
「
日
本
で
は
宗
教
と
聞
く
だ
け
で

Ｓ敬
遠
す
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
ど

う
し
て
で
す
か
」

「
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
わ
け
が

Ｄあ
る
と
思
い
ま
す
」

「

」

Ｓ

ど
の
よ
う
な
わ
け
で
し
ょ
う
か

「
一
つ
に
は
、
よ
く
新
聞
で
宗
教

Ｄが
か
ら
ん
だ
詐
欺
ま
が
い
の
事
件
が

さ

ぎ

報
道
さ
れ
ま
す
ね
。
あ
あ
い
う
報
道

が
人
び
と
に
宗
教
っ
て
こ
わ
い
ん
だ

と
思
わ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」

「
先
祖
の
供
養
を
し
な
い
と
タ
タ

Ｓリ
が
く
る
、
と
い
っ
て
高
額
な
供
養

料
を
要
求
す
る
と
い
う
の
が
よ
く
あ

り
ま
す
」

「
そ
れ
に
最
近
の
オ
ウ
ム
の
事
件

Ｄは
人
び
と
に
宗
教
へ
の
恐
怖
感
を
募つ

の。

ら
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す

あ
あ
い
う
宗
教
集
団
に
勧
誘
さ
れ
て

か
ん
ゆ
う

入
っ
て
し
ま
う
と
取
り
返
し
の
つ
か

な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
怖
れ
も
あ

り
ま
し
ょ
う
」

「
そ
う
で
す
ね
。
何
か
特
殊
な
宗

Ｓ教
集
団
に
い
っ
た
ん
足
を
つ
っ
こ
ん

で
し
ま
う
と
、
社
会
か
ら
は
じ
き
出

さ
れ
て
し
ま
う
不
安
。
だ
か
ら
宗
教

に
は
近
づ
か
な
い
よ
う
に
用
心
を
す

る
の
で
す
ね
」

「
そ
う
い
う
宗
教
集
団
を
カ
ル
ト

Ｄと
い
う
の
で
す
ね
。
宗
教
的
で
閉
鎖

へ

い

さ

的
な
集
団
に
子
供
な
ど
が
入
ら
さ
れ

る
と
、
も
う
こ
の
社
会
に
ま
と
も
に

帰
れ
な
い
し
、
こ
う
し
た
狂
信
的
な

グ
ル
ー
プ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
る

と
い
う
怖
れ
を
私
た
ち
は
も
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
閉
鎖
的
で
狂
信
的

へ

い

さ

な
カ
ル
ト
集
団
は
世
界
に
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
か
ら
、
宗
教
と
聞
く
と
用

心
深
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の

で
す
ね
」

「
狂
信
的
と
い
え
ば
、
自
分
た
ち

Ｓの
宗
教
だ
け
が
正
し
く
て
、
あ
と
は

全
て
邪
教
だ
と
い
っ
た
り
。
あ
る
い

は
自
分
た
ち
の
宗
教
に
熱
心
な
の
は

よ
い
と
し
て
も
、
他
の
人
の
言
う
こ

と
に
は
い
っ
さ
い
耳
を
か
さ
な
い
態

度
、
あ
る
い
は
非
常
に
特
殊
な
教
義

を
押
し
つ
け
る
態
度
な
ど
な
ど
、
宗

教
に
熱
心
な
人
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ

う
し
た
態
度
に
反
発
を
感
じ
る
こ
と

は
ん
ぱ
つ

が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
宗

教
を
敬
遠
し
て
し
ま
う
」

け
い
え
ん

「

宗
教
に
こ
る
〉
と
い
う
言
葉
が

Ｄ

〈

あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
言
葉
は
マ
イ
ナ

ス
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
ま
す
が
、
そ

れ
は
あ
な
た
が
言
わ
れ
た
よ
う
な
態

度
に
ふ
れ
て
反
発
を
感
じ
る
中
か
ら

〈
宗
教
に
こ
る
と
シ
マ
ツ
が
悪
い
〉

と
い
う
話
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
う
の

で
し
ょ
う
。
た
だ
宗
教
に
熱
心
な
こ

と
そ
の
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
、
片

手
間
な
趣
味
や
道
楽
の
一
つ
の
よ
う

に
扱
っ
て
い
る
限
り
、
宗
教
の
外
側

で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
だ
け
と
な
り

ま
す
」

「
い
わ
ゆ
る
片
手
間
で
は
あ
た
り

Ｓ

さ
わ
り
が
な
い
分
、
永
遠
性
の
あ
る

真
実
に
ふ
れ
る
こ
と
も
難
し
い
」

＊

「
え
え
そ
う
で
す
。
以
上
の
よ
う

Ｄに
、
宗
教
が
ら
み
の
事
件
と
か
宗
教

に
関
わ
る
人
の
狂
信
的
な
態
度
に
不

安
や
反
発
を
感
じ
て
宗
教
を
敬
遠
し

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
ほ
か
に
近
代
は
科
学
の
高

度
に
発
達
し
た
時
代
で
す
か
ら
人
の

も
の
の
見
方
も
科
学
的
な
見
方
が
主

流
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
大
き
な
原

因
で
す
ね
」

「
科
学
的
な
も
の
の
見
方
と
は
」

Ｓ
「
物
を
観
察
し
、
実
験
し
、
計
測

Ｄし
て
判
断
す
る
態
度
で
す
。
目
や
耳

な
ど
の
感
覚
で
実
際
に
確
認
さ
れ
計

測
さ
れ
る
も
の
を
〈
た
し
か
に
あ
る

も
の
〉
と
認
め
、
目
や
耳
で
観
察
も

で
き
ず
、
実
験
も
で
き
ず
、
計
量
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
は

