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真
宗
や
仏
教
の
持
つ
「
潜
在
的
社
会
性
」
に
目
を
向
け
る

満
　
井

　
秀

　
城

は
じ
め
に

真
宗
や
仏
教
が
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
比
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
性
」
が
大
き
く
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
の
批
判
や
、

ま
た
仏
教
自
身
か
ら
の
自
省
も
あ
っ
て
、
も
っ
と
積
極
的
に
社
会
に
関
わ
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ

イ
ズ
ム
」
の
動
き
が
活
発
化
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
筆
者
も
、
自
身
の
立
ち
位
置
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
意
図

も
あ
っ
て
、
か
つ
て
こ
の
紀
要
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る)1

(

。

利
他
を
重
視
す
る
大
乗
仏
教
は
、
元
来
、
社
会
性
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
大
乗
仏
教
成
立
以
前
の
上
座
部
系
仏
教
で
も
利

他
を
い
う
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
自
利
を
完
成
し
た
後
で
の
利
他
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
大
乗
仏
教
で
は
、
自
利
即
利
他
、
つ

ま
り
利
他
あ
っ
て
の
自
利
で
あ
り
、
そ
の
最
も
完
全
な
形
が
、「
若
不
生
者
、
不
取
正
覚
」
と
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
で
あ
ろ
う
。

そ
の
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
に
出
逢
っ
た
念
仏
者
が
、
何
故
に
社
会
性
に
お
い
て
遅
れ
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

宗
教
の
本
来
的
意
義
は
世
間
か
ら
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
べ
き
だ
、
と
す
る
出
家
主
義
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
宗
祖
親
鸞
聖
人

は
、
自
ら
妻
や
家
庭
を
持
ち
、
門
徒
民
衆
と
苦
楽
を
と
も
に
し
て
い
か
れ
た
。
そ
の
生
き
方
を
知
る
私
た
ち
は
、
社
会
と
、
も
っ
と
積

極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
先
の
拙
稿
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
何
故
に
、
真
宗
や
仏
教
が
、「
社
会
性
」
に
お
い

て
消
極
的
に
映
る
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
色
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
み
た
と
き
に
、
真
宗
や
仏

教
に
は
、
直
接
表
に
は
表
わ
れ
な
い
「
潜
在
的
な
」
社
会
性
が
内
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
筆
者
自
身
の
思
考
過
程
を
辿
り
な
が
ら
、
真
宗
や
仏
教
の
持
つ
「
潜
在
的
社
会
性
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の

を
提
言
し
て
み
た
い
と
思
う
。

先
ず
は
、
真
宗
や
仏
教
が
、「
社
会
性
」
に
立
ち
後
れ
た
原
因
を
、
外
在
的
要
因
と
内
在
的
要
因
と
に
仕
分
け
し
て
考
え
、
そ
の
内

在
的
要
因
を
探
る
中
か
ら
、
標
題
の
「
潜
在
的
社
会
性
」
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ⅰ
、「
社
会
性
」
が
遅
れ
た
原
因
の
分
析

一
、
外
在
的
要
因

（
一
）
石
山
戦
争
の
敗
北
と
徳
川
幕
藩
体
制
か
ら
の
封
じ
込
め

外
在
的
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
徳
川
幕
藩
体
制
で
あ
ろ
う
。

中
世
、
特
に
後
期
に
お
い
て
、
他
力
念
仏
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
一
向
一
揆
や
、
あ
る
い
は
寺
内
町
と
い
う
念
仏
共
同
体
と
い
う
形
で

具
現
化
し
た
。

そ
の
象
徴
的
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
仏
法
領
」
と
い
う
史
料
用
語
で
あ
る
。「
史
料
用
語
」
と
は
、
後
世
の

誰
か
が
概
念
上
用
い
た
造
語
で
は
な
く
、
同
時
代
の
史
料
に
出
て
く
る
用
語
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
の
分
野
で
は
、

早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
愚
見
を
弄
し
た
こ
と
が
あ
る)2

(

。
詳
し
く
は
、
そ
の
拙
稿
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
が
、
要
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点
の
み
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

「
仏
法
領
」
と
い
う
用
語
は
、
有
名
な
割
に
は
、
史
料
上
、
さ
ほ
ど
多
く
の
用
例
は
な
い
。
筆
者
の
知
る
限
り
七
例
の
み
で
あ
る
。

こ
の
サ
ン
プ
ル
数
か
ら
、
は
た
し
て
ど
れ
く
ら
い
の
こ
と
が
帰
納
的
に
言
い
う
る
か
は
不
確
実
な
部
分
も
あ
る
が
、
次
の
点
に
お
い
て

は
、
お
そ
ら
く
異
論
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
仏
法
領
」
な
る
史
料
用
語
は
、
蓮
如
上
人
の
「
御
文
章
」
を
初
出
と
し
、
慶
長
年
間
の
七
例
目
を
最
後
に
、
歴
史
上

の
史
料
群
か
ら
、
全
く
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。

古
文
書
と
言
わ
れ
る
歴
史
史
料
は
、
中
世
期
よ
り
も
近
世
期
（
江
戸
時
代
）
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
残
存
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ

る
の
に
、
慶
長
年
間
と
い
う
江
戸
開
幕
の
時
期
を
最
後
に
、
こ
の
「
仏
法
領
」
の
語
は
、
歴
史
上
、
完
全
に
、
そ
の
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。

