
フ
ロ
ン
ガ
ス
が
大
気
圏
の
オ
ゾ

ン
層
を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
か
ら
、
フ
ロ
ン
ガ
ス
を
大
気

中
に
放
出
し
な
い
こ
と
が
世
界
中

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
日
も
テ
レ
ビ
で

問
題
に
さ
れ
て
い
た
の
は
、
自
動

車
関
連
会
社
、
例
え
ば
ス
ク
ラ
ッ

プ
業
者
と
か
自
動
車
板
金
会
社
な

ど
が
、
有
害
な
フ
ロ
ン
ガ
ス
を
そ

の
ま
ま
大
気
中
に
放
出
し
て
い
る

。

場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

な
ぜ
そ
う
す
る
か
と
い
う
と
、

フ
ロ
ン
ガ
ス
を
無
害
に
す
る
処
理

に
費
用
が
か
か
る
か
ら
、
有
害
な

ま
ま
ガ
ス
を
排
出
す
る
そ
う
で
あ

る
。
そ
う
し
て
も
現
在
で
は
法
律

違
反
に
な
ら
な
い
と
の
こ
と
。

有
害
な
フ
ロ
ン
ガ
ス
を
無
害
に

処
理
し
て
か
ら
放
出
す
る
に
は
、

処
理
費
用
が
自
動
車
一
台
に
つ
き

三
千
円
ほ
ど
か
か
る
。
そ
れ
で
、

そ
の
費
用
を
お
客
さ
ん
に
負
担
し

て
も
ら
お
う
と
す
る
と
、
お
客
さ

ん
が
逃
げ
て
し
ま
っ
て
、
会
社
の

収
入
が
減
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

、

だ
か
ら
ヤ
バ
イ
と
知
り
な
が
ら
も

収
益
を
上
げ
る
た
め
に
、
フ
ロ
ン

ガ
ス
を
そ
の
ま
ま
大
気
中
に
放
出

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

よ
う
す
る
に
良
く
な
い
こ
と
で

あ
っ
て
も
、
利
益
を
上
げ
る
た
め

に
は
目
を
つ
む
る
と
い
う
の
で
あ

る
。こ

れ
な
ど
は
法
律
が
行
き
届
か

な
い
た
め
、
業
者
が
そ
う
せ
ざ
る

、

を
え
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
が

自
然
破
壊
に
加
担
し
て
い
る
悪
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し

か
し
も
っ
と
悪
い
こ
と
は
い
く
ら

で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
前
、
東
海
村
で
起
き
た
ジ

ェ
ー
・
シ
ー
・
オ
ー
社
の
放
射
能

汚
染
問
題
で
も
、
濃
縮
ウ
ラ
ン
を

つ
く
る
行
程
を
短
時
間
に
仕
上
げ

る
た
め
に
危
険
な
作
業
を
し
て
、

と
う
と
う
日
本
に
お
け
る
戦
後
最

大
の
放
射
能
汚
染
事
故
を
引
き
起

こ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
や
は

り
、
ウ
ラ
ン
濃
縮
の
行
程
を
簡
略

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
経

費
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で

あ
る
。
人
命
よ
り
も
利
益
を
優
先

す
る
営
み
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
エ
イ
ズ
訴
訟

で
問
題
に
な
っ
た
ミ
ド
リ
十
字
社

は
、
危
険
性
を
知
り
な
が
ら
危
険

な
血
液
製
剤
を
回
収
せ
ず
に
販
売

し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
回
収

を
し
、
販
売
を
中
止
す
れ
ば
、
当

然
会
社
と
し
て
は
相
当
な
損
失
を

こ
う
む
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
罪

で
今
年
、
ミ
ド
リ
十
字
社
の
元
幹

部
た
ち
が
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
れ
も

何
か
と
い
え
ば
、
会
社
の
収
益
の

た
め
に
起
こ
し
た
罪
悪
で
あ
る
。

先
日
の
幸
福
銀
行
頭
取
の
逮
捕

事
件
も
同
じ
で
あ
る
。
同
族
会
社

の
経
営
を
救
う
た
め
に
、
銀
行
預

金
か
ら
、
そ
れ
に
み
あ
う
担
保
な

し
に
莫
大
な
融
資
を
し
続
け
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
族
会
社
の

収
益
を
守
り
、
損
を
し
な
い
よ
う

に
と
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

社
会
的
な
罪
で
あ
る
。

住
宅
金
融
債
権
管
理
機
構
の
責

任
者
で
あ
っ
た
中
坊
公
平
氏
が

バ
「

ブ
ル
期
に
日
本
全
体
が
、
金
も
う

け
の
た
め
な
ら
何
を
し
て
も
い
い

と
い
う
よ
う
な
風
潮
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
だ
か
ら
現
在
の
よ
う
な