〈

〉

〈

〉

な
い
も
の

か

不
確
か
な
も
の

で
、
そ
う
い
う
も
の
は
信
頼
し
な
い

と
す
る
の
で
す
」

「
観
察
も
実
験
も
で
き
な
い
も
の

Ｓに
心
の
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
心
の
世
界
に
か
か
わ
る
宗

教
は
不
確
か
な
も
の
、
あ
る
い
は
人

間
の
幻
想
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
て

し
ま
う
の
で
す
ね
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
今

Ｄや
心
や
精
神
さ
え
も
現
代
で
は
、
科

学
的
な
方
法
で
研
究
し
よ
う
と
し
ま

す
。
実
験
心
理
学
と
か
神
経
科
学
、

あ
る
い
は
脳
科
学
と
い
う
よ
う
な
学

問
は
科
学
的
方
法
で
意
識
の
本
質
や

構
造
を
確
認
し
よ
う
と
し
ま
す
。
け

、

、

れ
ど
も

心
も
外
か
ら
観
察
す
る
と

神
経
細
胞
（
ニ
ュ
ー
ロ
ン
）
の
は
た

ら
き
と
し
か
見
え
な
い
し
、
も
っ
と

分
析
す
れ
ば
分
子
や
原
子
の
活
動
と。

し
か
見
え
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か

こ
う
い
う
科
学
的
な
観
測
や
実
験
的

な
方
法
で
心
の
世
界
や
意
識
の
内
容

を
ど
こ
ま
で
把
握
で
き
る
の
か
、
大

き
な
問
題
で
す
。
と
も
か
く
、
自
然

科
学
的
方
法
が
全
盛
の
今
日
、
心
の

世
界
に
実
験
的
に
計
測
し
科
学
的
に

確
認
し
よ
う
と
す
る
方
法
を
中
心
に

し
な
い
宗
教
は
、
不
確
か
な
も
の
、

空
想
的
な
も
の
、
と
き
に
は
ま
や
か

し
と
さ
え
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
の

で
す
ね
」

「
心
を
外
か
ら
の
科
学
的
な
方
法

Ｓつ
ま
り
観
測
や
分
析
な
ど
で
理
解
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
問
題
な
の
で
す

ね
」「

そ
う
思
い
ま
す
。
愛
す
る
子
供

Ｄが
亡
く
な
っ
て
流
す
親
の
悲
し
み
の

、

、

涙
も

科
学
的
な
観
測
か
ら
す
る
と

〈
神
経
細
胞
の
化
学
的
電
気
的
な
反

〉

応
と
そ
れ
に
よ
る
目
か
ら
の
分
泌
物

ぶ
ん
ぴ
つ

。

と
い
う
デ
ー
タ
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん

子
を
失
っ
た
親
の
悲
し
み
は
観
測
装

置
に
よ
る
観
測
デ
ー
タ
か
ら
は
判
断

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
内
か
ら
い
わ

〈

〉

ば

人
の
心
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る

も
の
、
心
の
内
容
は
心
に
よ
っ
て
知

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
心
を
物
質
を

観
測
す
る
自
然
科
学
の
方
法
と
同
じ

方
法
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」

＊

「
心
の
本
質
は
心
に
よ
っ
て
知
ら

Ｓれ
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
心
で
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
心
の
本
質
は
知
ら
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れ
る
の
で
す
か
」