史
料
用
語
の
死
滅
と
は
、
そ
の
実
態
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

真
宗
教
団
に
お
い
て
、
蓮
如
上
人
以
来
、
中
世
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
み
存
在
し
、
江
戸
幕
藩
体
制
の
確
立
に
よ
っ
て
封
じ
込

め
ら
れ
、
つ
い
に
死
滅
し
た
実
態
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
筆
者
の
愚
見
で
は
、「
他
力
念
仏
に
よ
る
、
門
徒
民
衆

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
以
外
に
思
い
浮
か
ば
な
い
。

一
向
一
揆
に
さ
ん
ざ
ん
苦
し
め
ら
れ
た
経
験
を
持
つ
徳
川
家
康
は
、
本
願
寺
の
力
を
東
西
に
分
派
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、「
他
力
念

仏
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
、
外
に
（
引
い
て
は
幕
藩
体
制
に
）
向
か
う
こ
と
を
怖
れ
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
内
側
に
の
み
止
め
置
こ
う
と

し
た
。

こ
れ
は
、
た
だ
、
真
宗
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
各
宗
派
に
対
し
て
も
、
学
問
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
門
徒
や

檀
家
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
体
制
批
判
に
向
か
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
戦
国
の
乱
世
が
、
必
ず
し
も
良
か
っ
た
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
し
、世
の
中
の
治
安
が
収
ま
り
、学
問
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、あ
る
意
味
、良
い
面
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
他
力
念
仏
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
、
そ
の
活
性
原
理
を
喪
失
し
、
内
側
に
の
み
向
か
う
よ
う



真宗や仏教の持つ「潜在的社会性」に目を向ける

16

に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
真
宗
や
仏
教
が
、「
対
社
会
性
」
と
い
う
方
向
を
失
っ
た
、
一
つ
の
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
、
外
在
的
要
因
で
あ
る

と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）「
三
業
惑
乱
」
事
件
の
ト
ラ
ウ
マ

右
の
よ
う
に
、
徳
川
幕
府
は
、
仏
教
各
宗
派
に
対
し
、
積
極
的
に
学
問
を
奨
励
し
た
が
、
学
問
上
の
論
争
が
、
門
徒
民
衆
を
も
巻
き

込
ん
だ
騒
動
に
拡
大
す
る
と
、
事
情
は
一
変
す
る
。
暴
動
や
、
社
会
秩
序
の
崩
壊
に
さ
え
つ
な
が
り
か
ね
な
い
論
争
と
な
れ
ば
、
そ
れ

は
封
じ
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
三
業
惑
乱
」
事
件
に
つ
い
て
は
、『
本
願
寺
史
』
に
詳
し
い
の
で
、
事
件
の
経
過
等
に
つ
い
て
は
、
同
書
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
が
、
徳
川
幕
府
に
と
っ
て
は
、
教
義
上
の
白
黒
よ
り
も
、
暴
動
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
騒
ぎ
に
な
っ
た
こ
と
を
問
題
視
し
、

本
願
寺
は
百
日
間
の
閉
門
と
い
う
処
罰
を
受
け
る
大
打
撃
と
な
っ
た
。

こ
の
「
三
業
惑
乱
」
が
、
後
代
の
教
学
に
与
え
た
影
響
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
幕
府
と
す
れ
ば
、
暴
動
に
ま
で
発
展
し
た
こ

と
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
三
業
派
」
が
自
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
全
く
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

事
件
を
契
機
と
し
て
、「
自
力
」
に
つ
い
て
、
必
要
以
上
に
慎
重
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
言
わ
ば
、「
羹

に
懲
り
て
膾
を
吹
く
」
有
り
さ
ま
と
な
っ
た
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
他
力
の
法
義
で
あ
る
か
ら
に
は
、
自
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
当
然
中
の
当
然
で
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
自
力
」
に
な
っ
て
い
な
い
か
を
気
に
し
過
ぎ
、
臆
病
に
な
っ
た
よ
う
に

思
う
の
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
、
当
該
の
「
社
会
性
」
に
対
し
て
も
、
す
ぐ
に
、「
自
力
で
は
な
い
か
」、「
偽
善
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
い
う
ア
レ
ル
ギ
ー

反
応
が
起
き
る
一
因
に
は
、
こ
の
「
三
業
惑
乱
」
の
ト
ラ
ウ
マ
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。
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「
三
業
惑
乱
」
に
よ
っ
て
、
本
願
寺
派
で
は
、
安
心
の
水
際
が
明
確
に
な
っ
た
な
ど
の
利
点
も
確
か
に
存
在
す
る
が
、
教
学
が
臆
病

に
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
確
か
で
は
な
い
か
。
本
願
寺
教
団
固
有
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
、「
社
会
性
」
が
弱
ま
っ
た
一
因
と

想
像
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
期
の
教
学
に
お
い
て
も
、
石
泉
師
の
「
弘
願
助
正
説
」
な
ど
、「
社
会
性
」
に
目
を
向
け
た
成
果
が
存
在
し
、
師

の
提
起
に
始
ま
る
「
助
正
論
」
の
成
果)3

(

は
、
現
在
に
至
っ
て
も
な
お
、
そ
の
水
準
は
、
き
わ
め
て
高
い
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
を
含

め
て
、
石
泉
師
の
学
説
が
、
と
か
く
「
自
力
的
」
と
い
う
不
当
な
譏
り
を
受
け
た
の
も
、
右
の
事
情
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

