
「
業
に
つ
い
て
お
話
下
さ
い
。

Ａ仏
教
で
言
う
業
と
は
」

「
行
い
の
こ
と
で
す
が
、
単
な

Ｄる
行
為
で
は
な
く
て
、
行
っ
た
者

の
上
に
必
ず
行
い
の
結
果
が
残
る

よ
う
な
行
い
を
業
と
い
い
ま
す
。

業
に
は
善
業
、
悪
業
、
無
記
業
の

む

き

ご

う

三
種
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
業
に

よ
っ
て
が
報
い
が
現
れ
る
こ
と
を

因
果
応
報
と
い
い
ま
す
」

「
善
業
と
は
」

Ａ
「
善
き
行
い
の
こ
と
で
す
が
、

Ｄ結
果
と
し
て
行
為
者
の
上
に
安
楽

が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
行
い
で

す
。
た
と
え
ば
、
人
に
暴
力
を
ふ

る
わ
な
い
、
他
者
の
も
の
を
不
当

に
取
ら
な
い
な
ど
、
相
手
を
悩
ま

せ
る
こ
と
の
な
い
行
い
で
す
」

「
悪
業
と
は
」

Ａ
「
悪
い
行
い
の
こ
と
で
す
が
、

Ｄ結
果
と
し
て
行
為
し
た
者
の
上
に

苦
し
み
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な

行
い
の
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、

暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
、
相
手
を

侮
辱
し
て
悩
ま
せ
る
な
ど
の
行
い

ぶ
じ
ょ
く

で
す
」

「
で
は
無
記
業
と
は
」

Ａ
「
苦
で
も
楽
で
も
な
い
結
果
を

Ｄ

も
た
ら
す
よ
う
な
行
い
の
こ
と
で

す
」「

無
記
業
は
具
体
的
に
ど
の
よ

Ａう
な
行
い
で
す
か
」

「
た
と
え
ば
歩
く
、
ひ
げ
を
剃

Ｄ

そ

る
、
コ
ッ
プ
を
手
に
持
つ
、
咳
を

せ
き

す
る
な
ど
な
ど
い
く
ら
も
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
善
悪
の
業
と
そ
れ

に
よ
る
苦
楽
の
結
果
は
、
そ
の
人

の
行
う
あ
ら
ゆ
る
業
因
と
そ
の
結

果
（
業
果
）
の
一
部
分
に
つ
い
て

言
わ
れ
る
の
で
す
」

「
と
き
ど
き
〈
国
家
の
業
〉
と

Ａか
あ
る
い
は
〈
親
の
因
果
が
子
に

報
い
〉
な
ど
と
聞
き
ま
す
が
、
そ

れ
は
ど
う
な
ん
で
す
か
」

「
善
悪
の
業
と
そ
の
報
い
は
一

Ｄ人
の
行
為
者
の
上
だ
け
で
言
わ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
や
集
団

な
ど
で
は
い
い
ま
せ
ん
し
、
ま
た

親
が
ウ
ソ
を
つ
い
た
か
ら
と
い
っ

て
子
ど
も
が
そ
の
報
い
を
受
け
る

よ
う
な
こ
と
は
い
い
ま
せ
ん
」

「
で
は
例
え
ば
隣
り
の
人
が
難

Ａ

と
な

病
で
苦
し
ん
で
い
る
と
し
ま
す
。

そ
れ
は
そ
の
人
の
悪
業
の
結
果
な

の
で
し
ょ
う
か
」

「
病
苦
の
因
縁
は

Ｄい

く

ら

も

あ

り

ま

す
。
そ
の
人
の
病
い

が
そ
の
人
の
過
去
の

悪
業
の
結
果
か
ど
う

か
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
一
義
的
に
決
め
ら
れ
ず
、
と

う
て
い
分
か
ら
な
い
こ
と
で
す
」

「
受
け
る
苦
痛
の
因
縁
は
い
く

Ａら
も
あ
る
の
で
す
か
」

「
え
え
、
自
分
の
上
に
苦
を
も

Ｄた
ら
す
因
縁
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
の
一
分
に
自
分
の
悪

な
る
行
い
（
悪
業
）
の
結
果
も
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
人
に
お
け
る
全

て
の
苦
の
原
因
が
そ
の
人
の
悪
業

か
ら
来
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
寒
さ
暑
さ
、
体
の
不
調
な

ど
、
あ
る
い
は
自
然
災
害
や
戦
災

な
ど
で
苦
難
を
受
け
る
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
外
の
縁
か
ら
来
る
苦
が

あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
転
ん
で
足

こ
ろ

を
ケ
ガ
し
て
痛
か
っ
た
と
し
ま

す
。
こ
れ
が
自
分
の
過
去
の
悪
業

の
報
い
で
あ
る
と
は
決
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
寒
い
時
に
外
に
出
る
と
寒

さ
が
身
に
し
み
て
辛
い
で
す
ね
。

つ
ら

そ
れ
は
自
分
の
悪
業
の
結
果
と
は

単
純
に
言
え
ま
せ
ん
。
苦
し
み
の

縁
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
」

「
他
者
が
苦
に
あ
っ
て
い
る
の

Ａを
見
て
、
そ
れ
を
そ
の
人
の
悪
業

の
結
果
だ
な
ど
と
は
簡
単
に
い
え

な
い
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
の
人
の

Ｄ現
在
の
苦
楽
の
結
果
と
そ
の
人
の

過
去
の
善
悪
の
行
い
が
ど
う
結
び

付
い
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
仏
陀
と
か
阿
羅
漢
（
聖

あ

ら

か

ん

者
）
に
し
か
分
か
ら
な
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ん
や
お
互
い

凡
夫
同
士
で
、
他
者
の
苦
を
そ
の

人
の
悪
業
の
せ
い
だ
な
ど
と
決
め

つ
け
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
こ
と

で
あ
り
、
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

で
す
」

「
で
は
仏
教
で
業
の
教
え
が
説

Ａか
れ
た
理
由
は
な
ん
で
す
か
」

「
釈
尊
の
当
時
は
業
の
教
え
は

Ｄ悪
を
反
省
し
善
を
行
う
こ
と
へ
と

人
を
導
き
育
て
、
真
実
に
目
覚
め

て
い
く
た
め
の
目
的
で
説
か
れ
ま

し
た
。
そ
れ
が
後
世
に
な
る
に
し

た
が
っ
て
、
業
理
論
は
拡
大
解
釈

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
業
の
教

え
の
本
来
の
目
的
を
忘
れ
て
は
な

り
ま
せ
ん
」

「
業
の
教
え
は
私
た
ち
が
そ
れ

Ａを
聞
い
て
、
自
分
の
行
為
を
反
省

し
、
悪
を
つ
つ
し
み
、
善
に
向
か

う
た
め
に
説
か
れ
た
の
で
す
ね
」

「
え
え
、
で
す
か
ら
因
果
応
報

Ｄの
教
え
は
、
他
者
の
幸
不
幸
を
批

評
し
た
り
、
あ
る
い
は
人
に
起
こ

る
現
象
や
世
界
に
起
こ
る
現
象
を

説
明
す
る
た
め
の
理
論
と
し
て
説

か
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
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「
人
の
能
力
の
有
無
、
姿
の
美

Ａ醜
、
身
体
能
力
の
違
い
、
人
の
上

に
起
こ
る
出
来
事
な
ど
を
そ
の
人

の
過
去
の
業
と
そ
の
報
い
で
説
明

さ
れ
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
」

「
一
人
の
上
に
現
れ
る
さ
ま
ざ

Ｄま
な
事
象
は
、
無
量
無
辺
の
因
縁

が
か
ら
み
あ
っ
て
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
因
果
応
報
は
そ
う

い
う
展
開
の
一
部
分
に
関
す
る
こ

と
で
す
。
で
す
か
ら
人
の
姿
形
が

美
し
い
と
か
醜
い
と
か
語
学
の
才

能
が
あ
る
と
か
無
い
と
か
、
あ
る

い
は
貧
困
家
庭
に
生
ま
れ
た
と
か

そ
う
で
な
い
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な

差
異
が
ど
う
し
て
あ
る
の
か
、
そ

ん
な
こ
と
は
凡
夫
の
私
た
ち
に
分

か
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

を
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
人
の

過
去
の
善
悪
の
業
の
違
い
の
結
果

だ
け
で
考
え
た
り
言
っ
た
り
す
る

の
は
間
違
い
で
す
」

「
人
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
さ
ま

Ａざ
ま
な
違
い
は
無
量
無
辺
の
因
縁

が
か
ら
み
あ
っ
て
の
結
果
な
の
で

す
ね
」

「
え
え
、
こ
の
世
の
中
の
全
て

Ｄの
事
象
や
人
の
上
の
事
象
は
無
量

無
数
の
因
縁
が
か
ら
み
あ
っ
て
の

こ
と
で
、
だ
か
ら
人
そ
れ
ぞ
れ
の

差
異
の
理
由
を
見
つ
け
よ
う
と
し

て
も
結
局
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」

「
現
在
自
分
に
起
こ
る
苦
し
み

Ａ

の
原
因
は
す
べ
て
過
去
に
自
分
の

行
っ
た
悪
業
の
報
い
だ
と
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
」

「
そ
れ
は
正
確
な
話
で
は
あ
り

Ｄま
せ
ん
。
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、

自
分
の
上
に
苦
し
み
を
引
き
起
こ

す
因
縁
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
に
自
分
の
悪
業
の
結
果
と

し
て
の
苦
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

自
分
に
こ
う
む
る
全
て
の
苦
が
自

分
の
過
去
の
悪
業
か
ら
来
る
と
い

う
の
で
は
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
」

「
自
分
が
感
受
す
る
苦
楽
の
因

Ａ縁
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
し
て
そ

Ｄの
中
で
自
分
の
行
い
の
善
悪
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
苦
楽
も
あ
っ