「
そ
う
い
う
一
つ
の
方
法
が
思
惟

Ｄと
い
わ
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
た
と

え
ば
仏
教
で
は
内
観
、
禅

定
、
聞
思

ぜ
ん
じ
ょ
う

な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
心
の
本
質
に

迫
っ
た
の
で
す
。
す
ぐ
れ
た
仏
教
学

者
だ
っ
た
故
玉
城
康
四
郎
博
士
は
そ

う
い
う
仏
教
的
思
惟
を
〈
全
人
格
的

〉

。

思
惟

と
名
づ
け
て
お
ら
れ
ま
し
た

そ
う
い
う
思
惟
を
禅

定
に
入
っ
て
行

ぜ
ん
じ
ょ
う

う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
心
を
理
解
し
、

心
に
も
道
理
や
法
則
の
あ
る
こ
と
を

見
い
だ
し
た
の
が
仏
法
だ
と
い
え
ま

し
ょ
う
」

「
だ
い
ぶ
専
門
的
に
な
り
ま
し
た

Ｓか
ら
、
話
を
元
に
戻
し
ま
す
が
、
科

学
的
客
観
的
な
方
法
に
よ
っ
て
す
べ

て
が
解
明
さ
れ
る
と
思
い
こ
ん
で
い

る
現
代
で
は
、
正
し
い
思
惟
に
よ
っ

て
心
を
知
ろ
う
と
い
う
仏
教
な
ど
の、

の
方
法
論
は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
ず

宗
教
（
仏
教
）
は
客
観
性
の
な
い
迷

信
の
た
ぐ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
誤

解
が
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
心
の
本
質
的

Ｄな
内
容
は
そ
れ
こ
そ
〈
全
人
格
的
思

惟
〉
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
の
真

実
は
確
か
め
ら
れ
て
く
る
の
で
す
」

Ｓ
「
そ
う
で
す
か
」

＊

「
そ
れ
と
歴
史
的
な
観
点
か
ら
言

Ｄい
ま
す
と
、
日
本
の
場
合
、
江
戸
時

代
ま
で
は
為
政
者
や
日
本
を
リ
ー
ド

い

せ

い

し
ゃ

し
て
き
た
人
た
ち
は
仏
教
に
深
く
関

わ
り
ま
た
敬
っ
て
き
ま
し
た
が
、
江

戸
時
代
以
後
現
代
ま
で
は
仏
教
は

蚊
帳
の
外
に
お
か
れ
た
ま
ま
で
す
。

か

や

江
戸
時
代
の
指
導
原
理
は
儒

教
で
あ

じ
ゅ
き
ょ
う

り
、
こ
れ
は
政
治
原
理
や
人
倫
道
徳

で
あ
っ
て
宗
教
的
な
要
素
が
薄
い
。

社
会
の
指
導
者
層
が
儒
教
を
主
軸
と

し
た
人
倫
道
徳
を
柱
に
し
ま
し
た
か

ら
宗
教
的
な
も
の
の
考
え
方
は
後
退

し
、
一
般
民
衆
も
〈
お
上
〉
の
考
え

。

を
基
準
に
し
て
人
生
や
世
間
を
見
る

そ
れ
が
２
５
０
年
間
続
い
た
影
響
は

大
き
く
明
治
以
後
も
ず
っ
と
そ
の
影

。

響
の
下
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

要
す
る
に
江
戸
時
代
以
後
仏
教
は
歴

史
の
表
舞
台
か
ら
引
き
下
ろ
さ
れ
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
す
」

「
な
に
ご
と
も
〈
お
上
〉
に
な
ら

Ｓう
日
本
人
の
傾
向
か
ら
、
だ
ん
だ
ん

仏
教
を
大
事
な
も
の
と
思
う
気
持
ち

が
薄
ら
い
で
き
た
の
で
す
ね

」
。

「
聖
徳
太
子
が
日
本
の
始
ま
り
に

Ｄ〈
三
宝
を
敬
え
。
三
宝
と
は
仏
・
法

・
僧
な
り
〉
と
言
わ
れ
た
精
神
は
近

世
（
江
戸
以
後
）
に
な
っ
て
失
わ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
明
治
に
入
っ
て
や

や
仏
教
は
盛
り
返
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
と
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
科

学
が
急
速
に
輸
入
さ
れ
、
科
学
的
な

価
値
観
が
浸
透
し
て
、
科
学
的
な
も

の
の
見
方
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
は
〈
非
科
学

的
な
も
の
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼

ら
れ
て
し
ま
い
、
江
戸
時
代
以
上
に

宗
教
に
無
関
心
な
人
び
と
が
誕
生
し

て
い
っ
た
の
で
す
」

＊

「
江
戸
時
代
は
現
世
主
義
的
と
よ

Ｓく
い
わ
れ
ま
す
ね
」

「
え
え
。
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本

Ｄ人
は
現
世
だ
け
で
は
な
く
来
世
を
か

な
り
意
識
し
な
が
ら
人
生
を
送
っ
て

い
ま
し
た
、
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
に

は
い
る
と
支
配
者
の
採
用
し
た
儒
教

が
現
世
だ
け
に
軸
足
を
置
く
思
想
な

じ
く
あ
し

の
で
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
だ
ん

だ
ん
民
衆
も
こ
の
世
だ
け
に
目
を
向

け
る
生
活
に
変
貌
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
の
表
れ
に
〈
憂
世
〉
と
い

う

き

よ

う
言
葉
が
江
戸
時
代
に
は
い
る
と

〈
浮
世
〉
と
表
記
さ
れ
て
使
わ
れ
る

う

き

よ

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
世
を
憂
世
と

見
る
見
方
は
来
世
に
浄
土
に
生
ま
れ

る
こ
と
を
願
う
と
い
う
宗
教
的
な
願

心
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
憂
世
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
江

戸
時
代
に
は
浮
世
（
享

楽
の
世
界
）

き
ょ
う
ら
く

と
受
け
取
ら
れ
表
現
さ
れ
て
き
た
の

は
、
現
世
は
〈
享
楽
す
べ
き
世
界
〉

と
見
る
見
方
に
変
わ
っ
て
き
た
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
現
世
を
浮
世

と
感
じ
る
江
戸
時
代
の
世
界
観
は
今

日
の
日
本
人
の
世
界
観
に
連
綿
と
し

れ
ん
め
ん

て
ひ
き
つ
が
れ
て
き
た
と
い
え
ま
し

ょ
う
」

「
な
る
ほ
ど
」

Ｓ
「
そ
う
い
う
わ
け
で
、
現
在
の
日

Ｄ本
人
は
宗
教
に
無
関
心
で
あ
り
、
そ

の
宗
教
観
は
や
せ
細
っ
て
い
ま
す
」

＊

「
今
後
の
見
通
し
は
ど
う
で
し
ょ

Ｓう
か
」

「
江
戸
時
代
に
お
け
る
〈
宗
教
よ

Ｄ

〉〈

）

り
も
道
徳

来
世
よ
り
も
現
世
志
向

と
い
う
風
潮
、
そ
れ
に
明
治
以
後
に

お
け
る
〈
経
済
と
科
学
技
術
〉
が
主

軸
に
な
っ
た
生
活
観
が
、
今
日
の
日

本
人
の
生
活
観
と
な
り
人
生
観
と
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
を
尊
重