（
三
）
明
治
維
新
と
神
道
国
教
化
政
策
（
廃
仏
毀
釈
）

徳
川
江
戸
幕
府
は
、（
一
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教
各
宗
派
に
対
し
、
人
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
暴
発
・
暴
走
し
な
い
た
め
に
、
規

制
の
枠
で
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
り
付
け
た
の
で
は
あ
る
が
、
仏
教
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の
一
環
と
し
て
、
寺

檀
制
度
を
も
っ
て
保
護
し
、
仏
教
の
側
も
、
そ
の
庇
護
に
安
住
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
そ
の
寺
檀
制
度
の
庇
護
は
失
わ
れ
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
神
道
国
教
化
政
策
に
よ
っ
て
、
仏
教
は

一
転
し
て
弾
圧
さ
れ
る
側
に
回
っ
た
。

明
治
維
新
政
府
は
、
薩
摩
・
長
州
両
藩
の
出
身
者
で
固
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
真
宗
教
団
は
、
長
州
閥
の
人
脈
を
活
か
し
て
、
島
地

黙
雷
や
赤
松
連
城
な
ど
の
、
山
口
県
の
学
僧
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
、
維
新
政
府
に
は
た
ら
き
か
け
を
し
た
し
、
一
方
、
明
治
政
府
の

側
で
も
、
ロ
ジ
ッ
ク
の
な
い
神
道
だ
け
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
脅
威
に
対
抗
で
き
な
い
と
の
利
害
が
一
致
し
、
ほ
ど
な
く
し
て
、
仏
教

が
弾
圧
さ
れ
る
状
況
に
は
な
く
な
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
政
治
的
な
力
学
も
あ
っ
て
か
、
仏
教
各
宗
派
は
、
教
義
・
教
学
的
に
も
明
治
維
新
政
府
に
擦
り
寄
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
が
、
真
宗
教
団
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
真
俗
二
諦
」
の
教
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
、「
真
俗
二
諦
」
と
は
、
真
如
法
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性
と
い
う
「
勝
義
諦
（
真
諦
）」
か
ら
、
我
々
凡
夫
の
世
界
へ
の
大
悲
の
活
動
（
こ
れ
を
「
俗
諦
」
と
す
る
）
を
表
わ
す
概
念
で
あ
っ

た
の
だ
が
、
特
に
真
宗
に
お
い
て
は
（
日
本
仏
教
全
体
と
し
て
も
同
様
の
傾
向
を
持
つ
が
）、「
王
法
と
仏
法
」
の
関
係
へ
と
置
換
さ
れ

た)4

(
。こ

う
い
う
狭
義
の
「
真
俗
二
諦
」
論
を
通
し
て
、
政
府
の
施
策
や
世
間
法
を
、「
俗
諦
」
と
し
て
、
丸
ご
と
正
当
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
維
新
政
府
へ
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
イ
ー
（
忠
実
性
）
を
表
明
し
、
身
の
証
し
と
し
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
本
来
の
「
真
俗
二
諦
」
は
、

真
諦
と
は
言
亡
慮
絶
の
第
一
義
諦
で
、
俗
諦
と
は
、「
い
ろ
も
な
く
か
た
ち
も
な
い
」
さ
と
り
そ
の
も
の
か
ら
、
我
へ
の
は
た
ら
き
か

け
の
こ
と
で
あ
る
。

「
俗
諦
門
」
を
独
立
化
し
て
、
そ
の
ま
ま
丸
ご
と
肯
定
す
れ
ば
、
教
義
・
教
学
（「
真
諦
門
」）
の
上
か
ら
、
世
間
法
や
政
治
を
批
判

す
る
立
脚
点
を
失
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、「
教
え
」
と
「
社
会
」
と
の
乖
離
を
生
み
、
こ
れ
が
、
真
宗
教
学
か
ら
「
社
会
性
」

が
失
わ
れ
て
い
っ
た
一
因
で
あ
る
と
想
像
し
て
い
る
。

教
義
・
教
学
が
、
世
俗
や
世
間
へ
擦
り
寄
っ
て
い
く
事
態
は
、
実
は
、
何
も
こ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
本
願
寺
教
団

の
場
合
で
言
え
ば
、
江
戸
時
代
の
後
期
、
国
学
や
朱
子
学
な
ど
か
ら
、「
仏
教
は
、
非
道
徳
的
だ
」
と
の
批
判
を
受
け
、
そ
れ
に
反
論

し
て
、「
仏
教
も
、道
徳
は
大
切
に
し
て
い
る
」
と
の
論
陣
を
張
っ
た
の
だ
が
、そ
の
根
拠
と
し
た
の
が
、あ
の
『
大
経
』
五
悪
段
で
あ
っ

た)5

(

。時
代
や
社
会
か
ら
批
判
を
受
け
る
た
び
に
、「
五
悪
段
説
法
」
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
「
真
俗
二
諦
論
」
で
あ
っ
た
り
、
良
く
言

え
ば
柔
軟
に
、悪
く
言
え
ば
無
節
操
に
、世
間
的
価
値
観
に
迎
合
し
て
来
た
の
で
あ
り
、こ
の
歴
史
は
、充
分
に
省
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

飛
躍
の
譏
り
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、こ
ん
に
ち
、「
真
宗
や
仏
教
は
、社
会
性
の
面
で
後
ろ
向
き
で
あ
る
」
と
の
批
判
に
対
し
て
、