て
、
そ
れ
が
善
因
楽
果
、
悪
因
苦

果
と
い
わ
れ
、
悪
を
な
せ
ば
必
ず

苦
の
結
果
を
招

来
し
、
善
を
な

し
ょ
う
ら
い

せ
ば
必
ず
楽
の
結
果
を
招
来
す

る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
す
」

「
そ
れ
に
し
て
も

〈
自
分
に

Ａ

、

起
こ
る
苦
し
み
の
原
因
は
過
去
に

自
分
の
行
っ
た
悪
業
の
報
い
〉
と

説
か
れ
る
場
合
が
あ
る
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
」

「
仏
教
の
話
は
、
自
分
自
身
の

Ｄ上
に
お
聞
か
せ
を
い
た
だ
く
も
の

で
す
。
だ
か
ら
善
因
楽
果
・
悪
因

苦
果
の
教
え
は
、
教
え
を
聞
く
本

人
自
身
が
、
自
分
の
今
ま
で
の
あ

り
方
や
生
き
方
や
行
い
を
自
己
批

判
し
、
現
在
、
悪
を
つ
つ
し
み
善

に
励
む
こ
と
を
勧
め
る
た
め
に
説

か
れ
た
教
え
で
す
。
で
す
か
ら
ど

う
い
う
意
図
で
説
か
れ
て
い
る
教

え
で
あ
る
か
は
大
事
な
こ
と
で

す
」「

仏
法
は
、
一
人
ひ
と
り
が
真

Ａ実
に
目
覚
め
、
善
く
生
き
て
い
く

め

ざ

た
め
の
教
え
な
の
で
す
ね
。
で
は

他
人
ご
と
と
し
て
で
は
な
く
、
自

己
一
身
の
上
に
〈
自
分
の
現
在
の

苦
し
み
は
こ
れ
は
過
去
の
罪
の
報

い
だ
〉
と
受
け
と
る
の
は
ど
う
な

の
で
し
ょ
う
か
」

「
自
分
が
自
分
で
そ
う
受
け
と

Ｄる
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
苦
を
引

き
受
け
、
こ
れ
か
ら
は
悪
を
つ
つ

し
み
善
に
励
も
う
と
い
う
の
な

は
げ

ら
、
そ
れ
は
い
い
で
す
。
あ
る
い

は
自
分
が
現
在
受
け
て
い
る
苦
し

み
を
、
自
分
の
過
去
の
罪
の
結
果

と
感
じ
て
、
自
分
の
罪
深
さ
を
知

り
、
そ
の
自
分
に
か
け
て
下
さ
る

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
味
わ
う
と
い

う
よ
う
に
、
自
分
の
信
心
を
深
め

る
も
の
と
し
て
自
業
自
得
の
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
く
の
は
結
構
な

