
光
雲
無
碍
如
虚
空

む

げ

一
切
の
有
碍
に
さ
わ
り
な
し

光
沢
か
ぶ
ら
ぬ
も
の
ぞ
な
き

こ
う
た
く

難
思
議
を
帰
命
せ
よ

き
み
ょ
う

現
代
語
意
訳

（
弥
陀
の
光
明
は
雲
の
よ
う
に
あ

ま
ね
く
い
き
わ
た
り
、
一
切
の
衆

生
に
法
雨
を
そ
そ
ぎ
、
虚
空
の
ご

と
く
衆
生
の
ど
の
よ
う
な
煩
悩
悪

業
に
も
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
な

く
（
無
碍
光
）
す
べ
て
の
も
の
に

恵
み
を
与
え
給
う
。
不
思
議
の
弥

陀
を
た
の
み
と
せ
よ
）

＊

＊

＊

今
回
の
こ
の
ご
和
讃
は
、
曇
鸞

大
師
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
あ

り
ま
す

「
光
雲
無
碍
に
し
て
虚
空
の
ご
と

し
。
ゆ
ゑ
に
仏
を
ま
た
無
礙
光
と

号
け
た
て
ま
つ
る
。
一
切
の
有
礙

う

げ

光
沢
を
蒙
る
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
難
思

こ
う
た
く

議
を
頂

礼
し
た
て
ま
つ
る

」
。

ち
ょ
う
ら
い

の
句
を
親
鸞
聖
人
が
和
讃
さ
れ
た

も
の
で
す
。

「
光
雲
無
碍
如
虚
空
（
光
雲
無

む

げ

碍
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し

」
に

）

つ
い
て
聖
人
は
「
光
、
雲
の
如
く

し
て
碍
り
な
き
こ
と
虚
空
の
如

さ
わ

し
」
と
左
訓
（
注
）
し
て
お
ら
れ

ま
す
。

「
光
、
雲
の
ご
と
く
」
と
い
わ

れ
る
の
は
分
か
り
に
く
い
の
で
す

が
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
、
大
空

を
覆
っ
て
い
る
雲
に
譬
え
て
お
ら

お
お

た
と

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

光
明
を
雲
に
譬
え
て
〈
光
雲
〉
と

い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。阿

弥
陀
仏
の
〈
光
〉
と
は
、
阿

弥
陀
仏
の
無
量
の
智
慧
と
慈
悲
の

は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
そ
の
量
り
な
い
阿

弥
陀
仏
の
お
は
た
ら
き
が
一
切
衆

生
の
上
に
、
な
に
も
の
に
も
さ
ま

た
げ
ら
れ
ず
に
、
行
き
渡
っ
て
い

る
こ
と
を
こ
こ
で
は
大
空
を
覆
う

〈
雲
〉
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
き
な
雲
は
私
た
ち
を
覆
い
、