」

お
ぞ
ま
し
い
状
況
に
な
っ
た
の
だ

と
、
先
日
の
テ
レ
ビ
で
発
言
し
て

い
た
が
、
そ
う
だ
と
思
う
。
金
も

う
け
の
た
め
に
、
人
は
罪
深
い
こ

と
を
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
現
代
に
お
い
て
際
だ

っ
て
い
る
点
は
、
人
間
の
罪
悪
が

会
社
ぐ
る
み
組
織
ぐ
る
み
で
な
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

個
人
々
々
は
結
構
「
良
い
人
」
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
や
グ

ル
ー
プ
あ
る
い
は
団
体
の
一
員
と

し
て
、
帰
属
す
る
組
織
の
利
潤
を

あ
げ
る
と
い
う
目
的
に
組
み
込
ま

れ
、
流
さ
れ
、
巻
き
込
ま
れ
て
、

。

悪
業
を
な
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る

そ
れ
は
、
人
ご
と
で
は
な
い
、
い

つ
で
も
私
た
ち
が
引
き
込
ま
れ
う

る
こ
と
で
あ
る
。
巻
き
込
ま
れ
て

も
為
し
た
罪
に
お
い
て
は
、
一
人

ひ
と
り
の
自
己
責
任
は
ま
ぬ
が
れ

な
い
。

私
た
ち
は
企
業
に
勤
め
、
組
織

の
一
員
に
な
る
と
、
会
社
の
利
益

の
た
め
に
社
会
倫
理
や
社
会
正
義

に
反
す
る
こ
と
を
案
外
容
易
に
や

っ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
個
人
的
に
そ
れ
に
抵
抗

す
る
こ
と
が
な
か

な
か
難
し
い
の
で

あ
る
。
個
人
間
の

倫
理
は
ま
だ
守
り

や
す
い
、
け
れ
ど

も
社
会
の
中
で
の

会
社
ぐ
る
み
で
の

反
倫
理
的
な
行
為

を
そ
れ
と
し
て
認

識
し
、
そ
れ
を
止

め
た
り
拒
む
こ
と。

は
容
易
で
は
な
い

こ
わ
い
の
は
、
会
社
ぐ
る
み
で

人
と
し
て
の
倫
理
に
も
と
る
行
為

を
し
て
も

「
私
は
罪
深
い
こ
と
を

、

行
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
覚
を
も

つ
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
こ

と
で
あ
る
。
個
人
で
の
責
任
意
識

が

「
赤
信
号
み
ん
な
で
わ
た
れ
ば

、
こ
わ
く
な
い
」
式
で
、
倫
理
感
が

麻
痺
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

戦
前
、
日
本
軍
の
兵
員
と
し
て

ア
ジ
ア
の
諸
国
に
で
か
け
て
い
っ

て
、
他
国
の
民
衆
を
苦
し
め
る
行

為
を
し
て
き
て
も

「
私
は
罪
深
い

、

こ
と
を
し
た
」
と
自
覚
す
る
人
は

少
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
戦
争

の
話
を
得
意
に
な
っ
て
話
す
人
が

多
か
っ
た
。
戦
争
状
態
に
な
る
と

や
む
お
え
な
い
場
合
が
多
々
あ
る

に
し
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
に

お
け
る
日
本
軍
の
戦
闘
行
為
は
各

国
で
多
く
の
罪
深
い
行
為
を
し
た

こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
を
「
私
は

」

戦
争
で
罪
深
い
こ
と
に
加
担
し
た

と
、
己
の
罪
悪
と
し
て
語
る
人
は

。

非
常
に
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う

そ
れ
は
や
は
り
「
国
家
の
命
令
だ

っ
た
か
ら

「
国
の
た
め
に
や
む
を

」

え
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
人
個
人
の
責
任
は
う
や
む
や

に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
戦
後
、
会
社
と
か
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各
種
団
体
と
か
に
お
い
て
も
、
そ

、

の
中
で
働
い
て
い
る
個
人
々
々
は

そ
の
団
体
や
組
織
が
も
し
も
非
人

間
的
、
反
公
共
的
な
行
い
を
し
た

と
し
て
も

「
自
分
は
不
正
や
悪
に

、

加
担
し
た
」
と
い
う
慚
愧
も
痛
み

も
な
か
な
か
も
て
な
い
こ
と
と
、

同
じ
質
の
も
の
だ
と
思
う
。

今
日
、
罪
悪
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
、
単
に
個
人
間
の
行
為
と
し