し
こ
れ
に
真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
が

無
く
、
非
常
に
や
せ
細
っ
た
宗
教
観

を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
に
生
ま
れ
て
く
る
宗
教

に
対
し
て
〈
真
偽
を
み
わ
け
る
眼
〉

し

ん

ぎ

が
無
い
。
そ
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
さ

ま
ざ
ま
な
宗
教
の
〈
違
い
が
分
か
ら

な
い

。
だ
か
ら
、
ま
が
い
も
の
の
宗

〉

教
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
自
分
を
見
失

い
、
自
他
を
損
ね
る
に
至
る
と
い
う

ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
り
ま
す
」

「
な
に
が
本
当
の
宗
教
で
あ
る
か

Ｓを
見
る
眼
、
違
い
が
分
か
る
眼
が
必

要
な
の
で
す
ね
」

＊

「
え
え
そ
う
で
す
。
一
方
、
宗
教

Ｄは
ゴ
メ
ン
と
敬
遠
し
て
い
る
多
く
の

、

人
の
精
神
生
活
は
ど
う
か
と
い
え
ば

経
済
と
科
学
（
医
学
を
含
む
）
と
道

徳
さ
え
あ
れ
ば
、
あ
と
は
こ
の
世
の

娯
楽
、
道
楽
が
あ
れ
ば
い
い
と
い
う

こ
と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し

か
し
は
た
し
て
そ
れ
で
人
生
生
活
は

満
た
さ
れ
、
お
ち
つ
く
の
で
し
ょ
う

か
」「

今
の
日
本
は
経
済
は
停
滞
し
、

Ｓ科
学
技
術
は
人
間
に
幸
福
を
必
ず
し

も
約
束
し
な
い
。
象
徴
的
な
の
が
原

子
力
発
電
や
核
兵
器
で
、
私
た
ち
は

破
滅
的
な
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

よ

ぎ

か
も
道
徳
は
地
に
落
ち
て
い
ま
す
。

経
済
と
科
学
技
術
だ
け
で
は
人
間
は

幸
福
に
は
な
れ
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
道
徳
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
も
落
ち
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
あ
と
は
〈
と
り
あ
え
ず
今
の

楽
し
み
を
追
う
〉
ば
か
り
で
、
目
の

前
の
安
楽
や
娯
楽
を
享
受
す
る
こ
と

に
も
っ
ぱ
ら
意
を
注
い
で
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
何
か
根
本
的
に
満
た
さ
れ

な
い
、
何
か
大
事
な
も
の
が
欠
落
し

て
い
る
と
い
う
感
覚
は
大
勢
の
人
が

も
っ
て
い
ま
す
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
お
金
と
健
康

Ｄと
娯
楽
だ
け
で
は
い
の
ち
は
満
た
さ

れ
な
い
し
む
な
し
い
と
い
う
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
感
情
が
蔓
延
し
て
い
ま
す
。

ま
ん
え
ん

こ
う
し
た
人
間
と
し
て
の
根
本
的
な

〈

〉

欠
乏
感
を
満
た
す
も
の
こ
そ

真
実

で
あ
り
、
そ
の
真
実
と
の
で
あ
い
と

い
う
決
定
的
に
大
事
な
こ
と
を
実
現

し
よ
う
と
い
う
の
が
ま
こ
と
の
宗
教

の
意
味
で
あ
り
意
義
な
の
で
す
。
そ

れ
で

世
紀
に
入
り
、
こ
の
欠
乏
感

２１

、〈

〉

を
何
と
か
し
た
い
と
願
い

ま
こ
と

に
で
あ
い
た
い
と
い
う
欲
求
が
少
し

盛
ん
に
な
っ
て
来
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
こ
と
で
宗
教
に
そ
れ
を

求
め
る
人
た
ち
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て

き
て
い
る
の
は
む
し
ろ
当
然
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
答
え
得
る
も