お
お

雨
に
な
っ
て
山
川
草
木
に
水
を
そ

そ
い
で
、

潤

し
ま
す
。
そ
の
よ

う
る
お

う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
、
雲

の
ご
と
く
に
万
物
を
覆
い
、
衆
生

に
法
の
雨
を
ふ
ら
し
て
、
養
い
育

て
て
下
さ
い
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
の
功
徳

で
あ
る
光
雲
は
、

雨
と
な
っ
て
私
た

ち
に
こ
の
上
な
い

恵
み
を
ふ
り
注
い

で
、
私
た
ち
の
心
を
潤

沢
に
潤

じ
ゅ
ん
た
く

し
て
下
さ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

こ
の
和
讃
を
味
わ
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

私
た
ち
の
心
は
飢
え
渇
い
て
い

う

か
わ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い

つ
も
「
も
の
足
り
な
い
」
と
感
じ

て
い
る
私
た
ち
は
、
外
に
満
足
を

求
め
、
慰
め
を
求
め
、
気
晴
ら
し

を
求
め
て

「
も
の
足
り
よ
う
」

、

「

」

、

満
足
し
た
い

と
う
ろ
う
ろ
し

あ
せ
っ
て
い
ま
す

〈
も
う
高
齢

。

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
死
ぬ
時
に

は
後
悔
の
無
い
よ
う
に
で
き
る
だ

け
、
楽
し
ん
で
お
き
た
い
〉
と
あ

せ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま

す
。
元
気
な
間
に
行
き
た
い
と
こ

ろ
や
見
た
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
お

か
ね
ば
損
だ
と
ば
か
り
に
、
し
よ

っ
中
、
出
か
け
る
人
も
い
ま
す
。

私
も
そ
う
い
う
煩
悩
を
自
分
に
感

じ
る
時
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
の

こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
。

こ
の
世
を
去
る
時
に

「
私
は

、

充
分
生
き
た
」
と
言
え
る
か
ど
う

か
。
い
や
「
も
っ
と
生
き
た
い
の

に
こ
こ
で
死
ぬ
の
は
残
念
だ
」
と

い
う
心
残
り
が
あ
っ
て
、
不
完
全

燃
焼
で
こ
の
世
の
生
を
終
わ
っ
て

し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

「
朝
に
道
を
聞
い
て
夕
べ
に
死

す
と
も
可
な
り
」
と
い
う
孔
子
の

有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
が

夕
、「

べ
に
死
す
と
も
可
な
り
」
い
わ
ば

今
晩
死
ん
で
も
満
足
で
あ
る
と
い

、〈

〉

え
る
の
は

普
遍
的
な
ま
こ
と

に
で
あ
っ
て
、
す
で
に
心
が
満
た

さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

今
ま
で
に
た
く
さ
ん
の
美
味
し

い
も
の
を
食
べ
、
さ
ま
ざ
ま
な
美

し
い
自
然
の
風
物
に
も
接
し
、
い

ろ
ん
な
観
光
地
に
も
行
き
、
沢
山

の
音
楽
を
聴
き
、
映
画
や
テ
レ
ビ

で
毎
日
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
映

像
を
鑑
賞
し
、
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し

み
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
で
あ
っ
て

お
し
ゃ
べ
り
も
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
も
な
お
そ
う
い
う
も
の
を
追

い
続
け
て
「
も
の
足
り
よ
う
」
と

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

（

）

に
よ
っ
て
も
我
が
心

た
ま
し
い

は
な
お
満
足
で
き
な
い
も
の
な
の

で
す
。

こ
う
い
う
人
生
生
活
を
送
る
人

を
イ
ン
ド
の
世
親
菩
薩
（
バ
ス
バ

ン
ド
ウ
。
四
０
０
～
四
八
０
）
は

「
空
過
者

（
む
な
し
く
過
ぎ
る

」

者
）
と
『
浄
土
論
』
で
仰
せ
に
な

っ
て
い
ま
す
。

全
て
の
も
の
は
過
去
へ
過
去
へ
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と
流
れ
去
っ
て
い
き
ま
す
。
い
ろ

い
ろ
な
楽
し
み
は
み
な
思
い
出
に

な
っ
て
行
き
ま
す

「
で
き
る
だ

。

け
生
き
て
沢
山
の
楽
し
い
思
い
出

を
残
し
た
い
」
と
せ
っ
せ
と
思
い

出
作
り
に
励
み
、
あ
ち
こ
ち
に
行

っ
て
い
ろ
ん
な
景
色
を
写
真
に
撮

り
ま
く
っ
た
り
し
ま
す
。
で
も
、

思
い
出
は
沢
山
で
き
て
も
、
そ
う

言
っ
て
い
る
私
は
死
に
つ
つ
あ

り
、
死
ん
で
ど
こ
へ
い
く
の
で
し

ょ
う
か
。

そ
う
い
う
過
ぎ
去
っ
て
思
い
出

と
な
る
だ
け
の
楽
し
み
に
は
、
ど

う
し
て
も
「
は
か
な
さ
」
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
蓮
如
上
人
は
『
御