て
見
る
だ
け
で
は
狭
小
で
あ
り
観

念
的
で
あ
る
。

大
な
り
小
な
り
、
組
織
ぐ
る
み

団
体
ぐ
る
み
、
時
に
は
国
家
ぐ
る

み
の
悪
が
跋
扈
（
ば
っ
こ
）
し
て

い
る
の
が
現
代
で
あ
る
。
組
織
ぐ

る
み
の
「
悪
業
に
加
担
し
て
い
る

私
で
あ
る
か
な
い
か
」
を
問
わ
な

け
れ
ば
、
自
ら
の
罪
業
は
現
実
感

が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
私
た
ち
は
た
と
え
会
社
の
企

業
行
為
で
あ
っ
て
も
一
人
ひ
と
り

の
行
い
の
善
悪
は
厳
し
く
問
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
、

人
と
し
て
本
当
に
生
き
よ
う
と
す

る
な
ら
、
以
下
の
こ
と
も
十
分
問

題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
自
分
が
勤

め
て
い
る
会
社
や
組
織
が
反
社
会

的
、
反
倫
理
的
こ
と
を
し
て
い
る

な
ら
、
内
部
的
に
改
善
を
求
め
た

り
、
内
部
批
判
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
が
、
人
間
の
当
然
あ
る

べ
き
態
度
で
あ
る
。
見
て
見
ぬ
ふ

り
を
す
る
、
あ
る
い
は
「
私
は
し

」

た
く
な
い
け
ど
上
の
命
令
だ
か
ら

と
い
う
の
は
自
己
へ
の
ご
ま
か
し

で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
ロ
ボ
ッ
ト

で
は
な
い
。
た
と
え
上
か
ら
の
命

令
で
あ
っ
た
も
、
そ
れ
が
や
ま
し

い
行
為
な
ら
ば
そ
れ
を
拒
絶
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
人
間

の
尊
さ
が
あ
り
責
任
が
あ
り
自
由

が
あ
る
。

た
だ
問
題
は
し
か
し
、
上
か
ら

の
命
令
を
断
る
な
ら
解
雇
の
危
険

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か

ね
な
い
。
そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
に

陥
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
思
う
。

、

、

そ
う
し
た
時

や
は
り
そ
こ
で

本
当
に
悩
ん
で
み
る
こ
と

「
私
は

。

一
体
ど
う
生
き
た
ら
い
い
の
か
」

と
本
当
に
真
剣
に
問
う
て
み
る
こ

と
。
そ
う
い
う
時
こ
そ
、
人
間
と

し
て
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
問
わ

れ
、
人
間
性
が
問
わ
れ
、
ひ
い
て

は
人
生
そ
の
も
の
の
意
味
が
問
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
り
、

悩
ん
だ
り
戸
惑
っ
た
り
苦
し
ん
だ

り
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
決
し
て
無

駄
な
こ
と
で
も
マ
イ
ナ
ス
な
こ
と

で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
本
当
の
生

き
方
、
人
生
の
真
実
の
意
味
、
生

き
甲
斐
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ

れ
を
見
出
す
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
。

す
な
わ
ち
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う

に
「
危
機
は
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る

。
」

そ
れ
が
仏
法
と
切
り
結
ぶ
接
点

に
な
る
の
で
あ
る
。
食
わ
ん
が
た

め
に
は
悪
に
目
を
つ
ぶ
る
と
い
う

生
き
方
、
あ
る
い
は
食
わ
ん
が
た

め
に
は
や
ま
し
い
こ
と
も
仕
方
が

な
い
と
い
う
生
き
方
は
、
人
間
の

尊
厳
を
放
棄
し

「
真
実
の
人
生
」

、

。

を
も
閉
鎖
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る

人
間
世
界
は
、
ど
の
道
を
歩
も

う
と
も
、
自
己
に
誠
実
に
生
き
よ

う
と
す
る
な
ら
、
必
ず
何
ら
か
の

壁
に
ぶ
つ
か
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
は
宗
教
の
世
界
で
も
同

じ
で
あ
る
。
右
に
も
左
に
も
行
け

な
い
壁
が
、
ど
の
道
い
っ
た
っ
て

あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
こ
の
世
に
私
の
腰
を
お
ろ
す
場

所
が
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
落

ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
そ
こ
に
南
無
阿
弥
陀

仏
の
大
悲
の
救
い
が
届
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

だ
か
ら
会
社
な
ど
で
、
人
間
と

し
て
誠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
、

こ
れ
が
仏
法
（
永
遠
の
真
実
）
に

出
会
う
最
も
近
道
で
あ
る
と
も
い

え
る
。
世
俗
の
生
活
の
ま
っ
た
だ

中
に
、
仏
法
に
出
会
う
近
道
が
あ

る
の
で
あ
る
。

（
文
・
土
井
）

松並松五郎語録より

○ 人 々 は ま い ら せ て 頂 き ま す 、 や っ て 頂 き ま す と 言 い
な さ る 。 成 程 そ れ に 違 い な い が 、 自 分 の 思 い は 何 に
も な ら ぬ 「 ま い ら す 」 と の 仏 の 仰 せ 、 そ の 呼 び 声。
が 口 に 出 る 、 聞 え る 南 無 阿 弥 陀 仏 な れ ば 、 口 に す る
必 要 はい ら ぬ。