「
真
宗
教
学
の
社
会
性
」
を
、
聖
教
の
文
言
を
切
り
貼
り
し
て
、
安
直
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
、
少
し
慎
重

で
あ
り
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
社
会
性
」
は
、
き
わ
め
て
客
観
的
な
命
題
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
外
在
的
批
判
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に
対
応
し
た
だ
け
の
、
急
ご
し
ら
え
の
論
理
で
は
、
先
に
見
た
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
と
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
保
証
は
な
い
と
危
惧
す
る

の
で
あ
る
。

外
在
的
批
判
に
対
応
し
た
、
俄
か
ご
し
ら
え
の
教
学
論
理
で
は
な
く
、
内
在
的
論
理
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
が
、
次

章
で
見
よ
う
と
す
る
「
内
在
的
要
因
」
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
が
、
今
は
、
外
在
的
エ
ポ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
、
次

節
に
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

（
四
）
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
北
に
と
も
な
う
「
大
政
翼
賛
」
思
想
の
蹉
跌

真
宗
教
団
に
お
い
て
「
真
俗
二
諦
論
」
と
い
う
、
現
実
政
治
を
丸
ご
と
肯
定
し
た
論
理
の
帰
着
は
、「
大
政
翼
賛
」
思
想
へ
の
積
極

的
参
加
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
全
国
民
を
も
巻
き
込
ん
だ
、
き
わ
め
て
「
社
会
的
な
」
対
応
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

教
義
・
教
学
も
、
こ
の
「
大
政
翼
賛
」
に
追
随
し
、
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
時
教
学
」
と
な
っ
た
の
だ
が
、
言
わ
ば
、
こ
れ
が
戦
前
・

戦
中
に
お
け
る
「
教
学
の
社
会
性
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
、
教
義
・
教
学
が
、
時
代
や
社
会
に
、
安
易
に
対
応
す
る
こ
と
の
危
う
さ
を
、

あ
ら
た
め
て
痛
感
す
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
日
本
の
価
値
観
は
百
八
十
度
転
換
し
た
。「
天
皇
制
」
か
ら
、「
民
主
国
家
」
へ
と
変
貌
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
天
皇
制
に
擦
り
寄
っ
て
き
た
「
社
会
性
」
へ
の
ト
ラ
ウ
マ
が
生
じ
、
世
間
や
社
会
に
深
入
り

す
る
こ
と
に
臆
病
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
四
つ
目
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
。

仏
教
、
特
に
真
宗
が
、「
社
会
性
」
に
お
い
て
消
極
的
、
後
ろ
向
き
と
な
っ
た
「
外
在
的
理
由
」
は
、
大
き
く
右
の
四
つ
を
エ
ポ
ッ

ク
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
何
も
、
言
い
訳
の
た
め
の
分
析
で
は
決
し
て
な
い
。
外
的
要
因
が
明
確
に
な
れ
ば
こ
そ
、
そ

の
原
因
を
除
去
す
る
た
め
の
治
療
法
を
見
出
す
途
も
開
け
る
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
の
処
方
箋
を
書
く
た
め
に
も
、
そ
し
て
、
続
く
「
内
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在
的
要
因
」
へ
と
分
析
を
展
開
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
も
、
こ
の
「
外
在
的
要
因
」
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
の
こ

と
で
あ
る
。

二
、
内
在
的
要
因

（
一
）
こ
の
社
会
は
、「
虚
仮
不
実
」
で
あ
る
。

特
に
真
宗
に
お
い
て
顕
著
だ
と
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
問
題
で
、「
真
実
を
求
め
る
」
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
あ
ま
り
、
こ
の
世
俗

社
会
は
「
虚
仮
不
実
」
な
も
の
と
し
て
、
畢
竟
、
論
ず
る
に
値
し
な
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。「
信
心
第
一
主
義
」
な
ど
と
言
わ
れ

る
立
場
も
、
こ
れ
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

求
め
る
べ
き
は
真
実
で
あ
り
、
世
俗
社
会
が
虚
仮
不
実
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
道
教
団
と
し
て
、
上
か
ら
目
線

で
社
会
を
見
下
す
だ
け
で
は
、「
自
信
教
人
信
」
が
成
立
せ
ず
、「
第
一
」
と
主
張
す
る
「
信
心
」
そ
の
も
の
が
、
根
本
的
に
土
台
を
失

う
と
い
う
自
己
撞
着
に
陥
る
こ
と
を
見
失
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

蓮
如
上
人
は
、
真
実
信
心
に
よ
っ
て
こ
そ
、「
王
法
」
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た)6

(

。
真
実
信
心
に
よ
っ
て
、
世
間

的
価
値
観
の
転
換
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
、
す
ぐ
れ
て
「
社
会
的
」
な
あ
り
方
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
が
、
後
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
潜
在
的
社
会
性
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
く
部
分
だ
と
思
っ
て
い
る
。

（
二
）「
自
己
を
問
う
」
の
が
、
仏
教
で
あ
る
。

仏
典
に
説
か
れ
る
内
容
は
、
仏
と
衆
生
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
、
主
た
る
関
心
事
は
「
生
仏
の
関
係
」
を
中
心
に
考
え
、