文

（
一
帖
目
）
に

』
「
人
間
は
た
だ
電
光
朝
露
の
、
ゆ

ち
ょ
う
ろ

め
ま
ぼ
ろ
し
の
あ
い
だ
の
た
の
し

み
ぞ
か
し
。
た
と
い
ま
た
栄
花
栄

耀
に
ふ
け
り
て
、
お
も
う
さ
ま
の

よ
うこ

と
な
り
と
い
う
と
も
、
そ
れ
は

た
だ
五
十
年
乃
至
百
年
の
う
ち
の

こ
と
な
り

」
。

と
仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
楽
し
み
は
私
の
心
の

表
層
の
部
分
を
満
た
す
だ
け
で

す
。
私
た
ち
の
心
は
自
分
で
考
え

る
以
上
に
底
は
ず
っ
と
深
い
も
の

で
す
。

こ
の
魂
の
深
い
と
こ
ろ
で
、
私

を
満
足
さ
せ
ず
、
底
晴
れ
せ
し
め

な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

何
で
し
ょ
う
か
。
心
の
底
に
う
ご

め
い
て
い
る
欠
乏
感
は
何
で
し
ょ

う
か
。

そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
ょ

う
が

一
番
大
き
な
も
の
は

私

、

、「

は
ど
こ
ま
で
も
生
き
た
い
け
ど
死

な
ね
ば
な
ら
な
い

「
私
は
死
へ

」

と
い
そ
ぐ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

魂
の
う
め
き
で
は
な
い
で
よ
う

か
。
こ
の
う
め
き
は
い
ろ
ん
な
こ

の
世
の
慰
め
や
快
適
さ
や
快
楽
で

は
解
消
で
き
な
い
も
の
な
の
で

す
。し

か
る
に
、
す
べ
て
は
過
ぎ
去

り
、
思
い
出
と
な
っ
て
も
、
過
ぎ

去
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
あ

た
か
も
、
川
の
水
は
一
瞬
一
瞬
に

流
れ
去
り
ま
す
が
、
川
底
は
い
つ

で
も
動
か
な
い
が
ご
と
く
、
今
の

生
の
い
と
な
み
は
す
ぐ
に
過
去
へ

流
れ
去
り
ま
す
が
、
決
し
て
過
ぎ

去
ら
な
い
も
の
が
ま
し
ま
す
。

そ
れ
は
、
今
こ
こ
に
い
つ
で
も

私
と
と
も
に
い
て
下
さ
る
「
量
り

」（

）

無
き
い
の
ち
と
光

阿
弥
陀
仏

で
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
は
い
つ
も
私
と
と
も

、

〈

〉

に
い
て

私
に

南
無
阿
弥
陀
仏

と
恵
み
の
雨
を
降
り
そ
そ
ぎ
、
喚

び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
私
と
と
も
に
ま
し
ま

す
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
を
無
量
寿
佛

（
如
来
）
と
も
う
し
ま
す
。
い
の

ち
は
か
り
な
く
光
明
は
か
り
な
き

お
方
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
大
悲
の
智

慧
の
光
で
す
か
ら
、
私
の
心
の
闇

を
照
ら
し
明
る
く
し
、
私
た
ち
に

生
き
る
力
を
与
え
、
喜
び
を
与
え

て
下
さ
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
光

は
私
の
心
の
底
か
ら

潤

し
て
下

う
る
お

さ
い
ま
す
。
ま
さ
に
こ
こ
で
い
う

〈

〉

。

光
沢
か
ぶ
る

の
で
あ
り
ま
す

こ
の
光
は
、
私
た
ち
の
人
間
性

の
良
し
悪
し
、
能
力
の
有
る
無
し
、

頭
脳
の
優
劣
、
経
済
力
の
大
小
、

民
族
の
種
類
な
ど
一
切
の
条
件
や

制
限
や
区
別
に
さ
ま
た
げ
ら
れ

ず
、
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も

の
を
平
等
に
照
ら
し
、
働
き
か
け
、

喚
び
か
け
、
養
い
そ
だ
て
て
下
さ

い
ま
す

「
一
切
の
有
碍
に
さ
わ

。

り
な
」
く
、
照
ら
し
て
い
て
下
さ

い
ま
す
。

釈
尊
は
「
阿
弥
陀
仏
ま
し
ま
す
。

す
べ
て
の
衆
生
を
照
ら
し
、
喚
び

か
け
て
下
さ
る
阿
弥
陀
仏
の
光
に

気
づ
い
て
く
れ
よ
」
と
浄
土
の
経

典
を
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。

説
か
れ
た
教
法
は

「
阿
弥
陀

、

仏
は
い
つ
も
我
ら
と
と
も
に
ま
し

ま
す
」
こ
と
を
私
た
ち
に
告
げ
知

ら
せ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
私
た
ち