こ
と
で
す
」

「
同
じ
よ
う
な
問
い
で
す
が
、

Ａ〈
一
切
の
自
分
の
苦
し
み
は
自
分

の
迷
い
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
〉
と

い
う
説
法
を
聞
き
ま
す
が
、
こ
れ

は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

「
そ
れ
は
何
を
言
お
う
と
さ
れ

Ｄ

て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
自
分
に

感
じ
る
苦
し
み
の
一
切
の
本
は

無
明
あ
る
い
は
執
着
心
か
ら
起
こ

む
み
ょ
う

る
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
は
大
事
な
教
え
で
す
」

「
と
い
う
こ
と
は
現
在
の
苦
し

Ａみ
の
因
を
単
に
自
分
の
過
去
の
業

に
見
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で

す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
む
し
ろ
一

Ｄ切
の
苦
の
本
を
、
今
も
っ
て
い
る

自
分
の
迷
い
心
か
ら
来
る
と
の
教

え
で
す
。
自
分
に
起
こ
る
苦
し
み

の
原
因
を
過
去
の
自
分
の
悪
業
に

あ
る
と
受
け
と
る
の
は
い
い
と
し

て
も
、
苦
し
み
の
根
本
原
因
は
今

の
自
分
の
迷
い
心
・
執
着
心
か
ら

来
る
と
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
。
そ

の
よ
う
に
現
在
に
起
こ
る
苦
し
み

の
原
因
は
、
過
去
の
私
の
せ
い
と

い
う
よ
り
、
現
在
の
私
の
心
の
中

に
あ
る
と
い
う
の
が
む
し
ろ
仏
教

の
説
法
の
中
心
で
す
」

「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す

Ａか
」「

一
人
の
人
生
に
は
、
い
ろ
い

Ｄろ
な
苦
し
み
の
縁
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と

や
っ
て
き
ま
す
。
病
気
に
も
な
り

事
故
に
も
遭
い
、
災
害
に
も
遭
い
、

あ

あ

経
済
的
な
損
失
に
も
遇
い
、
人
間

そ
ん
し
つ

関
係
に
も
苦
し
み
ま
す
。
そ
れ
は

さ
ま
ざ
ま
な
因
縁
に
よ
っ
て
起
こ

っ
て
き
ま
す
。
生
き
て
い
る
と
い

ろ
い
ろ
な
難
儀
に
遇
う
の
は
ま
ぬ

な

ん

ぎ

あ

が
れ
ま
せ
ん
し
、
避
け
て
通
れ
ま

さ

せ
ん
。
し
か
し
、
や
っ
て
く
る
苦

難
に
対
し
て
、
そ
れ
を
悩
ん
だ
り

苦
し
ん
だ
り
嘆
い
た
り
せ
し
め
て

い
る
本
に
無
明
が
あ
り
我
愛
の
心

が
あ
る
の
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
る

の
で
す
」

「
自
分
に
対
す
る
執
着
心
（
あ

Ａる
い
は
無
明
）
が
自
分
に
起
こ
っ

て
く
る
様
々
な
苦
し
み
の
根
本
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う

Ｄ意
味
で
〈
一
切
の
自
分
の
苦
し
み

は
自
分
の
迷
い
か
ら
起
こ
っ
て
く

る
〉
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
無
明
が
破
ら
れ
る

と
、
た
と
え
苦
の
縁
が
襲
っ
て
き

て
も
そ
れ
ら
を
軽
く
受
け
と
り
自

分
を
見
失
う
こ
と
が
な
い
と
教
え

ら
れ
て
い
ま
す
」

「
釈
尊
が
〈
我
は
第
一
の
矢
を

Ａ受
け
て
も
第
二
の
矢
は
受
け
な

い
〉
と
い
わ
れ
た
と
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と

で
す
か
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
無
明
が
破

Ｄら
れ
て
い
く
と
、
た
と
え
外
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
苦
の
縁
（
第
一
の
矢
）