衆
生
同
士
の
関
係
に
は
、
あ
ま
り
関
心
が
向
か
わ
な
い
面
が
あ
る
。
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ま
た
、
仏
教
は
基
本
的
に
自
己
を
問
う
も
の
で
あ
っ
て
、
他
者
を
論
評
す
る
も
の
で
は
な
い)7

(

。
こ
の
こ
と
が
、
他
者
と
の
関
わ
り
、

す
な
わ
ち
社
会
と
の
関
わ
り
を
、
忌
避
す
る
方
向
に
向
か
わ
せ
て
い
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
他
者
を
論
評
し
な
い
」
と
の
誡
め
は
、
我
々
凡
夫
は
、
他
者
を
論
評
・
判
定
す
る
立
場
に
は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
の
も
の
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
「
業
論
」
が
犯
し
た
過
ち
は
、「
業
」
は
自
己
の
内
省
で
語
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
他
者
の
「
業
報
」

を
評
論
し
た
た
め
に
、「
差
別
業
論
」
へ
と
転
落
し
た
、
苦
く
、
か
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
過
去
の
事
実
が
あ
る
。

我
々
凡
夫
の
迷
妄
心
に
お
い
て
、「
業
報
」
や
「
往
生
の
得
否
」
な
ど
を
論
じ
う
る
立
場
に
は
な
く
、
あ
く
ま
で
仏
の
知
見
の
領
域

で
あ
る
。
こ
れ
も
「
潜
在
的
要
因
」
と
し
て
後
に
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
の
「
仏
の
知
見
」
は
、
我
々
の
「
社
会
性
」
の
原
点

と
も
な
る
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
仏
の
知
見
」
に
恥
じ
な
い
生
き
方
を
希
求
し
て
い
く
歩
み
こ
そ
が
、「
社
会
性
」
そ
の

も
の
な
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
三
）「
キ
リ
ス
ト
教
に
比
し
て
」
の
意
味
を
問
う
。

ま
さ
に
、
こ
の
視
点
こ
そ
が
、
筆
者
が
気
付
い
た
、「
真
宗
や
仏
教
の
潜
在
的
社
会
性
」
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
章
を
あ
ら
た
め
る
。

Ⅱ
、
真
宗
や
仏
教
の
「
潜
在
的
社
会
性
」

一
、「
キ
リ
ス
ト
教
に
比
し
て
」
の
意
味
を
問
う
。

本
稿
冒
頭
の
問
題
提
起
に
お
い
て
、「
真
宗
や
仏
教
が
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
比
し
て
、
い
わ
ゆ
る
社
会
性
が
大
き
く
遅
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れ
を
と
っ
て
い
る
」
と
の
批
判
や
自
省
を
述
べ
た
。「
開
き
直
り
」
と
の
譏
り
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
両
者
の
思
想
の
、

構
造
上
の
違
い
に
起
因
す
る
部
分
も
あ
り
、
あ
る
意
味
、
必
然
的
結
果
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
に
優
劣
を
比
較
で
き

る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
以
下
に
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
い
。

西
洋
の
文
化
土
壌
は
、キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
賦
人
権
説
」
を
基
底
に
置
き
、そ
の
た
め
「
自
己
肯
定
」
を
基
本
と
す
る
文
化
で
あ
り
、「
自

己
実
現
」
を
目
標
と
す
る
。
お
互
い
が
外
に
向
か
っ
て
、「
権
利
」
を
主
張
す
れ
ば
、
い
つ
か
お
互
い
の
「
権
利
」
が
衝
突
す
る
の
は

必
然
で
あ
り
、
西
洋
近
代
の
法
体
系
は
、
そ
の
衝
突
す
る
「
権
利
」
を
、
い
か
に
合
理
的
に
調
整
す
る
か
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
、「
知
る
権
利
」
と
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
は
、
二
律
背
反
で
あ
っ
て
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
西
洋
の
文
化
で
は
、
こ

う
い
っ
た
対
立
す
る
権
利
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
、
頻
繁
に
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
調
整
の
た
め
の
理
念
と
し

て
、「
公
共
性
」
や
「
社
会
性
」
が
必
要
と
な
っ
た
の
は
、
西
洋
文
化
の
も
つ
根
本
的
必
然
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
キ

リ
ス
ト
教
社
会
で
は
、「
社
会
性
」
を
表
に
出
さ
な
け
れ
ば
、
社
会
や
人
間
関
係
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。
近
年
、
特
に
進

展
の
著
し
い
「
公
共
哲
学
」
が
提
唱
さ
れ
た
必
要
性
も
、
同
根
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
仏
教
で
は
、「
天
賦
人
権
説
」
は
無
論
の
こ
と
、
基
本
的
に
、「
自
己
肯
定
」
と
い
う
よ
り
、「
お
か
げ
さ
ま
」
と
相

手
を
た
て
る
、む
し
ろ
「
自
己
否
定
」
の
文
化
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、お
互
い
が
外
に
向
か
っ
て
権
利
を
主
張
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
社

会
性
」
に
よ
っ
て
利
害
衝
突
を
調
整
す
る
必
要
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
で
は
、

両
者
の
立
ち
位
置
や
構
造
が
違
う)8

(

の
で
あ
る
か
ら
、「
仏
教
に
社
会
性
が
な
い
」
と
声
高
に
叫
ん
で
も
、
い
さ
さ
か
筋
が
違
う
よ
う
に

思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
仏
教
に
は
、
表
面
に
顕
在
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、「
社
会
性
」
が
潜
在
的
に
内
在