に
無
条
件
に
与
え
ら
れ

て
い
る
恵
み
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

恵
み
こ
そ
、
私
た
ち
を
空
過
せ
し

め
ず
、
流
転
せ
し
め
な
い
恵
み
で

あ
り
ま
す
。
聖
人
の
御
和
讃
に
は

本
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

「
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

」

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀

仏
の
お
働
き
で
あ
る
本
願
力
に
で

あ
う
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲

の
お
心
と
離
れ
な
く
な
り
、
阿
弥

陀
仏
の
大
悲
に
慰
め
ら
れ
、
勇
気

づ
け
ら
れ
、
未
来
に
希
望
が
与
え

ら
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
功
徳
が

与
え
ら
れ
て
も
、
煩
悩
は
い
ぜ
ん

と
し
て
起
こ
り
づ
め
で
す
が
、
煩

悩
に
よ
っ
て
も
阿
弥
陀
仏
と
私
の

間
は

障

げ
ら
れ
た
り
引
き
裂
か

さ
ま
た

れ
た
り
は
せ
ず
、
煩
悩
の
我
が
心

に
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
心
が
融
け

込
ん
で
一
つ
に
な
っ
て
下
さ
い
ま

す
。そ

の
阿
弥
陀
仏
へ
は
私
の
方
か

ら
あ
い
に
い
こ
う
と
し
て
も
あ
え

ま
せ
ん
。
幸
福
の
青
い
鳥
を
外
に

探
し
求
め
て
も
青
い
鳥
は
ど
こ
に

も
い
な
い
よ
う
に
。
青
い
鳥
は
外

に
求
め
て
も
い
な
い
の
で
す
。
じ

つ
は
青
い
鳥
は
私
た
ち
一
人
一
人

と
と
も
に
既
に
今
こ
こ
に
い
る
の

で
す
。
た
だ
そ
の
こ
と
に
気
が
つ

か
な
い
だ
け
な
の
で
す
。

青
い
鳥
（
阿
弥
陀
仏
）
は
、
私

た
ち
と
共
に
い
た
も
う
だ
け
で
は

。〈

〉

あ
り
ま
せ
ん

南
無
阿
弥
陀
仏

と
鳴
き
続
け
喚
び
続
け
て
お
ら
れ

る
の
で
す
。
そ
の
喚
び
声
を
お
念

仏
の
声
に
お
い
て
聞
く
と
き

あ
、「

あ
私
は
阿
弥
陀
仏
様
に
だ
か
れ
て

い
る
の
だ
」
と
知
ら
さ
れ
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
喚
び
か
け

汝
、「

を
助
け
る
、
引
き
受
け
る
、
浄
土

へ
連
れ
て
い
く
」
と
仰
せ
下
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。

こ
の
阿
弥
陀
仏
の
お

用

き
を

は
た
ら

こ
こ
で
は
〈
難
思
議
〉
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
思
議
い
わ

ば
思
案
や
考
え
や
思
索
の
お
よ
ば

な
い
有
難
い
お
用
き
が
弥
陀
の
本

願
力
で
あ
り
南
無
阿
弥
陀
仏
な
の

だ
と
い
う
思
し
召
し
で
す
。

「
汝
を
そ
の
ま
ま
な
り
で
助
け

る
」
と
い
う
南
無
阿
弥
陀
仏
の
大

悲
の
仰
せ
は
、
私
た
ち
の
考
え
（

分
別
）
を
い
か
ほ
ど
積
み
重
ね
て

も
、
納
得
で
き
る
話
で
は
な
い
の

で
す
。
そ
う
で
し
ょ
う

「
極
重

。

悪
人
よ
、
我
が
名
を
称
え
る
ば
か

り
で
仏
に
す
る
」
と
い
う
お
誓
い

で
す
か
ら
。

な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
私
た
ち
の

、「

」

よ
う
に

こ
う
だ
か
ら
こ
う
だ

と
原
因
と
結
果
で
理
解
し
よ
う
と

す
る
頭
に
は
「
わ
か
ら
ぬ
話
」
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀

仏
の
お
話
は
、
理
屈
は
つ
か
な
い

け
ど
、
な
ん
と
ま
あ
有
難
い
話
で



は
あ
り
ま
せ
ん
か

「
一
声
と
な

。

え
る
ば
か
り
で
往
生
せ
し
め
る
」

と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
誓
い

は
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
分
か
ら
な

い
け
れ
ど
、
こ
れ
が
ま
こ
と
と
す

る
と
驚
く
べ
き
受
容
（
救
い
）
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
み
言
葉
が
極
め
て
有
難
い