の
は
宗
教
以
外
に
は
大
変
少
な
い
と

思
い
ま
す
」

「
そ
う
す
る
と
未
来
は
む
し
ろ
宗

Ｓ教
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

」

が
増
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね

「
そ
う
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

Ｄも
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
対
し
て

〈
宗

、

教
の
真
・
偽
の
違
い
が
分
か
る
〉
眼

を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
す
」

（
了
）



よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
、
宿
善
の
も
よ

お
す
ゆ
え
な
り
。
悪
事
の
お
も
わ
れ
せ
ら

る
る
も
、
悪
業
の
は
か
ら
う
ゆ
え
な
り
。

故
聖
人
の
お
お
せ
に
は

「
卯
毛
羊

毛
の

、

う

の

け

ひ
つ
じ
の
け

さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
る
つ
み

の
、
宿

業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
と

し
ゅ
く
ご
う

し
る
べ
し
」
と
そ
う
ら
い
き
。

（
歎
異
抄
第
十
三
章
）

現
代
語
訳
（
善
い
心
が
お
こ
る
の
も
、
過
去
の

世
の
善
い
行
い
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
す
。
悪
い

こ
と
を
考
え
、
そ
れ
を
し
て
し
ま
う
の
も
、
過

去
の
世
の
悪
い
行
い
が
は
た
ら
き
か
け
る
か
ら

で
す
。
今
は
亡
き
親
鸞
聖
人
は

「
う
さ
ぎ
や

、

羊
の
毛
の
先
に
つ
い
た
塵
ほ
ど
の
小
さ
な
罪
で

あ
っ
て
も
、
過
去
の
世
に
お
け
る
行
い
に
よ
ら

な
い
も
の
は
な
い
と
知
る
べ
き
で
あ
る
」
と
仰

せ
に
な
り
ま
し
た
）＊

「

よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
、
宿
善
の
も

よ
お
す
ゆ
え
な
り
。
悪
事
の
お
も
わ
れ
せ
ら
る

る
も
、
悪
業
の
は
か
ら
う
ゆ
え
な
り
」
と
い
う

の
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
言
え
ば

「
今
、
自

、

分
が
善
を
行
お
う
と
す
る
心
が
起
こ
る
の
は
、

過
去
に
善
を
行
っ
た
結
果
で
あ
り
、
ま
た
逆
に

悪
を
行
お
う
と
す
る
心
が
起
こ
る
の
は
過
去
に

悪
を
行
っ
た
結
果
の
表
れ
で
あ
る
」
と
い
う
の

で
す
。

＊

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
業
に
つ
い
て
の
お

話
は
仏
教
教
理
で
の
〈
業
論
〉
と
は
異
な
っ
て

い
ま
す
。

仏
教
の
業
論
は
「
因
是
善
悪
・
果
是
無
記
」

（
因
は
こ
れ
善
悪
、
果
は
こ
れ
無
記
な
り
）
と

。

（

）

い
う
の
が
定
説
で
す

こ
の
意
味
は
行
い

因

に
は
善
悪
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
行
い
の
結

果
（
果
）
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
無
記
で
あ
る

と
い
わ
れ
ま
す
。

も
し
、
因
が
善
で
あ
れ
ば
果
も
必
然
的
に
善

、

、

に
な
り

因
が
悪
な
ら
結
果
も
悪
に
な
る
な
ら

い
つ
ま
で
も
同
じ
因
果
が
循
環
す
る
ば
か
り
で

す
。
過
去
の
善
い
行
い
に
よ
っ
て
現
在
も
善
い

行
い
が
行
わ
れ
、
過
去
の
悪
い
行
い
に
よ
っ
て

現
在
も
悪
を
行
う
な
ら
、
も
は
や
現
在
に
そ
の

人
が
善
悪
を
選
択
す
る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

過
去
に
悪
を
犯
し
た
の
な
ら
、
い
つ
ま
で
も
悪

を
犯
し
続
け
る
ほ
か
無
く
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
仏
教
本
来
の
業
論
で
は
、
過
去
の

行
い
に
善
悪
は
あ
っ
て
も
そ
の
報
い
と
し
て
の

結
果
は
悪
で
も
善
で
も
な
い
の
で
す
、
た
だ
苦

楽
が
あ
る
の
で
す
。
善
業
の
因
に
よ
っ
て
楽
が

結
果
す
る
し
、
悪
業
の
因
に
よ
っ
て
苦
が
結
果

し
ま
す
。
だ
か
ら
重
大
な
悪
を
行
っ
た
り
、
多

く
の
悪
を
行
っ
て
地
獄
に
堕
ち
て
も
、
地
獄
そ

の
も
の
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
、
た
だ
極
め
て

苦
し
い
境
界
で
す
。
し
か
し
、
苦
し
み
の
境
界

に
落
ち
て
も
、
そ
こ
で
善
を
行
う
な
ら
、
そ
の

結
果
、
よ
り
楽
な
境
界
へ
お
も
む
く
こ
と
は
で

き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
つ
ど
人
は
「
何
を
な
す
べ
き
か

「
い

」

か
に
行
為
す
る
か
」
を
選
択
し
決
定
す
る
自
由

が
あ
る
と
い
う
の
が
仏
教
の
業
の
理
解
で
す
。

＊

た
だ
「
今
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
」
を
選
択

し
決
定
す
る
時
に
煩
悩
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
た

り
、
誘
惑
さ
れ
た
り
、
ふ
り
ま
わ
さ
れ
た
り
す

る
た
め
に
、
し
て
は
な
ら
な
い
悪
の
選
択
を
し

て
し
ま
っ
た
り
、
悪
し
き
衝
動
に
駆
ら
れ
て
浄

ら
か
な
善
を
選
択
し
実
行
す
る
こ
と
が
な
か
な

か
出
来
な
い
の
で
す
。

た
と
え
て
い
い
ま
す
と
、
難
民
の
救
済
の
た

め
に
募
金
を
求
め
ら
れ
た
時

「
あ
あ
か
わ
い

、

そ
う
だ
、
じ
ゃ
あ
一
万
円
で
も
寄
付
を
さ
せ
て

貰
お
う
か
」
と
決
め
よ
う
と
す
る
と

「
い
や

、

い
や
、
こ
の
お
金
が
あ
れ
ば
買
い
た
い
Ｃ
Ｄ
が

二
三
枚
は
買
え
る
」
と
い
う
娯
楽
へ
の
欲
望
と

か

「
や
っ
ぱ
り
一
万
円
は
も
っ
た
い
な
い
」

、
と
い
う
惜
し
み
心
の
煩
悩
が
起
こ
り
、
つ
い
つ

い
そ
の
煩
悩
に
負
け
て
、
千
円
ほ
ど
の
寄
付
に

し
て
し
ま
う
。

、

「

、

も
し

そ
こ
で

ち
ょ
っ
と
惜
し
い
け
れ
ど

飢
え
か
け
て
い
る
人
の
苦
し
み
を
思
え
ば
こ
れ

ぐ
ら
い
は
問
題
で
は
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
の
善

意
に
も
ど
っ
て
一
万
円
を
寄
付
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
よ
り
大
き
な
善
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
な

