
す
べ
て
人
間
は
謙
虚
な
気
持

ち
に
な
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

か
ら
教
え
が
聞
け
る
よ
う
に
な

る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
現
代

の
人
た
ち
は
、
他
を
批
判
す
る

こ
と
は
上
手
で
す
が
、
他
の
教

え
を
聞
く
こ
と
は
下
手
な
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
人
間

と
し
て
不
幸
な
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
謙
虚
な
気
持
ち

で
道
を
求
め
、
法
を
聞
こ
う
と

す
る
人
は
、
す
べ
て
の
も
の
か

ら
教
え
が
聞
け
る
よ
う
に
な
る

も
の
で
す
。
徳
川
末
期
に
お
け

る
大
谷
派
の
名
師
香
樹
院
は
山

吹
の
花
を
愛
し
、
そ
の
花
か
ら

教
え
を
聞
い
て
行
か
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

香
樹
院
が
山
吹
の
花
を
愛
さ

れ
た
の
は
、
単
に
山
吹
の
花
が

美
し
い
か
ら
と
い
う
の
で
は
な

く
、
い
か
に
美
し
い
花
が
数
多

く
咲
い
て
い
て
も
、
一
つ
の
実

す
ら
も
つ
か
ぬ
こ
と
を
、
わ
が

身
に
引
き
寄
せ
て
喜
ば
れ
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

自
分
は
い
か
に
法
を
聞
き
、
念

仏
し
て
も
、
仏
種
は
絶
対
に
な

い
こ
と
を
山
吹
の
花
が
知
ら
せ

て
く
れ
る
と
い
っ
て
喜
ば
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
尊

い
お
気
持
ち
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。ま

た
一
蓮
院
は
、
と
く
に
蓮

の
花
を
愛
さ
れ
て
、
み
ず
か
ら

一
蓮
院
と
称
せ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も

単
に
蓮
花
の
美
を
愛
さ
れ
た
の

み
で
は
な
く
、
汚
い
泥
水
の
中

か
ら
生
じ
て
、
そ
の
濁
り
に
染そ

ま
な
い
清
浄
な
花
が
咲
く
の
を
、

他
力
の
信
心
に
寄
せ
て
、
お
悦

び
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

香
樹
院
師
は
凡
夫
の
自
性
に

は
仏
に
な
る
タ
ネ
の
な
い
こ
と

を
山
吹
の
花
か
ら
聞
い
て
行
か

れ
、
一
蓮
院
師
は
、
そ
の
仏
に

な
れ
な
い
凡
夫
の
自
性
に
、
如

来
か
ら
お
与
え
の
仏
だ
ね
が
生

ず
る
こ
と
を
蓮
の
花
か
ら
聞
い

て
行
か
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

私
の
友
人
に
蘭
お
愛
す
る
人

が
お
り
ま
し
た
が
、こ
の
友
に
蘭ら

ん

の
中
で
も
花
香
の
あ
る
も
の
を

喜
び
、
と
く
に
支
那
の
春
蘭
を

愛
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

支
那
春
蘭
の
花
は
目
に
つ
か
ぬ

ほ
ど
に
謙
虚
で
、
し
か
も
、
そ

の
香
り
の
床
し
さ
が
、
な
ん
と

ゆ
か

も
言
え
な
い
と
こ
ろ
は
、
あ
た

か
も
一
隅
を
照
ら
す
聖
り
の
徳

ひ
じ

に
も
比
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
見
方
も
非
常
に
尊
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。
い
か
に
も
支

那
春
蘭
は
そ
の
姿
と
い
い
香
り

と
い
い
、
ま
こ
と
に
謙
虚
で
、

し
か
も
高
尚
な
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
古
来
、
植
物
の
中
か
ら