仰
せ
と
感
じ
な
い
の
は
、
自
分
が

ま
だ
何
と
か
な
る
、
ど
こ
か
に
救

い
が
ま
だ
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。
右
に
も
左
に
も
行
け
ぬ
、

前
に
も
後
ろ
に
も
行
け
ぬ
、
ど
う

し
て
み
よ
う
も
な
い
袋
小
路
に
い

る
死
人
の
如
き
私
た
ち
と
知
ら
さ

れ
る
な
ら
、
こ
の
不
思
議
で
大
悲

極
ま
り
な
い
み
言
葉
に
〈
あ
り
が

と
う
〉
と
し
た
が
う
ほ
か
は
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
れ
で
こ
こ
に
「
難
思
議
を
帰

命
せ
よ
」
と
、
思
議
し
が
た
い
不

思
議
な
大
悲
の
仰
せ
を
〈
あ
あ
不

思
議
な
お
助
け
よ
〉
と
た
の
め
、

誓
願
不
思
議
に
ま
か
せ
よ
と
聖
人

は
お
す
す
め
下
さ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

（
了
）

《
住
職
雑
感
》

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
師
に
次
い
で
世
界

的
に
有
名
な
ベ
ト
ナ
ム
僧
の
テ
ィ
ク

・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
師
（
フ
ラ
ン
ス
在

住
）
が

「
も
し
か
し
た
ら
、
あ
な

、

た
は
、
自
分
が
政
府
に
入
っ
て
権
力

を
得
れ
ば
、
し
た
い
こ
と
が
で
き
る

、

。

と

考
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
あ
な
た
が
大
統
領
に
な
れ
ば
、

同
じ
厳
し
い
現
実
に
直
面
す
る
は
ず

で
す
。
た
ぶ
ん
、
あ
な
た
は
、
ま
っ

た
く
同
じ
こ
と
を
す
る
で
し
ょ
う
。

少
し
ま
し
か
、
少
し
劣
っ
た
や
り
方

で
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
自
分
が
政

治
家
に
な
っ
て
政
治
を
動
か
せ
る
よ

、

、

う
に
な
る
と

政
治
を
改
革
で
き
て

社
会
は
ず
っ
と
善
く
な
る
と
思
う
だ

ろ
う
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
い
ざ

実
際
に
改
革
し
よ
う
と
す
る
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
抵
抗
に
あ
っ
て
、
た
い
し