○「 や せ 蛙 負 け るな 一 茶 こ れ にあ り 」と 。
が え る

一 茶 の 句 を 拝 見 し て 「 や せ 蛙 負 け て も 一 茶 こ れ
に あ り」 と 。

私 は 、 何 事 に も 失 敗 し ず め 負 け ず め 、 で も ゆ る し
て 下 さ る 、 ゆ る さ れ る 、 泣 い て 下 さ る 、 知 っ て 居 て
下 さ る 、 だ い て 下 さ る 、 だ か れ て い る 、 あ た た か い
御 手 があ る 、こ の 声が あ りま す 。

○ 世 の 中 の 事 は 、 人 よ り 一 歩 後 か ら 歩 け ば よ い 。 仏 法
聞 か せて 頂 く事 は 、一 歩 先に 出 る。

○順 風 に溺 れ ず 嵐 に呑 ま れず
お ぼ

暴 風 時に は 傘を 忘 れる 事 はな い
かさ

晴 天 には 傘 を忘 れ る



親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
返
に
て
も
念
仏
も

う
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず
。
そ
の
ゆ
え
は
、
一

切
の
有
情
は
、
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。

い
ず
れ
も
い
ず
れ
も
、
こ
の
順
次
生
に
仏
に
な
り
て
、
た
す

け
そ
う
ろ
う
べ
き
な
り
。
わ
が
ち
か
ら
に
て
は
げ
む
善
に
て

も
そ
う
ら
わ
ば
こ
そ
、
念
仏
を
回
向
し
て
、
父
母
を
も
た
す

け
そ
う
ら
わ
め
。
た
だ
自
力
を
す
て
て
、
い
そ
ぎ
浄
土
の
さ

と
り
を
ひ
ら
き
な
ば
、
六
道
四
生
の
あ
い
だ
、
い
ず
れ
の
業

苦
に
し
ず
め
り
と
も
、
神
通
方
便
を
も
っ
て
、
ま
ず
有
縁
を

度
す
べ
き
な
り
と
云
々

歎
異
鈔
第
五
章

（

、

、

現
代
語
訳

親
鸞
は

亡
き
父
母
に
孝
養
を
つ
く
す
た
め
に

追
善
回
向
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
念
佛
を
申
し
た
こ
と

は
ま
だ
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
わ
け
は
、
す
べ
て
の
生

き
も
の
は
、
皆
果
て
し
も
な
い
遠
い
昔
か
ら
、
生
ま
れ
変
わ

り
死
に
変
わ
り
、
無
数
の
生
存
を
く
り
返
し
て
き
た
も
の
で

す
。
そ
の
あ
い
だ
に
は
、
お
互
い
に
、
あ
る
時
は
父
と
も
な

り
、
母
と
も
な
り
、
又
あ
る
と
き
は
兄
と
も
な
り
、
弟
と
も

な
り
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
と

し
生
け
る
も
の
は
、
皆
懐
か
し
い
父
母
兄
弟
な
の
で
す
。
こ

の
生
を
終
わ
っ
て
、
次
の
生
で
浄
土
に
生
ま
れ
、
仏
陀
に
な

っ
た
と
き
に
は
、
独
り
も
の
こ
さ
ず
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
ば
か
り
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
、
念
佛
が
自
分
の
力

を
励
ま
し
て
積
ん
で
い
く
善
根
功
徳
で
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の

念
佛
を
父
母
に
施
し
与
え
て
助
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
念
佛
を
追

善
の
資
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ひ
と
え
に
自
力
の
計

ら
い
を
す
て
て
、
本
願
他
力
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
浄
土
に
往
生

、

、

し
て

す
み
や
か
に
仏
陀
と
し
て
の
悟
り
を
開
い
た
な
ら
ば

父
や
母
が
、
た
と
え
六
道
の
迷
い
の
境
界
に
あ
っ
て
、
さ
ま

、

、

ざ
ま
な
生
を
う
け

苦
し
み
の
中
に
沈
ん
で
い
た
と
し
て
も

さ
と
れ
る
も
の
の
み
の
も
つ
、
超
人
的
な
救
済
力
と
、
た
く

み
な
て
だ
て
を
も
っ
て
、
な
に
は
さ
て
お
い
て
も
、
ま
ず
こ

の
世
で
こ
と
に
縁
の
深
か
っ
た
も
の
か
ら
救
う
て
ゆ
く
は
ず

で
す
、
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た

）
。

歎
異
鈔
第
五
章
第
一
講

歎
異
鈔
の
第
一
・
第
二
・
第
三
章
の
テ
ー
マ
は
自
利
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
、
第
四
章
並
び
に
第
五
章
は
利
他
に
関
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
第
四
章
は
生
者
に
対
す
る
救
い
に
つ
い
て
で
あ