具
合
で
、
そ
の
つ
ど
行
為
を
選
択
す
る
自
由
は

人
間
に
は
あ
り
ま
す
が
、
善
を
な
か
な
か
選
ば

な
い
の
は
煩
悩
に
負
け
る
か
ら
で
す
。

＊

で
は
こ
の
唯
円
房
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
受

け
取
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い

て
先
人
が

「
こ
の
唯
円
房
の
言
葉
は
仏
教
の

、

業
論
を
語
る
の
で
は
な
く
て

〈
機
の
深
信
〉

、

を
語
る
言
葉
で
あ
る
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。

善
を
行
お
う
と
す
れ
ば
煩
悩
に
負
け
て
行
え

ず
、
悪
を
止
め
よ
う
と
す
れ
ば
怠
け
心
や
悪
し

き
誘
惑
に
負
け
て
し
ま
っ
て
悪
が
止
め
ら
れ
な

い
。
そ
れ
で
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
自
己
変
革
が

で
き
な
い
、
そ
う
い
う
ど
う
し
て
み
よ
う
も
な

い
我
が
身
で
あ
る
と
い
う
痛
烈
な
感
覚
が
こ
の

唯
円
房
の
言
葉
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

、

、

、

そ
れ
は

自
分
で
自
分
を
始
末
し

処
理
し

理
想
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
自
分

へ
の
不
如
意
さ
、
自
己
の
無
能
さ
を
痛
感
し
た

と
こ
ろ
か
ら
、
善
悪
と
も
に
人
間
の
心
の
不
自

由
な
こ
と
を
「
よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
、
宿

善
の
も
よ
お
す
ゆ
え
な
り
。
悪
事
の
お
も
わ
れ

せ
ら
る
る
も
、
悪
業
の
は
か
ら
う
ゆ
え
な
り
」

と
言
い
表
さ
れ
た
の
だ
と
伺
い
ま
す
。

人
間
に
は
自
由
意
思
は
道
理
的
に
は
あ
り
、

善
を
選
び
悪
を
や
め
る
自
由
を
与
え
ら
れ
て
は

い
ま
す
。
し
か
し
、
己
の
深
く
て
盛
ん
な
煩
悩

に
影
響
さ
れ
て

「
我
が
欲
す
る
と
こ
ろ
の
善

、

は
こ
れ
を
な
さ
ず
、
我
が
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
の

悪
は
こ
れ
を
な
す
」(

パ
ウ
ロ
の
言
葉
）
と
い

う
の
が
我
が
身
の
実
感
と
し
て
の
現
実
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
我
が
力
で
は
、
自
分
の
心
一

つ
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
無
力
無
能
の
人

間
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
「
機
の
深
信
」
を
唯

円
房
は
こ
う
し
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

＊

次
に

「
故
聖
人
の
お
お
せ
に
は
、
卯
毛
羊

、

毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
ば
か
り
も
つ
く
る
つ
み

の
、
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
と
し
る

べ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
実
は
こ
う
い
う
内
容

の
言
葉
は
親
鸞
聖
人
の
書
か
れ
た
も
の
の
中
に

は
見
い
だ
せ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
唯
円
房
が
聖
人

か
ら
直
接
お
聞
き
に
な
っ
た
お
話
を
、
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
唯
円
房
個
人
の
実
感
や
理
解
で
も
っ

て
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

、

も
し
こ
の
言
葉
を

補

い
な
が
ら
述
べ
る
と

お
ぎ
な

「
過
去
の
宿
業
に
よ
っ
て
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
と

し
じ
ょ
う

な
り
、
ウ
サ
ギ
の
毛
ほ
ど
の
つ
く
る
罪
も
深
く

て
盛
ん
な
煩
悩
の
影
響
に
左
右
さ
れ
て
行
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
宿
業
に
縛
ら
れ
て
い
る
我

が
身
の
不
自
由
さ
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い

っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
善
行

を
な
し
う
る
チ
ャ
ン
ス
は
毎
日
い
た
る
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
欲
や
怒
り
や
怠
け
心

や
恐
れ
や
不
安
な
ど
の
煩
悩
の
心
の
た
め
に
、

チ
ャ
ン
ス
を
そ
の
つ
ど
つ
ぶ
し
て
し
か
生
き
て

い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
煩
悩
の
身
は
過
去
の
業

の
蓄
積
（
宿
業
）
の
ゆ
え
な
の
だ
と
知
り
な
さ

ち
く
せ
き

い
と
の
仰
せ
で
あ
り
ま
し
ょ
う

（
了
）

。
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「
人
は
み
な
死
ぬ
と
阿
弥
陀
の
い
の
ち
に
帰