た
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
ハ
ン
師
は

言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。さ

ら
に
ハ
ン
師
は
「
政
府
の
自
由

は
、
私
た
ち
の
日
常
の
生
き
方
に
依

存
し
て
い
ま
す
」
と
言
い
ま
す
。
な

ぜ
理
想
的
な
政
治
は
で
き
な
い
の

か
。
そ
れ
は
政
治
を
底
で
支
え
て
い

る
国
民
の
日
常
の
生
き
方
や
考
え
、

い
わ
ば
人
生
観
や
倫
理
観
に
依
存
し

て
い
る
。
国
民
の
日
常
の
生
き
方
や

考
え
が
正
し
く
養
わ
れ
て
い
な
い

と
、
一
部
の
誠
実
な
政
治
家
や
政
策

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
者
だ
け
の
理

想
的
な
理
念
で
は
社
会
は
動
か
な
い

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば

社
会
の
土
壌
が
善
く
な
ら
な
い
と
本

当
に
は
政
治
は
善
く
な
ら
な
い
。
逆

の
面
が
あ
る
に
し
て
も
。

た
と
え
ば
現
代
の
日
本
人
（
あ
る

い
は
組
織
）
の
考
え
の
中
に
「
政
府

の
政
策
に
よ
っ
て
景
気
さ
え
良
く
な

り
、
所
得
さ
え
上
が
れ
ば
、
あ
と
の

政
策
は
問
題
が
あ
っ
て
も
目
を
つ
む

る
」
と
か
「
景
気
よ
け
れ
ば
全
て
良

し
」
と
い
う
意
識
な
り
考
え
が
か
な

り
あ
る
と
思
う
。
景
気
が
良
く
な
る

こ
と
が
一
番
で
、
た
と
え
世
界
の
紛

争
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
っ

て
も
、
あ
る
い
は
リ
ス
ク
の
あ
る
原

発
を
再
稼
働
す
る
よ
う
に
な
っ
て

も
、
目
を
つ
む
ろ
う
と
す
る
。
こ
う

い
う
考
え
の
中
に
あ
る
の
は
、
経
済

生
活
の
安
定
、
所
得
の
向
上
が
一
番

の
関
心
事
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
生
生

活
の
中
心
で
あ
る
と
す
る
思
い
が
強

い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
い

う
国
民
意
識
が
政
治
を
動
か
す
底
流

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ま
じ
め
に
社

会
を
善
く
し
よ
う
と
す
る
一
部
の
人

が
旗
を
振
っ
て
も
な
か
な
か
国
民
多

数
は
動
か
な
い
。

「

」

こ
う
い
う

経
済
利
益
第
一
主
義

の
人
生
観
を
浄
化
す
る
の
が
宗
教
の

大
事
な
役
割
の
一
つ
で
あ
る
と
思

う
。
上
部
構
造
の
変
革
も
大
事
だ
が

社
会
の
下
部
構
造
す
な
わ
ち
社
会
の

土
壌
、
そ
れ
を
浄
化
す
る
こ
と
が
、

大
変
大
事
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え

効
果
は
す
ぐ
に
は
期
待
で
き
な
い
と

し
て
も
。

日
本
人
は
他
の
国
民
に
比
し
て
、

交
通
ル
ー
ル
な
り
法
律
を
守
ろ
う
と

す
る
意
識
が
高
い
し
、
人
に
も
親
切

で
あ
り
、
そ
う
簡
単
に
ウ
ソ
は
つ
か

な
い
。
こ
う
い
う
倫
理
感
は
一
朝
一

夕
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
長
い

間
の
日
本
の
歴
史
の
中
で
つ
ち
か
わ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
六
世
紀
に