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
要
は
、
こ
れ
を
、
ど
う
活
性
化
さ
せ
る
か
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
根
拠
と
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
、
あ
の
東
日
本
大
震
災
で
あ
る
。
い
ま
思
い

起
こ
す
と
、そ
の
時
、諸
外
国
の
報
道
陣
が
、母
国
に
向
け
て
驚
き
と
称
讃
を
も
っ
て
報
じ
て
い
た
の
は
、諸
外
国
（
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
）
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だ
っ
た
ら
、
暴
動
や
内
乱
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
、
あ
の
非
常
事
態
の
中
で
、
日
本
の
人
び
と
は
秩
序
立
っ
て
行
動
し
、

そ
し
て
被
災
者
の
人
た
ち
が
、
極
限
状
態
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
さ
さ
や
か
な
支
援
に
対
し
て
一
様
に
感
謝
の
言
葉
を
口
に
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
仏
教
の
教
え
が
、
日
本
の
文
化
土
壌
と
し
て
染
み
つ
き
（
こ
れ
を
「
土
徳
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）、「
ご
恩
」
や
「
感

謝
」
の
念
が
、
ご
く
自
然
に
表
出
さ
れ
た
も
の
と
思
え
、
ま
さ
に
、
こ
れ
こ
そ
が
、
仏
教
や
真
宗
の
持
つ
「
潜
在
的
社
会
性
」
で
あ
る

と
想
定
す
る
所
以
で
あ
る
。

二
、
真
宗
や
仏
教
の
、
独
自
の
持
ち
分
と
は
何
か

（
一
）
価
値
観
の
転
換
を
う
な
が
す
。

Ⅰ
、
二
、（
一
）
で
も
簡
単
に
触
れ
た
が
、
真
実
信
心
は
、
世
俗
の
価
値
観
を
相
対
化
さ
せ
る
。

蓮
如
上
人
は
、
た
び
た
び
「
王
法
為
本
」
を
「
御
文
章
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
使
用
年
時
は
、
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年

か
ら
文
明
九
（
一
四
七
七
）
年
ま
で
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
御
一
代
記
聞
書
」
の
よ
う
な
語
録
類
は
、
一
貫
し
て
「
仏

法
為
本
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
ど
う
理
解
す
る
か
。

「
御
文
章
」
は
、
蓮
如
上
人
が
直
接
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
御
一
代
聞
書
」
等
は
、
語
録
で
あ
る
た
め
に
、
史
料
的
価

値
か
ら
す
れ
ば
、
一
段
下
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
よ
う
な
史
料
論
は
、
一
般
的
に
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
「
御
文
章
」

は
、
そ
の
文
中
に
、
例
え
ば
、「
見
聞
の
諸
人
、
偏
執
を
な
す
こ
と
な
か
れ
」（
一
帖̶

八
、『
聖
典
全
書
』
五
、八
二
頁
）
と
の
語
が

あ
る
よ
う
に
、
他
宗
派
の
人
が
見
聞
き
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
言
わ
ば
「
対
外
的
文
書
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
語
録
類
は
、
近
親
者
や
近
し
い
門
弟
た
ち
に
向
け
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
、
言
わ
ば
「
本
音
」
が
語
ら
れ
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て
い
て
、
一
般
的
な
史
料
批
判
の
方
法
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
上
、
期
間
限
定
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
期
間
だ

け
の
固
有
の
背
景
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、普
遍
性
を
有
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
文
明
三
年
か
ら
文
明
九
年
と
は
、

越
前
吉
崎
で
の
滞
在
期
間
、
及
び
、
退
出
後
で
は
あ
っ
て
も
山
科
に
落
ち
着
か
れ
る
以
前
の
時
期
で
あ
り
、
北
陸
の
一
向
一
揆
の
喧

噪
を
背
景
に
し
て
い
た
、
特
殊
な
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
向
一
揆
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
表
向
き
の
「
対

外
文
書
」
に
お
い
て
は
、
言
わ
ば
「
ア
リ
バ
イ
」
と
し
て
、「
王
法
為
本
」
を
標
榜
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、「
御
文
章
」
に
お
い
て
、「
王
法
為
本
」
が
述
べ
ら
れ
る
時
に
は
、
必
ず
「
内
心
に
は
仏
法
を
深
く
た
く
わ
へ
る
」
べ
き

こ
と
が
同
時
に
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
内
心
に
「
仏
法
」
を
た
く
わ
え
れ
ば
、

自
ず
と
「
王
法
」
が
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
を
見
越
し
た
上
で
の
「
ア
リ
バ
イ
」
が
「
王
法
為
本
」
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
蓮
如
上

人
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
見
失
い
、
表
向
き
だ
け
の
「
王
法
為
本
」
を
額
面
通
り
に
し
か
受
け
取
れ
な
か
っ
た
の
が
、
後
の
教
学
の
過
ち

と
言
え
よ
う
か
。
と
も
か
く
も
、「
真
実
信
心
」
が
世
俗
の
価
値
観
を
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
蓮
如
上
人
の
事
例
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
と
思
う
し
、
ま
さ
に
、
こ
こ
に
こ
そ
、「
潜
在
的
社
会
性
」
の
具
体
像
を
見
る
の
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
一
般
的
な
価
値
観
と
は
、
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。「
経
済
至
上
主
義
」
や
、「
自
己
中
心
主
義
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
根
本
に
あ
る
の
は
、「
物
質
的
に
は
便
利
で
快
適
で
あ
る
た
め
に
、
い
ま
さ
ら
念
仏