り
、
第
五
章
は
亡
き
者
へ
の
救
い
に
関
し
た
も
の
で
す
。
こ

こ
で
は
直
接
的
に
は
亡
き
父
母
の
救
い
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
。亡

き
父
母
が
苦
界
に
沈
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
父

母
が
浄
土
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
と
、
生
き
て
い
る
子
が
父
母

の
た
め
に
追
善
供
養
を
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
「
父
母
の
孝

」

。

、

養
の
た
め

と
申
し
て
い
ま
す

当
時
の
人
た
ち
に
と
っ
て

亡
く
な
っ
た
身
近
な
親
族
の
供
養
を
し
て
、
亡
き
親
族
た
ち

が
安
楽
世
界
に
生
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
善
根
功
徳
を
積
む
こ

と
は
、
残
さ
れ
た
子
供
の
大
切
な
孝
行
で
あ
り
勤
め
で
あ
り

ま
し
た
。

今
日
で
も
、
亡
き
人
の
ご
法
事
を
勤
め
る
心
情
に
は
、
亡

く
な
っ
た
も
の
を
供
養
し
、
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
が
救
わ
れ

ま
す
よ
う
に
と
願
っ
て
、
法
事
を
い
と
な
む
人
た
ち
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
真
宗
の
法
事
の
意
味
と

は
異
な
り
ま
す
。

さ
て
、
供
養
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
供
養
の
原
語
は
「
プ

ー
ジ
ャ
ナ
」
で
「
尊
敬
す
る
こ
と

「
礼
拝
す
る
こ
と

「
尊

」

」

敬
を
も
っ
て
う
け
る
こ
と
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
尊
敬
の
思
い
を
も
っ
て
、
修
行
者
や

教
団
に
飲
食
や
灯
明
や
衣
服
や
宿
舎
な
ど
を
捧
げ
る
こ
と
を

、

。

供
養
と
い
い

在
家
の
信
者
の
大
切
な
徳
目
と
さ
れ
ま
し
た

と
こ
ろ
が
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
本
来
の
意
味
が

次
第
に
変
化
し
、
い
つ
し
か
死
者
儀
礼
と
し
て
定
着
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
追
善
供
養
と
か
追
善
回
向
と
い

わ
れ
る
も
の
で
す
。

し
か
も
こ
の
儀
礼
が
ま
る
で
仏
教
の
中
心
で
あ
る
か
の
よ

う
に
受
け
取
ら
れ
、
中
国
で
も
朝
鮮
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。そ

れ
に
つ
い
て
梯
實
圓
師
は

「
死
者
は
生
者
と
き
っ
ち
り
と
別
れ
て
し
ま
っ
て
、
も
う
生

者
の
手
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
き

悲
し
ん
で
い
る
人
に
、
ー
ー
ー
死
者
に
も
生
者
の
思
い
が
と

ど
き
、
手
が
と
ど
く
の
だ
と
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、

。

、

追
善
供
養
の
教
説
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か

そ
れ
に
よ
っ
て

親
し
い
も
の
と
死
別
し
た
人
の
深
い
悲
嘆
の
心
の
傷
を
、
少

し
で
も
い
や
し
て
ゆ
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
と

に
亡
く
な
っ
た
も
の
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
生
前
に
あ
あ
も

し
て
や
り
た
か
っ
た
、
こ
う
も
し
て
や
り
た
か
っ
た
と
、
自

分
の
い
き
と
ど
か
な
か
っ
た
こ
と
を
く
や
む
思
い
が
、
心
を

し
め
つ
け
ま
す
。
そ
う
し
た
悲
嘆
と
後
悔
に
さ
い
な
ま
さ
れ

、

」

て
い
る
人
の
心
の
傷
を
い
や
す

と
い
う
機
能
を
果
た
し
た

（

歎
異
鈔

）
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「

」

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
孝
養
と
は
追
善
供
養
・
追
善
回
向

の
こ
と
を
さ
し
て
い
ま
す
が
、
従
来
か
ら
日
本
で
は
、
亡
き

親
の
追
善
供
養
の
た
め
に
経
典
の
読
誦
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
経
典
読
誦
の
功
徳
を
亡
き
人
に
回
向
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
亡
き
人
を
供
養
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
親
孝
行

の
徳
を
積
む
こ
と
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
な
お
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
自
分
自
身
す
ら
救
う
こ
と
が
で
き