が
来
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
嘆
き

に
悲
し
ん
だ
り
、
落
ち
込
ん
で
し

ま
っ
た
り
（
第
二
の
矢
）
す
る
こ

と
が
な
く
、
つ
ね
に
人
生
に
光
と

希
望
を
も
っ
て
生
き
て
い
け
る
と

い
う
こ
と
で
す
」

(

了
）



三
不
三
信
誨
慇
懃

け

お

ん

ご

ん

像
末
法
滅
同
悲
引

書
き
下
し
（
三
不
三
信
の

誨

、

お
し
え

慇
懃
に
し
て
、
像
末
法
滅
、
同
じ

お
ん
ご
ん

ぞ
う
ま
つ

く
悲
引
す
）

現
代
語
訳
（
道
綽
禅
師
は
三
不
信

さ

ん

ぷ

し

ん

と
三
信
の
教
え
を
懇
切
に
示
し
、

こ
ん
せ
つ

正
法
・
像
法
・
末
法
・
法
滅
、
い

つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
本
願
念

仏
の
法
は
変
わ
ら
ず
人
々
を
救
い

続
け
る
こ
と
を
明
さ
れ
る
）

（
語
釈
）
三
不
信
ー
ー
ー
三
信
で

な
い
心
の
こ
と
。
そ
れ
は
淳

朴

じ
ゅ
ん
ぼ
く

で
な
い
心
、
一
心
で
な
い
心
、
相

続
し
な
い
心
の
こ
と
。

三
信
ー
ー
ー
三
不
信
の
反
対
で
、

淳
心
、
一
心
、
相
続
心
の
こ
と
。

＊

「

道

綽

禅

師

は

〈

三

信

と

Ｎ三
不
信
の
教
え
を
懇
切
に
示
し
〉

さ

ん
ぷ

し

ん

こ
ん
せ
つ

と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」

「
お
念
仏
を
称
え
て
い
て
も
、

Ｄ満
足
で
き
な
い
の
は
弥
陀
の
本
願

を
信
じ
て
い
な
い
か
ら
で
す
が
、

そ
の
状
態
を
道
綽
禅
師
は
曇
鸞
大

師
の
説
か
れ
た
三
不
信
の
思
し
召

し
に
よ
っ
て
さ
ら
に
詳
し
く
お
説

き
下
さ
っ
た
の
で
す
」

「
曇
鸞
大
師
の
説
か
れ
た
三
不

Ｎ信
と
は
」

「
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
に

Ｄ〈
三
種
の
不
相
応
あ
り
。
一
に
は

信
心
淳
か
ら
ず
、
存
ず
る
が
ご
と

あ
つ

そ
ん

く
亡
ず
る
が
ご
と
き
ゆ
え
な
り
。

二
に
は
信
心
一
な
ら
ず
、
決
定
な

き
が
ゆ
え
な
り
。
三
に
は
信
心
相

続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
ゆ
え
な

よ

ね

ん

り
〉

と
あ
り
ま
す
」

「
難
し
い
で
す
ね
。
や
さ
し
く

Ｎ教
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
ず
三
信
と

は
」「

三
信
と
は

淳

心
、
一
心
、

Ｄ

じ
ゅ
ん

相
続
心
の
こ
と
で
す
。
真
実
の
信

心
は
こ
の
よ
う
な
三
信
（
三
心
）

の
性
質
が
か
な
ら
ず
そ
な
わ
っ
て

い
る
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
逆

に
本
願
を
信
じ
る
信
心
が
真
実
の

信
心
で
な
い
場
合
は
、
信
心
が
淳

か
ら
ず
、
一
で
は
な
く
、
し
か
も

信
心
が
相
続
し
な
い
の
で
す
。
そ

れ
を
三
不
信
と
示
さ
れ
た
の
で

す
」「

〈

〉

、

Ｎ

信
心
が
淳
か
ら
ず

と
は

あ
つ

ど
う
い
う
状
態
で
す
か
」

信
心
が
淳
か
ら
ず

は

存

Ｄ
「
〈

〉

〈

ず
る
が
ご
と
く
亡
ず
る
が
ご
と
き

ゆ
え
な
り
〉
と
仰
せ
下
さ
る
よ
う

に
、
あ
る
時
は
阿
弥
陀
様
の
お
慈

悲
を
感
じ
て
信
心
が
あ
る
よ
う
に

思
っ
て
い
て
も
、
し
ば
ら
く
す
る

と
空
虚
で
さ
っ
ぱ
り
阿
弥
陀
仏
の

慈
悲
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
、
と

い
う
よ
う
に
信
心
が
あ
っ
た
り
な

か
っ
た
り
、
信
心
が
出
来
た
り
壊こ

わ

れ
た
り
す
る
よ
う
な
の
は
、
真
実

の
信
心
が
未
だ
私
に
成
就
し
て
い

な
い
た
め
で
す
。
そ
れ
は
本
願
に

た
い
す
る
淳
心
で
は
な
い
か
ら
だ

と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
す
」

「
あ
る
先
生
の
お
話
に
感
動
し

Ｎて
、
う
れ
し
涙
で
あ
ふ
れ
た
り
す

る
と
、
あ
あ
こ
れ
で
信
心
が
い
た

だ
け
た
と
思
う
。
し
か
し
や
が
て
、

阿
弥
陀
仏
の
〈
そ
の
ま
ま
な
り
を

助
け
る
〉
と
の
お
言
葉
を
聞
い
て

も
感
動
も
な
く
、
心
の
中
は
虚
し

く
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
状
態
に

な
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
今
ま
で

何
度
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

「
そ
う
い
う
の
を
〈
存
ず
る
が

Ｄご
と
く
亡
ず
る
が
ご
と
き
〉
と
こ

こ
で
仰
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
阿
弥

陀
仏
の
大
悲
の
お
心
が
ま
だ
い
た

だ
け
て
い
な
い
か
ら
で
す
」

「
あ
る
時
、
あ
あ
有
難
い
と
一

Ｎ度