や
信
心
な
ど
な
く
て
も
、
何
の
不
自
由
も
な
い
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
一
言
で
言
え
ば
、「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
が
課
題
に
な
り

に
く
い
時
代
と
い
う
こ
と
に
帰
一
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

「
念
仏
や
信
心
な
ど
な
く
て
も
何
の
不
自
由
も
な
い
」
と
言
う
時
の
「
自
由
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
を
考
え
て

み
る
と
、
お
そ
ら
く
、「
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
こ
と
」
を
「
自
由
」
と
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
（
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
思
い
通
り

に
な
ら
な
い
時
に
「
不
自
由
」
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
）。
し
か
し
、
仏
教
で
は
、「
自
分
の
思
い
通
り
」
と
は
、
欲
望
と
い
う
煩
悩
に

支
配
さ
れ
た
、
こ
れ
も
一
つ
の
「
不
自
由
」
な
の
で
あ
り
、
本
当
の
「
自
由
」
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
転
換
を
促
す
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の
が
、
仏
教
な
ら
で
は
の
持
ち
分
だ
と
思
う
。

二
十
四
時
間
、
至
る
所
に
コ
ン
ビ
ニ
が
開
い
て
い
て
、
コ
ン
ビ
ニ
の
前
に
ま
で
自
動
販
売
機
が
あ
る
。
こ
れ
が
本
当
の
豊
か
さ
な
の

だ
ろ
う
か
。
本
当
の
豊
か
さ
や
、
本
当
の
確
か
さ
と
は
何
な
の
か
。
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
京
電
力
福
島
原
発
の
事
故
の
後
、

便
利
さ
を
求
め
る
あ
ま
り
に
過
剰
な
電
力
需
要
を
生
じ
、原
発
依
存
体
質
と
な
っ
た
こ
と
の
反
省
か
ら
、「
足
る
を
知
る
」
こ
と
や
、「
つ

つ
し
む
あ
り
方
」を
提
示
し
て
来
た
の
が
仏
教
教
団
で
あ
っ
た
。
本
願
寺
派
で
も
、平
成
二
四（
二
〇
一
二
）年
度
に
は「
欲
望（
の
拡
大
）

か
ら
、
つ
つ
し
み
へ
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
も
来
た
。
独
自
の
「
幸
福
度
」
を
提
案
す
る
ブ
ー
タ
ン
も
、
ま
た
仏
教
国
で
あ
り
、

仏
教
に
よ
っ
て
「
経
済
至
上
主
義
」
を
相
対
化
さ
せ
た
、
す
ぐ
れ
て
「
社
会
的
な
」
あ
り
方
を
実
現
し
た
好
例
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
。

（
二
） 

仏
の
知
見
に
恥
じ
な
い
生
き
方
の
希
求
。

Ⅰ
、
二
、（
二
）
で
触
れ
た
、「
仏
の
知
見
に
恥
じ
な
い
生
き
方
」
に
つ
い
て
、
論
を
進
め
よ
う
。

現
代
、
特
に
都
会
で
は
、
至
る
所
に
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
防
犯
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
、
多
く
の
事
件
が
解
決
し
て

お
り
、
も
は
や
、
こ
の
社
会
で
は
不
可
欠
の
必
需
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
登
場
は
、
現
代
人
は
、
人
の

見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
反
映
と
も
言
え
る
。

か
つ
て
、湾
岸
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
ろ
、イ
ラ
ン
や
イ
ラ
ク
な
ど
か
ら
の
出
入
国
検
査
に
お
い
て
、「
宗
教
は
？
」
と
質
問
さ
れ
た
時
、

イ
ス
ラ
ム
教
の
文
化
圏
で
あ
っ
て
も
、「
仏
教
徒
」
と
答
え
た
者
は
、す
ぐ
に
通
し
て
も
ら
っ
た
が
、「
無
宗
教
」
と
答
え
た
者
は
、別
室
で
、

さ
ら
に
事
細
か
に
尋
問
さ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
宗
教
を
持
た
な
い
者
は
、
人
の
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
何
を
す

る
か
わ
か
ら
な
い
危
険
人
物
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
だ
と
言
う
。

法
然
聖
人
の
お
言
葉
に
、
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悪
人
ま
で
を
も
す
て
給
は
ぬ
本
願
と
し
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
ほ
と
け
の
知
見
を
ば
、
は
づ
べ
し
、
か
な
し
む
べ
し
。
父

母
の
慈
悲
あ
れ
ば
と
て
、
父
母
の
ま
へ
に
て
悪
を
行
ぜ
ん
に
、
そ
の
父
母
よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
や
。
な
げ
き
な
が
ら
す
て
ず
、
あ
は
れ

み
な
が
ら
に
く
む
也
。
ほ
と
け
も
又
も
て
か
く
の
ご
と
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
和
語
灯
録
』、『
聖
典
全
書
』六
、五
七
五
頁
）

と
あ
る
。

「
悪
人
正
機
」
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
思
い
の
ま
ま
に
悪
い
行
い
を
し
て
良
い
は
ず
が
な
い
。
私
が
悪
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏

を
泣
か
せ
て
来
た
こ
と
に
気
付
い
た
と
し
た
ら
、
も
っ
と
泣
か
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
は
ず
は
な
く
、
も
う
こ
れ
以
上
、
仏
を
泣
か
せ
る