」

、

〈

〉

る

と
い
う
話
が

今
日
で
は

真
宗
の
法
話

と
し
て
よ
く
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
話
を
す
る
人
も
そ
れ
を
聴
く
人

も
、
何
と
な
く
分
か
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
、

従
来
の
よ
う
な
「
真
実
信
心
の
人
は
正
定
聚
に

住
す
。
正

定

聚
に
住
す
れ
ば
必
ず
滅
度
（
浄

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

め

つ

ど

土
）
に
至
る
。
信
の
無
き
人
は
正
定
聚
に
住
し

な
い
か
ら
、
涅
槃
の
浄
土
に
生
ま
れ
ず
な
お
流

ね

は

ん

転
を
か
さ
ね
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
お
説
教
よ

り
も
、
説
く
人
も
聴
く
人
も
す
ん
な
り
と
受
け

入
れ
や
す
い
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

＊

そ
の
一
つ
の
原
因
は
私
た
ち
が
学
校
教
育
で

習
っ
た
科
学
教
育
に
そ
の
理
由
の
一
端
が
あ
る

い
っ
た
ん

よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

長
年
の
学
校
教
育
で
習
っ
た
こ
と
は
知
ら
ず

知
ら
ず
私
た
ち
の
考
え
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
「
人
は
死
ぬ
と
ど
う
な
る
か
」

、

、

に
つ
い
て

私
た
ち
が
習
っ
た
科
学
教
育
で
は

物
理
学
的
素
養
か
ら
は
、
人
の
体
も
元
は
原
子

な
り
分
子
で
あ
る
、
だ
か
ら
死
ぬ
と
い
う
の
も

原
子
や
分
子
の
結
合
や
配
列
の
変
化
で
あ
る
、

と
理
解
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ま
た
生
物
学
的
素
養
で
は
人
間
の
体
は
細
胞

の
集
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
有
機
的
に
結
合
し

た
個
体
的
生
命
と
し
て
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能

を
も
つ
。
心
の
は
た
ら
き
も
大
脳
の
脳
細
胞
の

働
き
で
あ
る
、
だ
か
ら
死
ぬ
と
い
う
の
は
人
と

し
て
の
個
体
的
生
命
が
機
能
を
停
止
し
た
こ
と

で
あ
り
、
死
ん
だ
体
は
焼
け
ば
元
素
的
な
要
素

に
還
元
す
る
。
だ
か
ら
死
ぬ
と
人
間
生
命
は
要

素
的
に
分
解
し
て
、
姿
も
働
き
も
心
も
な
く
な

っ
て
し
ま
い
私
は
消
滅
す
る
、
と
い
う
よ
う
な

理
解
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

死
ね
ば
人
と
し
て
の
生
命
体
は
活
動
を
停
止

し
、
焼
け
ば
元
素
的
な
要
素
に
還
元
す
る
。
そ

れ
を
「
人
が
生
ま
れ
る
の
も
死
ぬ
る
の
も
大
い

な
る
自
然
の
働
き
の
中
で
あ
る
」
と
表
現
で
き

る
で
し
ょ
う
し

も
う
少
し
詩
的
に
言
え
ば

人

、

「

間
死
ん
だ
ら
大
自
然
の
い
の
ち
の
中
に
帰
る
」

と
言
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、
今
日
の
科
学
教
育
を
受
け
た
人
に

と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
お
話
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
〈
生
ま
れ
る
の
も
死
ぬ

る
の
も
大
い
な
る
自
然
の
い
の
ち
の
い
と
な
み

の
中
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
の
言
葉
は
「
人
間
死

ん
だ
ら
み
な
阿
弥
陀
の
い
の
ち
に
帰
る
」
と
い

う
話
と
は
紙
一
重
の
表
現
だ
と
言
え
な
い
で
し

ょ
う
か
。
し
か
も

〈
阿
弥
陀
〉
と
は
「
は
か

、

り
な
い
い
の
ち
」
と
い
う
言
語
上
の
意
味
も
あ

り
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
説
明
す
れ
ば

「
大

、

自
然
の
い
の
ち
の
い
と
な
み
」
を
阿
弥
陀
と
言

い
か
え
て
も
ほ
と
ん
ど
抵
抗
は
な
い
と
思
い
ま

す
。そ

う
な
る
と
「
人
間
死
ん
だ
ら
大
自
然
の
生

命
活
動
の
い
と
な
み
に
収
ま
っ
て
い
く
」
と
い

う
科
学
的
物
質
的
な
生
命
観
と
「
人
間
は
み
な

死
ん
だ
ら
阿
弥
陀
の
い
の
ち
に
帰
る
」
と
い
う

の
が
ほ
ぼ
重
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
う
す
る
と
「
人
間
死
ん
だ
ら
み
な
阿
弥
陀

の
い
の
ち
に
帰
る
」
と
言
う
言
葉
が
よ
く
普
及

し
、
多
く
の
聞
法
者
に
そ
う
抵
抗
な
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
私
た
ち
が
仏
教
的
生
命

観
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
敢
え
て

言
え
ば
公
教
育
で
長
年
習
っ
た
科
学
的
・
物
質

的
生
命
観
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

だ
か
ら
「
人
間
死
ん
だ
ら
み
な
阿
弥
陀
の
い

の
ち
に
帰
る
」
を
聴
い
て

「
人
間
死
ん
だ
ら

、

み
な
大
自
然
に
帰
る
ん
だ
」
と
う
な
ず
き
、
ひ

い
て
は
「
要
す
る
に
私
は
死
ん
だ
ら
無
に
な
っ

て
大
自
然
の
中
に
消
え
て
い
く
」
と
了
解
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
科
学
的
・
物
質
的
な
生
命