日
本
に
入
っ
て
き
て
土
着
化
し
た
仏

教
は
こ
う
い
う
良
き
土
壌
化
に
寄
与

し
て
き
た
と
思
う
。
た
だ
近
世
に
な

っ
て
仏
教
の
影
響
力
が
衰
え
て
き
た

こ
と
と
近
代
日
本
が
戦
争
に
積
極
的

に
関
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
は
深
い

関
係
が
あ
る
と
思
う
。

（
了
）

〈
遠
方
法
話
予
定
〉

（
詳
し
く
は
念
佛
寺
に
尋
ね
て
下
さ

い

）
。

＊
十
月
十
一
日
。
福
井
別
院
。
十
時

始
。

＊
十
月
十
五
日
。
名
古
屋
市
、
坪
井

宅
（
十
時
～
二
時
半

。
座
談
有

）

＊
十
一
月
十
日
。
名
古
屋
別
院
。

十
時
か
ら
二
時
半
。
座
談
有

＊
十
一
月
十
七
日
（
午
後
）
～
十
九

日
（
午
後
）
ま
で
。
福
井
別
院
。

（

）

法
話
と
座
談

別
院

。

℡07
76

2
14

10
0

宿
泊
可
。

＊
十
一
月
二
十
三
日
～
二
十
四
日
。

金
沢
市
、
名
聲
寺

＊
十
二
月
十
三
日
～
十
四
日
。

姫
路
市
、
西
源
寺

＊
十
二
月
十
七
日
。
福
井
別
院
。
十

時
始
。

以
上

《

》

念
佛
寺
報
恩
講

（
月
）

十
二
月
二
十
二
日

午
後
二
時
始

ご
講
師

芦
屋
市

片

岡

雅

子

先
生

＊
な
お
十
二
月
二
十
二
日
は

よ
り

午
前
十
時

勤
行
・
法
話
（
念
佛
寺
住
職
）
が
あ
り
ま
す
。





（
昭
和
五
十
八
年
九
月
八
日
の
私
へ
の
お
便
り

の
続
き
。
無
相
さ
ん
七
九
歳
。
亡
く
な
ら
れ
る

四
ヶ
月
前
の
お
便
り
で
す
）

＊

＊

＊

＊

＊

そ
う
い
う
意
味
で
は
、

メ
ク
ラ
の
子
は
、
目
ア
キ
に
な
っ
て
か
ら
で

は
な
く
、
メ
ク
ラ
の
ま
ン
ま
、
目
ア
キ
の
如
来

に
た
だ
念
佛
、

、「

」
、「

」
、

と

手
を
引
か
れ
て

生
死
出
離
之
境
涯

無
量
光
明
土
に
、
ま
い
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

今
生
、
た
だ
今
で
な
く
、

臨
終
一
念
の
夕
べ
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す

で

「
来
生
の
開
覚
」
で
、
充
分
な
の
で
、
御

、
信
心
い
た
だ
い
た
ら
、
ソ
コ
が

「
成
仏
だ

、

、

」

悟
り
だ

と
言
わ
れ
て
も

こ
の
よ
う
な

地

「

」

、

「

獄
一
定
す
み
か
」
の
身
は
、
か
え
っ
て
こ
ま
り

ま
す
。

『
歎
異
抄
』
第
十
五
條
に
、

来
生
の
開
覚
は
、
他
力
浄
土
の
宗
旨
、
信
心

、

決
定
の
道
な
る
が
故
な
り

で
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
信
心
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
が
サ
ト
リ
で
あ

る
」
今
の
若
い
人
は
言
い
た
が
り
、
先
生
、
講

師
ま
で
、
そ
う
言
い
た
が
り
、
そ
れ
が
真
宗
の

「
現
代
的
解
釈
」
と
得
意
に
な
っ
て

「
現
代

、

が
っ
て
い
る

が

あ
れ
は

実
質
的
に
は

歎

」

、

、

『

異
抄
』
に
お
け
る

誓
名
別
信
系
の

知
識
的
、
観
念
的
、
哲
学
が
っ
て
い
る
「
異

」
、

安
心
者

と
い
う
よ

り
も
「
無

安
心
者
」

の

言
う
こ
と
、
教
え
る
こ
と
で
、
ワ
レ
ワ
レ

の
、
実
際
に
即
し
ま
せ
ん
。

『
歎
異
抄
』
第
十
五
條
の
最
后
に
、

浄
土
真
宗
に
は
、

今
生
に
本
願
を
信
じ
て
、
彼
の
土
に
し
て
サ

「

」

ト
リ
を
ば
開
く
と
な
ら
い
候
う
ぞ

と
こ
そ
、
故
聖
人
の
仰
せ
に
は
候
い
し
か
。

と
唯
円
房
は
、
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
通
り
だ

と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
今
回
の
手
紙
、
と
う
と
う

に
な
り

５０

ま
し
た
。
も
う
「
目
」
も
「
腰
」
も
つ
か
れ
ま

、

。

し
た
か
ら

こ
れ
で
や
め
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す

○

今
回
の
紀
さ
ん
の
手
紙

「
真
実
信
心
」
と

、

は
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
お
領
解
、
ま
こ
と
に
ま
こ
と
に
、
う
れ
し