は
感
激
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の

場
か
ぎ
り
の
感
激
で
あ
っ
て
、
あ

と
は
虚
し
く
な
っ
て
続
か
な
い
で

す
ね
」

「
そ
う
い
う
の
が
信
心
が
相
続

Ｄし
な
い
姿
と
い
わ
れ
る
の
で
す
」

「
あ
る
時
に
感
じ
た
仏
法
へ
の

Ｎ感
激
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、

歎
異
抄
第
九
章
を
持
ち
出
し
て
、

〈
他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご
と
き

の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
〉
と

自
分
自
身
に
い
い
き
か
せ
て
い
ま

す
が
」

「
そ
れ
は
〈
な
で
つ
け
安
心
〉

Ｄと
い
っ
て
、
教
え
の
言
葉
を
自
分

に
い
い
き
か
せ
て
、
無
理
に
落
ち

つ
こ
う
す
る
の
で
す
。
が
や
は
り

そ
れ
は
真
実
の
信
心
で
は
な
い
の

で
す
。
だ
か
ら
海
の
上
の
波
が
上

下
す
る
よ
う
に
、
喜
ん
で
み
た
り
、

虚
し
く
な
っ
て
み
た
り
の
繰
り
返

し
が
続
く
の
で
す
」

「
な
ぜ
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
を

Ｎ聞
い
て
も
、
聞
い
た
仏
法
が
〈
存

ず
る
が
ご
と
く
亡
ず
る
が
ご
と

く
〉
浮
動
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」

ふ

ど

う

「
そ
れ
は
弥
陀
の
大
悲
心
が
い

Ｄま
だ
自
分
に
〈
真
心
徹
到
〉
し
て

て
っ
と
う

い
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
」

「
真
心
徹
到
と
は
ど
う
い
う
こ

Ｎ

て
っ
と
う

と
で
す
か
」

「
真
心
徹
到
の
徹
到
に
つ
い
て

Ｄ

し
ん
し
ん

宗
祖
は
〈
髄
に
い
た
り
徹
る
〉
と

ず
い

と
お

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
私
の
心
の
中

枢
に
如
来
の
大

ち
ゅ
う
す
う

悲
心
が
届
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
が

真
実
信
心
を
い
た
だ
い
た
と
い
わ

れ
る
の
で
す
」

「
そ
う
な
る
と
信
心
が
あ
っ
た

Ｎり
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
く
な
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う

Ｄ信
心
の
す
が
た
を
こ
こ
で
は
淳
心

と
い
い
ま
す
」

「
淳

心
の
言
葉
の
意
味
は
」

Ｎ

じ
ゅ
ん
し
ん

「
淳
と
は
、
広
辞
苑
に
〈
す
な

Ｄお
で
か
ざ
り
け
の
な
い
こ
と
。
ま

じ
り
け
の
な
い
こ
と
〉
と
あ
り
ま

す
。
弥
陀
の
本
願
を
素
直
に
受
け

と
り
、
自
分
の
考
え
を
ま
じ
え
て

い
な
い
の
が
淳
心
と
し
て
の
信
心

で
す
」

「
そ
う
す
る
と
本
願
を
信
じ
る

Ｎの
は
淳
信
で
す
か
ら
、
弥
陀
の
本

願
を
ご
く
素
直
に
受
け
と
っ
て
い

る
こ
と
な
の
で
す
ね
」

「
え
え
実
際
そ
う
で
す
。
理
屈

Ｄも
何
も
な
い
、
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ

の
ま
ま
受
け
と
っ
て
い
る
外
に
信

心
は
な
い
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
が

〈
助
け
る
〉
と
仰
せ
下
さ
る
の
で

す
か
ら

〈
助
け
る
〉
と
そ
の
通

、

り
に
受
け
と
っ
て
い
る
ほ
か
に
あ

り
ま
せ
ん
」

「
阿
弥
陀
様
の
本
願
の
仰
せ
を

Ｎご
く
す
な
お
に
単
純
に
受
け
と
っ

て
い
る
心
、
そ
れ
が
淳
信
な
の
で

す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す

（
了
）

Ｄ

」

答

正
信
偈
に
学
ぶ
問

（
四
十
六
）



（
昭
和
五
十
七
年
）
六
月
十
一
日
（
金
）

朝
七
時
半

武
生
駅
前
の
林
病
院
の
待
合
室
に
て
。無

相

さ
て
昨
日
は
ド
コ
ま
で
書
い
た
こ
と
か
、
し

か
し
今
日
は
今
日
で
思
い
つ
い
た
こ
と
書
く
こ

と
に
し
ま
す
。

＊

「
三
定
死
」
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
よ
う
に

よ
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
凡
愚
は

久
遠
劫
来

三

、

、「

」

、

、

定
死

な
ん
で
す
が

コ
ト
出
離
に
関
し
て
は

全
く
無
力
で
、
出
離
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
ど

う
し
よ
う
も
な
い
自
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
気

が
つ
か
な
い
で
久
遠
劫
来
、
迷
い
に
迷
う
て
来

た
と
い
う
て
も
よ
い
と
思
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
だ
け
で
、
今
生