な
い
無
力
無
能
の
我
が
身
が
、
亡
き
人
を
救
う
よ
う
な
大
き

な
善
根
を
自
ら
の
力
で
修
め
て
、
こ
れ
を
回
向
す
る
こ
と
は

と
て
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
読
経
の
功
徳
の

回
向
と
い
っ
て
も
は
な
は
だ
限
界
が
あ
る
こ
と
、
そ
う
い
う

。

こ
と
を
聖
人
は
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

読
経
の
功
徳
を
聖
人
は
疑
っ
て
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
思

い
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
者
や
死
者
が
本
当
に
救
わ

れ
る
と
は
考
え
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
い
う

の
は
、
比
叡
山
で
経
典
を
い
く
ら
読
誦
し
て
も
、
自
己
自
身

の
救
い
は
見
出
し
え
な
か
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
ご
自
身
で
し

た
。
経
典
読
誦
は
人
間
救
済
の
ご
縁
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま

し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
直
接
救
わ
れ
る
こ
と
は
無

い
と
知
ら
れ
た
の
が
聖
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
経
典
読
誦
に

よ
っ
て
自
分
が
救
わ
れ
な
か
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
死
者
に
た

む
け
て
も
そ
の
功
徳
は
は
な
は
だ
限
界
の
あ
る
も
の
だ
と
感

じ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

、

で
は
真
宗
で
も
ご
法
事
な
ど
で
経
典
が
読
誦
さ
れ
ま
す
が

そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。

真
宗
で
行
わ
れ
ま
す
経
典
の
読
誦
は
、
決
し
て
亡
者
や
先

、

祖
に
対
し
て
人
間
の
側
か
ら
経
典
読
誦
の
功
徳
を
回
向
し
て

亡
き
人
の
冥
福
を
祈
っ
た
り
加
護
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
宗
門
徒
は
こ
の
点
を
よ
く
認
識
し
、
他

宗
の
考
え
と
の
違
い
を
心
得
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
梯
實
圓
師
は
的
確
に
教
え
て
下
さ

っ
て
お
り
ま
す
の
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
私
ど
も
に
と
っ
て
、
死
の
壁
は
鉄
壁
よ
り
も
か
た
く
、
生

と
死
は
画
然
と
へ
だ
て
ら
れ
て
、
死
の
向
こ
う
は
、
垣
間
見

る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
生
者
は
死
者
に
指
一
本
ふ
れ
る
こ
と

も
、
想
い
を
通
わ
す
す
べ
さ
え
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
生
と
死

の
壁
を
破
っ
て
、
生
と
死
を
一
望
の
も
の
に
見
と
お
し
、
不

生
不
死
の
永
遠
の
い
の
ち
の
領
域
に
達
し
た
方
を
仏
陀
と
い

真
宗
聖
典
講
座



い
ま
す
。
そ
こ
で
は
個
々
の
人
の
生
も
死
も
永
遠
な
い
の
ち

の
躍
動
の
一
こ
ま
に
過
ぎ
ず
、
自
分
と
他
人
の
へ
だ
て
も
消

え
て

〈
我
は
汝
で
あ
り
、
汝
は
我
で
あ
る
〉
と
い
え
る
よ
う

、

な
、
一
つ
の
い
の
ち
の
共
感
が
開
け
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
れ
を

生
死
一
如
と
か
、
自
他
一
如
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
生
と
死
を
超
え
て
、
生
と
死
を
包
む
広
大
無

辺
な
大
悲
の
智
慧
の
領
域
を
弥
陀
の
本
願
と
し
て
具
体
的
に

説
き
示
し
、
す
べ
て
は
、
そ
の
大
悲
智
慧
の
光
の
中
に
包
容

さ
れ
て
い
る
、
と
告
げ
て
い
る
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
教

説
だ
っ
た
の
で
す
。
人
間
の
手
の
決
し
て
と
ど
か
な
い
地
獄

の
闇
の
底
ま
で
も
如
来
の
智
慧
の
光
は
と
ど
き
、
人
々
の
心

の
闇
を
ひ
ら
き
、
苦
悩
を
い
や
し
、
あ
ら
ゆ
る
桎
梏
か
ら
解

放
し
て
ゆ
く
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
十
方
の
衆
生
を
あ
ま
さ

ず
、
わ
け
へ
だ
て
な
く
救
う
と
誓
願
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
大

悲
の
願
い
の
宿
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ

て
の
も
の
は
、
如
来
大
悲
の
智
慧
の
視
野
に
お
さ
め
ら
れ
、

一
人
ひ
と
り
が
一
子
の
ご
と
く
、
か
け
が
い
の
な
い
大
切
な

仏
子
と
し
て
念
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

追
善
に
よ
っ
て
亡
き
人
を
苦
悩
か
ら
救
う
と
い
う
が
、
自

分
自
身
す
ら
救
え
な
い
愚
か
な
も
の
が
、
生
と
死
の
境
を
異

に
し
た
も
の
を
救
う
力
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

、

、

、

し
か
し

こ
ん
な
愚
か
な
私
と

そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
に

す
で
に
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
て
い
る
と

聞
く
な
ら
ば
、
自
身
の
救
い
を
如
来
に
お
ま
か
せ
し
た
よ
う

に
、
亡
き
人
び
と
の
救
い
も
如
来
の
本
願
力
の
は
た
ら
き
に

ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
は
、
こ

の
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の
を
わ
け
へ
だ
て
な
く
救
い
た
も
う

