく
Ｒ
●８
ｏ
０
８
〓

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

，
〓
母

８

８

圏

ｏ
一
３

一
ご

〓

●
＆

０
日

ご

一ｏ
お

．
　

〓
〓

、
一
【●

一ぶ

，
こ

Ｑ

ｏ
■

賀

０
８

ｏ
、

（２
）
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
一
四
世
は
下
記
の
著
作
や
講
演
録
で
平
和
に
つ
い
て
多
く
の
発
言
を
し
、
「入
菩
提
行
論
』
に
言
及
を
し
て
い
る
。

・
福
田
洋

一
訳

『ダ
ラ
イ

ニ
フ
マ
の
仏
教
哲
学
講
義
　
苦
し
み
か
ら
菩
提
へ
』
大
東
出
版
社
、　
一
九
九
六
年

・
マ
チ
ウ

・
リ
カ
ー
ル
／
今
枝
由
郎
訳

口
，

ラ
イ
ラ
マ
　
幸
福
と
平
和
へ
の
助
言
こ

ト
ラ
ン
ス
ピ
ュ
ー
、
二
〇
〇
三
年



「喜
び
と
苦
し
み
は
、
知
覚
と
内
面
の
充
足
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
（中
略
）
こ
の
充
足
の
特
徴
は
平
和
で
す
。
そ
れ
は
寛
大
、
正
直
、
そ
し
て
私
が

道
徳
的
態
度
と
呼
ぶ
も
の
、
つ
ま
り
他
人
の
幸
福
の
権
利
を
尊
重
す
る
態
度
か
ら
生
ま
れ
ま
す
」

「世
界
平
和
は
心
の
平
和
か
ら
し
か
生
ま
れ
ま
せ
ん
」

「誰
も
が
平
和
を
話
題
に
し
ま
す
が
、
内
に
怒
り
と
か
憎
し
み
を
抱
い
て
い
て
は
、
外
側
の
平
和
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。」

（３
）
梶
原
三
恵
子

「口
ａ
〓
８
Ｑ
創く島
譴
の
基
本
性
格
―

一
人
称
の
意
味
す
る
も
の
―
」
『待
兼
山
論
叢
哲
学
篇
』
二
五
号
、　
一
九
九

一
年

（４
）
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
、
仏
教
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
僧
院
で
学
ん
で
い
た
記
録
が
あ
る
。
当
時
、
仏
教
従
は
そ
の
立

場
を
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
六
世
紀
以
降
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
寺
院
の
圧
迫
は
記
録
さ
れ
て
お
り
、
結
局
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー

寺
院
は

一
一
九
二
年
に
崩
壊
、　
一
三
世
紀
初
頭
に
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ー
ラ
僧
院
が
壊
滅
し
た
こ
と
で
イ
ン
ド
の
地
か
ら
仏
教
は
滅
ぶ
。
七
世
紀
以
降
、
仏

典
は
チ
ベ
ッ
ト
語
に
翻
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
仏
教
徒
外
の
勢
力
か
ら
仏
教
を
保
護
す
る
た
め
イ
ン
ド
の
外
に
伝
承
す
る
と
い
う
考
え
方
が
興
り
、
翻

訳
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
の
活
躍
期
か
ら
、数
十
年
遅
れ
て
吐
蕃
王
国
（チ
ベ
ッ
ト
）
の
テ
ィ
ソ
ン
デ
ィ

ツ
ェ
ン
王
が
仏
教
を
国
教
に
定
め
、
七
七
九
年
に
当
時
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
寺
院
の
長
老
で
あ
っ
た
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
を
招
き
、
チ
ベ
ッ
ト
人
に
初

め
て
具
足
戒
を
授
け
た
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
＞
■
口
ａ
ｇ
ヨ

『バ
シ
ャ
ム
の
イ
ン
ド
百
科
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
四
年
、
二
六
七
―

二
六
八
頁

（５
）
・
斎
藤
明

「ア
ク
シ
ャ
ヤ
マ
テ
ィ
と
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
」
「東
ア
ジ
ア
仏
教
―
成
立
と
そ
の
展
開
』
春
秋
社
、
二
〇
Ｃ
三
年

．
＞
●
轟

∽
Ｌ
６
・
、
、

、
０
、
ミ

、ミ
Ｏ

Ｓ
ヽ

、
、
ヽ
ヽ
Ｓ
ヽ
ら
、
ヽ

ぃ
ヽ
コ
ヽ

ヽ
ヽ

、
ヽ
●

醸

ａ

ヽ
ミ
ヽ
Ｒ

Ｏ

Ｓ

ヽ
ヽ
、

、
ぬ
ヽ
Ｒ
Ｓ
」ヽ

ヽ
３

こヽ

０
ヽ
き
ヽ
ヽ
ヽ

ミ
ヽ
ヽ

『
´

４

ン

ド

新
口
＊
子

仏

教

洋
〓

研

・究

』

一
七
号
、
二
〇

一
〇
年

本
文
に
対
応
す
る

一
次
資
料
や
文
献
学
的
情
報
は
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

ま
た
、
訳
語
の
統

一
を
図
る
た
め

『入
菩
提
行
論
』
引
用
は
特
記
が
な
い
限
り
、
中
村
元

『現
代
語
訳
大
乗
仏
典
７
　
論
書

。
そ
の
他
』
東
京
書
籍
、

二
〇
〇
四
年
　
所
収
の
和
訳
を
使
用
し
、
パ
”一ｏ
ｏ
８
い０ヽ
お

，
３，
ｏ姜
∽
蜃
一３
ヽ
さ
ざ
ヽゞ
ヽ
史ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ｇ
ａ
ｇ
●
ｏ
一３
」
０〇
一　
英
訳
、
金
倉
回
照