で
ご
縁
あ
う
よ
う
に
な
っ
て
、
五
年
、
十
年
、

聞
い
て
い
る
う
ち
、
知
ら
ぬ
間
に
「
三
定
死
」

ら
し
い
と
気
づ
か
さ
れ
た
の
で

今
さ
ら
の

三

、

「

定
死
」
で
は
な
い
の
で
す
。

「
三
定
死
」
は
文
字
通
り
「
三
定
死
」
で
、

助
か
る
道
は
な
く
、
凡
夫
と
し
て
は
、
未
来
永

遠
に
出
離
の
手
が
か
り
は
無
い
の
で
す
が
、
そ

れ
を
見
ぬ
か
れ
た
法
蔵
菩
薩
さ
ま
が
十
劫
の
昔

「

」

、

に

念
仏
往
生
の
道

を
建
て
て
く
だ
さ
っ
て

、

、「

」

そ
の
オ
カ
ゲ
で

私
に
い
わ
す
と

唯
念
佛

と
い
う
白
道
を
ひ
ら
い
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
、
自
分
と
し
て
は
、
た
だ
一
つ
の
道
が

あ
れ
ば
「
三
定
死
」
で
は
な
い
ワ
ケ
で
す
が
、

、

「

」

凡
夫
個
人
と
し
て
は

ま
っ
た
く
の

三
定
死

で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ま
ま
、
助
か
る
道
は

無
い
の
で
す
。

が
ソ
コ
で
、
如
来
法
蔵
様
が
「
念
仏
往
生
」

た
だ
念
佛
と
い
う
「
白
道
」
を
お
あ
た
え
下
さ

っ
て
、
と
う
て
い
助
か
ら
ぬ
身
に
、
お
助
け
の

道
を
つ
け
て
下
さ
っ
て

「
た
だ
念
佛
す
る
よ

、

り
ホ
カ
に
道
は
な
い
ぞ
よ
、
凡
夫
は
自
分
が
ド

ン
ナ
人
間
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ま
ま
称
え
よ
、

そ
の
ま
ま
白
道
に
ふ
み
こ
め
よ
」
と
、
言
い
づ

め
に
し
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
が

「
三
定

、

死
」
の
凡
夫
は
ナ
カ
ナ
カ
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
な

い
。そ

れ
で
自
己
流
に
「
若
存
若
亡
」
を
十
年
二

十
年
、
三
十
年
と
く
り
か
え
し
つ
つ
、
そ
の
ま

ま
で
、
人
生
に
わ
が
ム
ネ
に
、
光
が
見
出
せ
ぬ

ま
ん
ま
ほ
と
ん
ど
の
人
が
死
ん
で
し
ま
う
の
で

す
ね
え
。

紀
さ
ん
の
手
紙
に

此
の
道
（
白
道
）
は
余
り
に
も
狭
く
余
り
に
も

単
純
で
、
何
か
本
当
に
往
け
る
の
だ
ろ
う
か
、
助

か
る
の
だ
ろ
う
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
一
生
か
か

っ
て
も
駄
目
で
は
な
か
ろ
う
か
と
の
疑
念
が
湧
い

て
ま
い
り
ま
す
。

又
自
分
の
様
な
ダ
メ
な
人
間
で
は
往
け
る
だ

。

ろ
う
か
と
思
っ
た
り
し
ま
す

と
正
直
に
書
い
て
い
る
が

「
自
分
の
様
な
ダ

、

メ
人
間
」
の
た
め
に
特
に
五
劫
思
惟
、
永
劫
修

行
さ
れ
て
の
「
念
仏
往
生

「
た
だ
念
佛
」
の

」

白
道
ゆ
え
、
全
く
の
ダ
メ
人
間
が
渡
ら
な
く
て

は
渡
る
人
が
な
い
の
で
す
。

ダ
メ
人
間
の
た
め
に
特
に
「
念
仏
往
生
の
本

願
を
た
て
ら
れ
、
た
だ
念
佛
の
白
道
を
、
だ
れ

で
も
、
渡
れ
る
よ
う
に
、
白
道
し
て
下
さ
っ
て

い
る
の
で
、
ダ
メ
で
な
い
人
間
の
た
め
の
白
道

で
は
な
い
ー
ー
ー
。

た
と
え
ば
串
木
野
か
ら
コ
シ
キ
島
ま
で
泳
い

で
ゆ
け
な
い
、
歩
い
て
は
ゆ
け
な
い
人
の
た
め

に
「
串
木
野
ー
ー
コ
シ
キ
島
」
間
の
渡
し
船
が

あ
る
の
で
、
泳
げ
な
い
人
、
海
の
上
歩
け
な
い

人
間
が
「
私
の
よ
う
な
泳
げ
な
い
人
間
は
こ
の

渡
し
船
に
乗
る
資
格
は
な
い
」
な
ど
と
言
っ
た

ら
サ
ゾ
お
か
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
う
て
い
歩
い
て
ゆ
け
な
い
人
の
た
め
の
渡