人
間
の
君
子
に
も
比
す
べ
き
も

の
を
四
つ
あ
げ
て
お
き
ま
す
が
、

そ
の
中
に
梅
と
蘭
が
入
っ
て
い

ま
す
。
ど
ち
ら
も
早
春
に
花
が

咲
い
て
そ
の
花
の
色
と
い
い
、

姿
と
い
い
、
清
楚
で
高
雅
な
点

せ
い

そ

こ
う

が

に
お
い
て
は
、
植
物
中
の
双
璧

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
な
ん

と
い
っ
て
も

木
の
花
で
は
梅

で
あ
り
、
草
の
花
で
は
蘭
で
あ

り
ま
す
。

支
那
の
孔
子
が
「
王
者
の
香

り
」
と
讃
え
た
の
は
、
こ
の
支

那
春
蘭
の
香
り
だ
と
聞
い
て
お

り
ま
す
。
ま
た
雲
華
上
人
に
し

う

ん

げ

て
も
鉄
翁
和
尚
に
し
て
も
蘭
花

て
つ
お
う

を
愛
し
て
、
書
で
蘭
花
を
讃
え

絵
で
蘭
花
を
写
し
た
と
聞
い
て

お
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
誦
花

に
教
え
を
聞
い
て
行
か
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

（
了
）
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『
吾
人
の
世
に
あ
る
や
、

必
ず
一
つ
の
立
脚
地
な
か
る

べ
か
ら
ず
。
も
し
こ
れ
な
く

し
て
世
に
処
し
、
事
を
な
さ

ん
と
す
る
は
、
あ
た
か
も
浮

雲
の
上
に
立
ち
て
技
芸
を
演

ぜ
ん
と
す
る
も
の
の
如
く
、

そ
の
転
覆
を
ま
ぬ
が
る
る
こ

て
ん
ぷ
く

と
あ
た
わ
ざ
る
は
言
を
待
た

ざ
る
な
り
。

し
か
ら
ば
吾
人
は
い
か
に

し
て
処
世
の
完
全
な
る
立
脚

地
を
獲
得
す
べ
き
や
。
け
だ

し
絶
対
無
限
者
に
よ
る
の
外

あ
る
能
わ
ざ
る
べ
し
』

（
清
沢
満
之
の
言
葉
）

＊

こ
れ
は
清
沢
満
之
師
の
言
葉

で
す
。
淸
沢
師
は
明
治
時
代
に

活
躍
さ
れ
た
真
宗
大
谷
派
の
僧

侶
で
、
近
代
日
本
の
宗
教
者
・

思
想
家
と
し
て
極
め
て
評
価
の

高
い
仏
者
で
す
。
師
は
わ
ず
か

四
一
歳
で
病
没
し
ま
し
た
が
、

師
が
残
さ
れ
た
真
宗
思
想
は
現

代
の
私
た
ち
に
も
大
き
な
意
味

を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
何

回
か
に
わ
た
っ
て
淸
沢
師
の
教

え
か
ら
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
一
人
一
人
の
人
生
に

お
い
て
、
最
も
基
本
的
な
問
題

に
つ
い
て
の
淸
沢
師
の
言
葉
を

と
も
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
は
意
識
す
る
と
し
な
い
と

に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
人
生

に
安
心
を
し
た
い
、
安
ら
か
で

あ
り
た
い
と
い
う
願
う
も
の
で

す
。
逆
に
言
え
ば
そ
れ
ほ
ど
人

生
は
不
安
だ
ら
け
で
す
。
生
計

の
不
安
、
健
康
不
安
、
人
間
関

係
で
の
不
安
、
政
治
上
の
不
安
、

ウ
イ
ル
ス
や
地
震
や
洪
水
、
放

射
能
汚
染
な
ど
自
然
環
境
の
悪

化
の
不
安
、
戦
争
や
暴
力
の
不

安
、
そ
し
て
死
後
の
不
安
、
最

後
に
と
い
う
か
一
番
の
元
に
死

の
不
安
な
ど
、
不
安
に
満
ち
て

い
る
の
が
こ
の
世
の
人
生
の
あ

り
さ
ま
で
す
。

こ
う
し
た
不
安
か
ら
逃
れ
よ

う
と
、
そ
の
場
か
ぎ
り
の
慰
め

を
求
め
て
、
神

仏
や
観
音
様
や

お
地
蔵
さ
ん
な

ど
に
「
災
難
不

幸
が
来
ま
せ
ん

よ
う
に
」
と
願
っ
た
り
、
お
内

仏
（
仏
壇
）
に
お
願
い
事
を
し

た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
本

当
の
安
心
を
も
た
ら
さ
な
い
の

は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
真
剣
に
不

安
を
克
服
し
よ
う
と
自
覚
的
に

求
め
る
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

代
表
的
な
お
方
が
釈
尊
で
し
た
。

釈
尊
は
、
二
五
〇
〇
年
ほ
ど

前
、
北
イ
ン
ド
の
裕
福
な
家
庭

（
王
族
）
に
生
ま
れ
、
周
り
の

人
た
ち
か
ら
は
羨
望
の
眼
で
見

ら
れ
る
よ
う
な
幸
せ
な
環
境
で

育
ち