「悟
り

へ
の
道
』
サ
ー
ラ
叢
書
９
、
一
九
六
五
年
、
三
浦
順
子
訳

『ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
怒
り
を
癒
や
す
』
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
も
逐
次
参
照
し
た
。

（６
）
布
施
と
持
戒
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
章
題
に
見
ら
れ
な
い
。
漢
訳
は
、
全
八
章
立
て
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
第
二
章
が
縮
小
さ
れ
、
第
二
章
と
第
四

章
に
相
当
す
る
部
分
が
欠
け
て
い
る
。
第
二
章

「菩
提
心
施
供
養
品
」、
第
五
章

「護
戒
品
」
と
名
付
け
ら
れ
六
波
羅
蜜
の
項
目
を
備
え
て
い
る
。

な
お
、
第
六
章

「忍
耐
の
完
成
」
は
梵
文
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
漢
訳
と
も
に

一
三
四
偏
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
敦
建
本
の
み

一
二
七
偏
で
あ
る
。

（７
）
阿
羅
漢
果
を
得
る
た
め
に
は
願
智
や
無
諄
智

・
『営
己
日
日
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
『大
智
度
論
』
大
正
二
五
巻

・
二
七
〇
中

（８
）
『慈
経
』
ま
ミ
ａ
ミ
ミ
第

一
四
八
―

一
四
九
偏
、
や

『清
浄
道
論
』
Ｓ
いヽ
ヽヽ
ざ
ミ
”ヽ”
ヽ
に
見
い
だ
せ
る
。
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瞑患という苦への対処法

ま
ず
、
瞑
患
に
お
け
る
危
難
と
忍
辱
に
お
け
る
功
徳
を
観
察
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
か
。
そ
れ
は
こ
の
修
習
に
よ
っ
て
順
患
が
断
ち
切
ら
れ
、
忍
辱
が
　
　
６４

獲
得
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヽ
いヽ
ヽ
゛
き

“ヽ
”ヽ

「
フ

二
九
五
頁
　
加
部
富
子

「瞑
患
の
遮
断
と
慈
し
み
に
つ
い
て
」
「駒
澤
大
学
大
学
院
仏

教
学
研
究
会
年
報
』
第
四
十
号
、
二
〇
〇
七
年

（９
）
争
い
の
な
い
国
土

（“〓
くａ
”
０ロ
ヨ
¨
の
建
立
）
に
、
安
穏
裏
に
努
力
せ
よ
、
汝
ら
は
言
い
争
い
し
て
は
な
ら
な
い
。
∽
日
Ｓ
〓
■

，
第
八
九
六
偶

（１０
）
「私
た
ち
の
唯

一
の
希
望
は
イ
ン
ド
だ
っ
た
」
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
一
四
世
は
亡
命
時
の
こ
と
を
回
想
録
に
書
き
残
し
た
。
（
ロ
ラ
ン
・
デ
エ

『チ
ベ
ツ
ト
史
』

春
秋
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
二
九
頁
）

一
九
五
九
―
六
〇
年
の
イ
ン
ド

・
ダ
ラ
ム
サ
ラ
亡
命
政
府
組
織
化
以
来
、
法
王
は
非
暴
力
を
筋
と
し
た
姿
勢
を

と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
八
年
六
月
欧
州
議
会

「ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
提
案
」
で
暴
力
を
否
定
し
独
立
を
放
棄
、
中
央
政
府
に
高
度
な
自
治
を
求
め
た
。

二
〇
〇
七
年

一
〇
月

一
七
日
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
会
黄
金
勲
章
授
章
式
の
ス
ピ
ー
チ
で
も
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に

「高
度
な
自
治
を
求
め
る
」

と
、
国
際
社
会
に

一
貫
し
た
発
言
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
状
況
が
打
開
さ
れ
な
い
中
、
法
王
は
法
話
の
際
に
当
該
書
を
引
用
し
敵
は
忍
辱

行
を
成
す
う
え
で
の
宝
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
を
実
践
し
て
い
る
。

（
Ｈ
）
仏
教
に
は

「絶
対
的
平
和
主
義
」
と

「
一
定
の
条
件
下
で
暴
力
を
認
め
る
条
件
付
き
平
和
主
義
」
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
宮
田
幸

一
「日
本
仏

教
と
平
和
主
義
の
諸
問
題
」
「創
価
大
学
人
文
論
集
」
十
六
号
、
二
〇
〇
四
年

（１２
）
サ
ミ
ュ
エ
ル

・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン

『文
明
の
衝
突
と
２１
世
紀
の
日
本
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、　
一
〇
九
頁

【キ
ー
ワ
ー
ド
】

欧
患
　
忍
辱
　
平
和
　
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
『入
菩
提
行
塁
雪
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