観
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

＊

〈
阿
弥
陀
の
い
の
ち
〉
が
大
自
然
の
物
質
的

な
生
命
と
同
じ
な
の
か
そ
れ
と
も
別
な
も
の
な

の
か
私
に
は
ま
だ
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
「
自
然
の
生
命
活
動
と
阿
弥
陀
の
寿

」

、

命
と
は
一
つ
で
あ
る

の
が
本
当
で
あ
っ
て
も

自
他
一
如
・
生
死
一
如
と
悟
り
き
っ
た
仏
様
の

智
慧
で
お
っ
し
ゃ
る
「
同
じ
」
と
凡
夫
の
私
が

「
同
じ
」
と
い
う
の
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。

＊

も
し
「
阿
弥
陀
の
い
の
ち
イ
コ
ー
ル
大
自
然

の
い
の
ち
」
と
私
た
ち
が
了
解
し
て
聴
聞
す
る

な
ら
、
仏
の
教
え
を
聴
聞
し
て
も
な
お
、
科
学

的
物
質
的
な
生
命
観
の
枠
組
み
の
中
で
仏
法
を

聴
く
場
合
が
多
い
こ
と
に
な
り
、
私
た
ち
の
考

え
は
必
ず
し
も
仏
教
化
す
る
と
は
い
え
な
い
と

思
い
ま
す
。

し
か
も
〈
阿
弥
陀
の
い
の
ち
に
帰
る
〉
と
い

う
話
は
、
従
来
の
教
義
で
い
わ
れ
て
き
た
「
阿

弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
に
な
る
」
と
同

じ
意
味
な
の
か
ど
う
か
、
ま
た
信
心
獲

得
の

ぎ
ゃ
く
と
く

こ
と
は
い
っ
さ
い
問
わ
れ
ず
に
「
だ
れ
で
も
死

ん
だ
ら
同
じ
よ
う
に
阿
弥
陀
の
い
の
ち
に
帰
え

る
」
の
か
と
い
う
、
こ
れ
ら
の
点
が
曖
昧
な
ま

あ
い
ま
い

ま
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
も
っ
と

検
討
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

た
だ
今
回
は
こ
の
話
が
こ
れ
ほ
ど
普
及
し
た

背
景
を
考
え
て
み
た
こ
と
で
す
。

（
了
）

〈

〉

住

職

つ
れ
づ
れ
雑
感

イ
ラ
ク
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
武
力
攻
撃
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
政
治
評
論
家
た
ち
は
そ
の
是
非
を

巡
っ
て
論
じ
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
ど
う
見

る
か
に
つ
い
て
、
仏
教
で
は
、
一
つ
は
人
間
に
と

っ
て
、
い
の
ち
と
ダ
ン
マ
（
真
実
）
は
最
も
大
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
釈
尊
の
言
葉
と

し
て
〈
ダ
ン
マ
パ
ダ
〉
に
は
、

「
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
、
す
べ
て
の
者

は
死
を
お
そ
れ
る
。
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
」

「
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
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
」

と
の
ご
教
示
が
あ
り
、
人
間
の
大
き
な
苦
し
み
は。

暴
力
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
教
え
て
く
だ
さ
る

こ
の
原
点
か
ら
考
え
る
と
、
相
手
か
ら
暴
力
を
ま

だ
受
け
て
い
な
い
前
に

「
危
険
性
が
あ
る
」
と
い

、

う
だ
け
で
大
規
模
な
武
力
攻
撃
を
す
る
こ
と
は
非

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
然
そ
れ
に
よ
っ
て
多

く
の
民
衆
の
生
命
が
殺
傷
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

悲
惨
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ひ

さ

ん政
治
に
も
仏
教
で
い
う
「
忍

辱
」
の
徳
が
必
要

に
ん
に
く

で
あ
ろ
う
。
相
手
か
ら
困
ら
せ
ら
れ
て
も
、
相
手

が
過
ち
を
改
め
る
ま
で
辛
抱
強
く
耐
え
て
待
ち
、

善
処
し
つ
づ
け
る
と
い
う
大
悲
の
智
慧
に
よ
る
忍

耐
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
朝
鮮
民
主

主
義
共
和
国
に
対
す
る
我
が
国
の
対
応
に
も
斉
し

く
必
要
な
大
悲
の
智
慧
の
忍
辱
で
あ
ろ
う
。

＊
政
治
の
世
界
は
正
義
よ
り
も
利
害
が
優
先
す
る

こ
と
が
多
い
。
国
政
に
お
い
て
も
、
正
義
よ
り
も

政
治
家
個
人
の
利
害
、
所
属
団
体
の
利
害
、
政
党

の
利
害
な
ど
が
、
倫
理
的
な
正
義
よ
り
も
優
先
さ

れ
る
。
こ
の
こ
と
が
社
会
を
濁

悪
化
さ
せ
て
い
る

じ
ょ
く
あ
く

最
大
の
原
因
で
あ
る
。
こ
れ
が
濁

世
と
い
わ
れ
る

じ
ょ
く
せ

生
命
観
を
問
う



ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
か
。