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
ま
し
ま
す
こ
と
を
、
釈
尊
か
ら
お
聞
か

せ
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
で
し
た

（

歎
異
鈔

）

。
」
「

」

こ
の
よ
う
に
、
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
は
、
釈
尊
の
説
法

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
真
宗

で
読
誦
さ
れ
る
経
典
は
浄
土
の
三
部
経
で
す
か
ら
、
浄
土
の

経
典
が
読
誦
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
経
典
に
お
い
て
釈
尊
が

お
説
き
に
な
り
ま
し
た
阿
弥
陀
仏
の
救
済
活
動
の
中
に
、
今

現
に
お
聞
か
せ
い
た
だ
い
て
い
る
私
ど
も
が
お
か
れ
て
い
る

と
い
う
幸
い
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

よ
く
こ
ん
な
質
問
を
受
け
ま
す

「
僧
侶
が
経
典
を
読
ま
れ

。

る
こ
と
は
、
釈
尊
の
教
説
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
だ
と

い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
僧
侶
の
読
経
は

漢
文
の
棒
読
み
で
あ
っ
て
、
聞
い
て
い
て
も
、
何
が
な
ん
だ

か
分
か
ら
な
い

」
と
。
言
わ
れ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
も
っ
と

。

も
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
池
田
勇
諦
師
が
「
僧
侶

が
漢
文
の
棒
読
み
を
す
る
の
は
、
あ
れ
は
私
た
ち
が
仏
陀
の

説
法
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
人
生
に
な
く
て
な
ら

な
い
重
要
な
こ
と
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
形
で
表
し
示
す
儀

礼
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
じ
ゃ
あ
仏
陀
の
説
法
の
内

容
は
具
体
的
に
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
読
経
の
後
の
御
文

さ
ま
の
拝
読
と
か
法
話
に
な
る
わ
け
で
す

」
と
教
え
て
下
さ

。

い
ま
し
た
。

僧
侶
の
読
経
を
慎
ん
で
聴
く
儀
礼
は
、
仏
陀
の
説
法
を
敬

重
の
思
い
で
慎
ん
で
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
こ
と
が
人
生
に
な

く
て
な
ら
ぬ
大
事
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
形
に
表
す
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
聞
法
の
大
事
さ
の
自
覚
を

深
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

つ
い
で
な
が
ら
読
経
の
後
、
い
っ
し
ょ
に
正
信
偈
を
唱
和

す
る
こ
と
は
、
と
も
に
仏
の
お
徳
を
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
で

す
。
正
信
偈
そ
の
も
の
が
仏
徳
の
讚
歌
で
す
。
い
っ
し
ょ
に

正
信
偈
を
唱
和
す
る
こ
と
は
親
鸞
聖
人
と
共
に
阿
弥
陀
仏
の

広
大
な
本
願
の
お
力
を
た
た
え
、
喜
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

で
す
。

そ
し
て
僧
侶
の
法
話
は
仏
徳
の
内
容
、
す
な
わ
ち
釈
尊
の

お
説
き
に
な
り
ま
し
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
念
佛
の
い
わ
れ
を

お
伝
え
下
さ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
阿
弥
陀
仏
の
お
徳
の

讃
嘆
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
ご
法
事
の
す
べ
て
は
弥
陀
佛
へ
の
讃
嘆
行
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
真
宗
の
僧
侶
は
法
事
の
後
で

法
話
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
し
、
そ
の
た
め
に
は
自
身
が

常
に
聞
法
学
習
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
ま
す

「
親
鸞
は
父
母
の

。

孝
養
の
た
め
と
て
、
一
返
に
て
も
念
仏
も
う
し
た
る
こ
と
、

い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず
」
と
聖
人
は
ま
ず
仰
せ
ら
れ
ま
す
。

真
宗
の
教
え
て
下
さ
る
お
念
仏
は
、
凡
夫
の
側
か
ら
積
み

上
げ
る
修
行
と
し
て
の
念
仏
行
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、

ま
こ
と
の
修
行
も
ま
こ
と
の
善
も
な
し
え
な
い
こ
の
凡
夫
の

私
に
、
阿
弥
陀
仏
の
側
か
ら
浄
土
往
生
の
法
（
行
）
と
し
て

回
向

あ
た
え

ら
れ
た
の
が
お
念
仏
の
行
で
あ
り
ま
す

必

（

）

。「

ず
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
る
か
ら
、
我
が
名
を
称
え
よ
」
と
与

え
て
下
さ
る
お
念
仏
で
す
。

先
日
あ
る
お
方
が
「
我
が
名
を
称
え
よ
と
い
う
の
は
、
阿

弥
陀
さ
ま
が
私
の
救
い
の
条
件
を
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
実
は
ま
っ
た
く
逆
な
の
で
す
。