く
う
れ
し
く
、
あ
り
が
た
く
拝
読
し
ま
し
た
。

こ
の
「
真
実
信
心
」
こ
そ
は
、
善
導
さ
ま
の

い
わ
れ
る
「
二
種
深
信
」
の
「
二
種
一
具
の
真

実
信
心
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て

あ
り
け
る
を
（
信
機
）

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
（
念
仏

往
生
の
）
本
願
（
法
）
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
、

は
そ
の
ま
ま

「
二
種
一
具
の
真
実
信
心
」
よ

、

り
の
お
言
葉
で
す
ね
ェ
、

「

」「

」

こ
れ
即
ち

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ

た
だ
念
佛

の
ホ
カ
な
い
こ
と
で
す
。

○

今
、
愚
悪
の
ワ
レ
ラ
の
口
に
、
声
に
の
ぼ
り

た
も
う

「
お
念
佛
」
は
、

、

智
慧
の
念
佛

に
て
、
ま
し
ま
す
故
に
、
智
慧
即
ち
佛
智
、
佛

心
、
如
来
の
念
佛
に
て
ま
し
ま
す
故
に
、
ナ
ニ

ゴ
ト
も
、
不
審
あ
れ
ば
、

問
題
を
も
っ
た
ま
ン
ま
、

念
佛
し
て
お
れ
ば
、

智
慧
の
念
佛
さ
ま
な
れ
ば
、

お
念
佛
さ
ま
、
そ
の
も
の
が
、

ワ
レ
ラ
の
「
不
審
」
も
、
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
、

解
い
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。○

一
蓮
院
が
あ
る
夜
、

香
樹
院
師
の
と
こ
ろ
に
行
き
し
に
、

香
樹
院
師
曰
く

「
お
前
も
う
、
ア
チ
コ
チ
聞
き
歩
か
ず
に
家
に

居
て
念
佛
申
し
て
い
な
さ
れ
」

と
申
さ
れ
た
由
。

い
よ
い
よ
と
な
れ
ば
、
ヒ
ト
リ
居
て
、
念
佛

聞
思
、
称
名
聞
思
す
る
こ
と
が
大
切
と
思
い
ま

す
。人

師
と
い
え
ど
も
、
皆
「
死
ん
で
し
ま
う
モ

ノ
」
で
、
結
極
は
「
自
分
一
人
」
と
な
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
最
後
的
に
は
、
か
の
土
ま
で
は

な
れ
な
い
お
念
佛
様
に
よ
っ
て
、
不
審
は
、
問

題
は
、
世
間
・
出
世
間
の
問
題
と
も
に
、

念
佛
聞
思
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

智
慧
の
念
佛
さ
ま
に
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
の

が
最
高
、
最
上
だ
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
聖
教
、
聖
典
、
聖
人
、
先
徳
の

『
語
録
』
に
聞
く
こ
と
、
又
、
大
切
で
す
が
、

人
間
は
皆
、
死
ん
で
し
ま
う
も
の
、
ア
テ
に
な

ら
ぬ
も
の
ゆ
え
、
本
願
念
佛
、
智
慧
の
念
佛
、

、

、

如
来
の
念
佛

お
声
の
親
さ
ま
を
い
た
だ
け
ば

「

」

「

」

念
佛
聞
思
し
て
ゆ
く
が

ギ
リ
ギ
リ
の

道

と
、
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。

○

そ
れ
ゆ
え
に
聖
人
は
、

ミ
ダ
大
悲
の
誓
願
を

深
く
信
ぜ
ん
ヒ
ト
は
ミ
ナ

ね
て
も
さ
め
て
も
へ
だ
て
な
く

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
称
う
べ
し

と
お
さ
と
し
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
御
和
讃
を
何
十
年
と
い
う
間
、

称
名
念
仏
の
「
強
要

「
強
制
」
の
如
く
、

」

キ
ュ
ウ
ク
ツ
に
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、

単
な
る
念
佛
の
「
強
要

「
強
制
」
で
な
く
、

」

「
ね
て
も
さ
め
て
も
称
う
べ
し
」

は
、
如
来
大
悲
心
よ
り
の
お
言
葉
で
あ
り
「
如

来
大
悲
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。

○

今
、
丁
度

「
午
前
三
時

、
今
朝
は
、

、

」

０
時
半
か
ら
、
丁
度
、
二
時
間
半
、
書
き
、

つ
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
二
時
間
、
ウ
ト
ウ

ト
と
、
し
て
か
ら
病
院
ユ
キ
の
準
備
し
ま
す
。

今
回
の
お
手
紙
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
書
く
こ
と
は
、
ヒ
ト
の
た
め
で
な

く
、
私
が
書
い
て
御
縁
に
あ
う
の
で
す
。
真
由

実
ボ
サ
ツ
に
お
よ
ろ
し
く
、
元
キ
に
長
生
き
し

て
下
さ
い
よ
。
で
は
。

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、

合
掌

（
５
８
、
９
／
９
〈
金
〉
午
前
三
時
０
五
分
）

（
了
）

木
村
無
相
さ
ん
の
法
信

２５

《

》

聖
典
学
習
会

（
午
後
七
時
始
）

毎
月
六
日

担
当

住
職

＊
テ
キ
ス
ト
は
寺
で
も
用
意
で
き
ま
す
が
、
入
手

。

。

可
能
で
す

テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
話
し
合
い
ま
す