し
船
で
あ
り
、
列
車
で
あ
り
、
バ
ス
で
あ
る
の

に

「
私
は
歩
け
な
い
、
泳
げ
な
い
か
ら
、
乗

、
っ
た
ら
い
け
な
い
だ
ろ
う
」
と
思
う
の
は
コ
ッ

ケ
イ
な
話
で
、
そ
う
い
う
人
の
た
め
の
渡
し
船

で
あ
り
、
白
道
「
念
仏
往
生
の
道
」
な
の
だ
か

ら
、
そ
う
い
う
ワ
レ
ワ
レ
が
乗
せ
て
も
ら
わ
ね

ば

「
乗
り
手
」
が
一
人
も
な
い
こ
と
に
な
っ

、
て
、
船
主
（
如
来
）
の
方
は
こ
ま
っ
て
し
ま
う

こ
と
で
し
ょ
う
。

紀
さ
ん
は

自
分
の
様
な
ダ
メ
な
人
間
で
は
往
け
る
だ
ろ

う
か
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

と
言
っ
て
い
る
が
、
往
く
こ
と
、
海
上
を
歩
く

こ
と
、
泳
ぐ
こ
と
の
出
来
な
い
ダ
メ
人
間
の
た

め
の
「
串
木
野
ー
ー
コ
シ
キ
島
間
」
の
渡
し
船

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
こ
そ
、
ダ
メ
人
間
こ

そ

「
あ
り
が
と
う
、
あ
り
が
と
う
」
と
乗
せ

、
て
も
ら
い
、
乗
せ
て
い
っ
て
も
ら
え
ば
よ
い
の

で
、
そ
れ
も
渡
し
船
に
乗
る
の
に
お
金
や
お
礼

は
一
銭
も
い
ら
な
い
の
で
、
マ
ル
キ
リ
、
タ
ダ

の
船
な
の
で
、
た
だ
お
お
せ
の
ま
ま
に
乗
せ
て

い
た
だ
け
ば
、
自
分
で
往
け
、
歩
け
と
い
う
の

で
は
な
く
、
船
が
自
然
と
渡
し
て
く
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
自
分
の
よ
う
な
ダ
メ
な
人
間
が
は

た
し
て
「
往
け
る
だ
ろ
う
か
」
の
心
配
は
い
ら

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
だ
「
三
定
死
」
と
い
う
自
覚
ま
で
い
っ
て

い
な
い
と
い
う
の
は

自
分
の
様
な
ダ
メ
人
間
で
本
当
に
往
け
る
の

だ
ろ
う
か
。

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ま
だ
「
三
定
死
」
に

な
っ
て
い
な
い
。
ま
だ
「
三
定
死
」
の
自
覚
さ

え
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
三
定
死
」
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
ダ

メ
人
間
と
ホ
ン
ト
ー
に
思
っ
た
ら
文
句
な
く
、

白
道
に
ふ
み
こ
め
ば
い
い
、
渡
し
船
に
乗
れ
ば

、

「

」

い
い
の
で

そ
れ
も
自
分
で

ふ
み
こ
む
こ
と

も
「
乗
り
こ
む
こ
と
」
も
い
ら
な
い
の
で
す
ね

え

「
ふ
み
込
む
力
」
も
「
乗
り
こ
む
力
」
も

。
な
い
、
ま
っ
た
く
の
「
ダ
メ
人
間
」
な
の
で
早

や
す
で
に
「
お
念
佛
」
を
下
さ
れ
て
い
て
、
今

さ
ら
ふ
み
こ
む
こ
と
も
、
乗
り
こ
む
こ
と
も
い

ら
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
ね

え
。
そ
れ
こ
そ
底
無
し
の
ダ
メ
人
間
な
の
で
。

ご
和
讃
に

弥
陀
観
音
大
勢
至

大
願
の
船
に
乗
じ
て
ぞ

生
死
の
海
に
浮
か
び
つ
つ

乗
せ
て
必
ず
渡
し
け
る

と
「
乗
せ
て
」
と
ま
で
お
さ
と
し
下
さ
っ
て
い

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

自
分
か
ら
乗
っ
た
り
往
こ
う
と
し
た
り
す
る

、

「

」

こ
と
ま
で
出
来
ぬ

マ
ル
キ
リ
の

ダ
メ
人
間

で
あ
る
か
ら

「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
仰
せ
が

、

あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う

「
ダ
メ
人
間
」
の

。

「

」

。

ダ
メ
な
ソ
ノ
マ
マ

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

（
続
く
）

木
村
無
相
さ
ん
の
法
信
５