一
切
の
条
件
を
つ
け
ず
に
「
汝
を
救
う
」
と
い
う
絶
対
の
救

済
の
表
現
が

我
が
名
を
称
え
よ

な
の
で
す

そ
れ
は

称

「

」

。

「

え
た
ら
助
け
る
、
称
え
な
け
れ
ば
助
け
な
い
」
と
い
う
条
件

提
示
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
条
件
に
「
そ
の
ま
ま
な
り
を
引

」

、

、

き
受
け
る

と
い
う
お
心
が

今
こ
こ
に
窮
し
て
い
る
者
に

更
に
具
体
化
し
た
救
済
の
み
言
葉
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
人

間
が
窮
す
る
と
は
「
一
体
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
」
と
い
う

状
態
に
陥
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
行
き
詰
ま
る
と
は
現
在
た

だ
今
が
「
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
」
状
態
に
な
る
こ
と
で

す
。
そ
の
場
合
「
そ
の
ま
ま
の
お
た
す
け
」
と
い
う
言
葉
よ

、「

」

、

り
も

そ
の
ま
ま
な
り
で
我
が
名
を
称
え
よ

の
お
言
葉
が

よ
り
現
実
の
窮
地
を
脱
却
す
る
言
葉
と
な
る
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
行
き
詰
ま
る
と
は
行
為
的
な
出
来
事
だ
か
ら
で

す
。
ど
う
考
え
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
と
か
、
ど
う
思
っ

た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
心
の
行
き
詰
ま
り
は
、
更

に
「
ど
う
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
行
い
全
体

の
行
き
詰
ま
り
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
行
為
全
体
が
行
き
詰
ま
っ
た
者
を
行
為
的
に

救
う
言
葉
が
「
称
我
名
号

（
我
が
名
号
を
称
え
よ
）
で
あ
る

」

と
い
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
称
え
ら
し
め
ら
れ
念
佛
は
、
同
時
に
そ

。

の
お
念
仏
の
上
に
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
み
心
を
聞
く
の
で
す

称
え
る
念
佛
が
そ
の
ま
ま
聞
く
お
念
仏
で
あ
り
ま
す
。

「
私
に
汝
の
人
生
の
舵
取
り
を
ゆ
だ
ね
よ
。
私
が
汝
の
全
人

生
の
責
任
は
受
け
持
つ
。
汝
は
今
汝
が
出
来
る
こ
と
を
し
て

行
け
ば
よ
い
。
そ
の
ま
ま
称
え
て
来
る
だ
け
で
い
い
の
だ
」

と
の
大
悲
の
お
心
を
聞
く
の
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
「
あ
れ
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
の
人
に
も
義
理
が
立
た
ぬ
。
こ
の
人
に

も
申
し
訳
な
い
。
あ
の
問
題
が
あ
り
、
こ
の
問
題
が
あ
る
。

私
は
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
」
な
ど
な
ど
、
私
た

ち
は
な
ん
と
多
く
の
課
題
や
問
題
や
義
務
や
責
任
や
負
債
や

負
い
目
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
じ
め

に
考
え
れ
ば
、
そ
の
重
荷
に
と
て
も
た
え
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
に
真
面
目
に
答
え
て
い
こ
う
と
す
れ
ば

行
き
詰
ま
る
の
が
必
然
で
あ
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私

た
ち
が
行
き
詰
ま
ら
な
い
の
は
勝
手
に
自
分
を
許
し
て
い
る

か
、
さ
も
な
く
ば
し
ん
ど
い
か
ら
考
え
る
の
を
中
途
で
や
め

る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
困
窮
す
る
し
か
な
い
私
に
、
今
「
我
が
名
を

称
え
る
だ
け
で
充
分
だ
。
汝
の
重
荷
は
私
が
受
け
取
ろ
う
」

と
喚
び
か
け
ま
し
ま
す
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。

称
え
ら
れ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
そ
の
ま
ま
が
「
な
む
あ

み
だ
ぶ
つ
」
と
私
の
上
に
現
れ
ま
し
ま
す
如
来
の
行
為
（
は

た
ら
き
）
な
の
で
す
。
ゆ
え
に
親
鸞
聖
人
は
「
念
佛
は
如
来

の
大
行
」
と
申
さ
れ
て
、
人
間
の
側
か
ら
の
小
さ
な
行
い
と

は
質
が
違
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
は
「
私
は
亡
き
父
母
の
追
善
回
向
の

た
め
に
念
佛
を
申
し
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん

」
と
い

。

わ
れ
、
追
善
供
養
と
し
て
の
念
佛
を
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
し
て

ゆ
か
れ
る
の
で
す
。

（
文
・
土
井
）