こ
と
は
す
ま
い
と
、「
つ
つ
し
む
身
」に
変
わ
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。「
仏
の
知
見
に
恥
じ
な
い
生
き
方
を
希
求
す
る
」身
に
な
る
の
が
、

「
悪
人
正
機
の
社
会
性)9

(

」
で
あ
り
、「
念
仏
者
の
、
自
ず
か
ら
な
る
社
会
性
」
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

右
の
よ
う
な
、
仏
教
や
真
宗
に
、
も
と
も
と
本
来
的
に
存
在
す
る
「
潜
在
的
な
社
会
性
」
を
、
も
っ
と
掘
り
起
こ
し
、
活
性
化
さ
せ

て
い
く
こ
と
が
、
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
註
】

（
1
）
拙
稿
「「
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
の
教
学
」
を
め
ぐ
っ
て
の
覚
書̶

動
き
と
な
る
教
学
の
理
念
を
求
め
て̶

」（『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
五　

二
〇
一
〇
年
三

月
）、「「
文
献
研
究
と
実
践
的
視
座
と
の
接
点̶

「
信
仰
と
実
践
」
の
理
念
を
求
め
て̶

」（『
同
』
六　

二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
2
）
拙
稿
「
仏
法
領
の
理
念
的
特
質
」（『
蓮
師
教
学
研
究
』
八　

一
九
九
八
年
十
月
）

（
3
）
水
戸
善
英
『
真
宗
助
正
論
の
研
究
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
五
年
七
月
）、
寺
山
文
融
『
親
鸞
の
倫
理
と
現
代
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
五
年
十
一
月
）

な
ど
。
な
お
、
近
年
の
も
の
と
し
て
は
、
岡
崎
秀
麿
「
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
実
践̶
弘
願
助
正
説
を
中
心
と
し
て̶

」（『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
八　

二
〇
一
四
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
。
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（
4
）
た
と
え
ば
、
勧
学
寮
篇
『
浄
土
真
宗
と
社
会̶

真
俗
二
諦
を
め
ぐ
っ
て̶

』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
5
）
拙
稿
「
五
悪
段
の
問
題
点
と
宗
祖
の
立
場
」（
勧
学
寮
篇
『「
浄
土
真
宗
と
社
会
」
論
文
集̶

大
経
「
五
悪
段
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題̶

』　

二
〇
一
二
年
三
月
）。

（
6
）
拙
稿
「
王
法
為
本
の
史
的
考
察
」（
教
学
研
究
所
篇
『
平
成
元
年
度
蓮
如
上
人
の
研
究
』、
一
九
九
〇
年
三
月
。
後
に
拙
著
『
蓮
如
教
学
の
思
想
史
』（
法

蔵
館　

一
九
九
六
年
）
所
収
）。

（
7
）「
仏
教
タ
イ
ム
ス
」
に
お
い
て
、「
ペ
ッ
ト
は
往
生
で
き
る
の
か
」
と
い
う
特
集
記
事
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
二
〇
一
六
年
十
月
二
七
日
）。
そ
こ
で
は
、

浄
土
宗
や
真
宗
他
派
の
見
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
取
材
で
私
が
ま
ず
申
し
あ
げ
た
こ
と
は
、
ペ
ッ
ト
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
我
々
が
他
者
の
往

生
の
可
否
を
論
じ
る
立
場
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
阿
弥
陀
仏
は
「
十
方
衆
生
」
と
の
誓
い
で
あ
る
か
ら
、
ペ
ッ
ト
が
除
外
さ

れ
る
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
も
申
し
述
べ
た
。
さ
ら
に
は
、「
自
分
の
ペ
ッ
ト
は
か
わ
い
が
っ
て
も
、
日
頃
食
べ
て
い
る
牛
や
豚
や
魚
な
ど
に
、
思
い

を
致
す
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
自
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。」
と
の
意
見
も
申
し
添
え
た
が
、
皮
肉
に
聞
こ
え
た
か
ら
か
、
記
事
で
は
、
こ

の
意
見
は
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。

（
8
）
別
の
例
で
言
え
ば
、
西
洋
の
文
化
圏
で
は
、
イ
ル
カ
や
ク
ジ
ラ
は
哺
乳
動
物
と
し
て
大
切
に
す
る
が
、
牛
や
豚
や
魚
な
ど
は
、
神
が
人
間
の
食
用
の
た

め
に
創
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
、こ
う
い
う
文
化
圏
で
は
、「
動
物
愛
護
」
が
必
要
に
な
る
。
仏
教
で
は
、創
造
主
の
概
念
を
持
た
な
い
し
、「
十
方
衆
生
」

と
し
て
、
生
く
る
も
の
、
す
べ
て
を
等
し
く
尊
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、「
日
本
は
動
物
愛
護
が
希
薄
だ
」、「
ク
ジ
ラ
を
殺
す
の
は
残
酷
だ
」
と
非
難
さ
れ
て
も
、

文
化
土
壌
が
違
う
の
だ
か
ら
、「
西
洋
は
、
人
間
中
心
の
身
勝
手
な
生
命
観
だ
」
と
反
論
し
た
く
な
る
。

（
9
）
拙
稿
「
法
然
聖
人
の
こ
と
ば
㈢
」（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
『
季
刊
せ
い
て
ん
』
一
一
〇
、二
〇
一
五
年
三
月
）。