ま
し
た
が
、
「
我
も
ま
た
老

い
て
い
く
者
で
あ
り
、
病
に
な

る
身
で
あ
り
、
死
ん
で
い
く
者

で
あ
る
。
こ
の
大
い
な
る
苦
し

み
を
克
服
し
た
い
」
と
い
う
大

い
な
る
願
い
を
起
こ
し
、
家
を

離
れ
て
修
行
者
と
な
り
、
三
十

五
歳
の
時
に
、
悟
り
を
開
き
真

実
の
安
楽
を
成
就
し
ま
し
た
。

そ
し
て
真
の
安
楽
へ
の
道
を
説

か
れ
て
八
十
歳
で
人
間
の
生
を

お
え
ま
し
た
。
こ
の
教
え
が
イ

ン
ド
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
へ
て

日
本
に
六
世
紀
に
伝
わ
っ
た
の

が
日
本
の
仏
教
で
す
。

で
は
釈
尊
は
、
何
を
悟
ら
れ

た
の
か
。
そ
れ
は
悟
ら
れ
た
時

の
言
葉
に
「
私
は
不
死
の
門
を

得
た
」
「
不
死
を
得
た
」
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
不
死
と
は
不
死

の
い
の
ち
、
い
わ
ば
死
な
な
い

い
の
ち
、
す
な
わ
ち
無
量
の
い

の
ち
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
語
（
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
で
言
え
ば
、

ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
と
い
い
、
い
わ

ゆ
る
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
す
。

釈
尊
は
阿
弥
陀
仏
に
で
あ
わ
れ
、

阿
弥
陀
仏
を
我
が
真
実
の
い
の

ち
、
本
来
の
真
実
の
自
己
で
あ

る
と
自
覚
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
同
時
に
現
実
に
人

と
し
て
世
間
を
生
き
る
〈
私
〉

と
し
て
は
阿
弥
陀
仏
の
い
の
ち

に
お
い
て
あ
る
極
く
小
さ
な
自

己
で
あ
る
と
。

今
こ
こ
に
あ
る
一
つ
の
物
で

あ
る
と
し
か
い
え
な
い
小
さ
な

現
実
の
私
は
阿
弥
陀
仏
の
は
か

り
な
い
い
の
ち
と
一
体
の
い
の

ち
で
、
阿
弥
陀
仏
の
い
の
ち
の

他
に
あ
る
い
の
ち
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
は
小
さ
な
一
つ
の
物

に
過
ぎ
な
い
い
の
ち
と
し
て
今

こ
こ
に
い
る
い
の
ち
で
す
が
、

は
か
り
な
い
い
の
ち
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
い
の
ち
と
し
て

刻
々
に
動
き
つ
つ
あ
る
い
の
ち
。

そ
れ
が
現
実
の
自
己
で
あ
り
、

阿
弥
陀
仏
に
摂
取
さ
れ
て
い
る

私
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
す
。

す
べ
て
の
も
の
、
す
べ
て
の

こ
の
世
の
現
象
は
、
変
化
し
続

け
、
流
動
し
つ
つ
あ
り
、
移
り

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
今
こ

こ
に
は
た
ら
い
て
い
る
は
か
り

な
い
い
の
ち
は
私
と
離
れ
な
い

の
で
す
。
こ
の
私
を
い
つ
で
も

今
こ
こ
で
摂
め
取
っ
て
い
る
阿

弥
陀
の
い
の
ち
こ
そ
、
私
の
動

か
な
い
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
支

え
な
の
で
す
。

淸
沢
師
が
「
吾
人
の
世
に
あ

る
や
、
必
ず
一
つ
の
立
脚
地
な

か
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る

自
分
の
人
生
の
確
か
な
立
脚
地
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
浮
雲
の
上

で
技
芸
を
し
て
い
る
よ
う
に
実

に
不
安
だ
ら
け
で
、
転
覆
を
ま

ぬ
が
れ
ま
せ
ん
。
ど
っ
ち
へ
ど

う
こ
ろ
ん
で
も
私
を
さ
さ
え
て

い
る
立
脚
地
が
な
け
れ
ば
、
す

べ
て
不
安
定
で
す
。
財
産
も
健

康
も
人
間
関
係
も
政
治
も
世
界

情
勢
も
、
自
然
環
境
も
揺
れ
動

清
沢
満
之
先
生
に
学
ぶ
①



き
通
し
で
す
。

こ
う
し
た
不
安
定
な
人
生
の

状
況
の
中
で
「
し
か
ら
ば
吾
人

は
い
か
に
し
て
処
世
の
完
全
な

る
立
脚
地
を
獲
得
す
べ
き
や
。

け
だ
し
絶
対
無
限
者
に
よ
る
の

外
あ
る
あ
た
わ
ざ
る
べ
し
」
で
、

い
つ
で
も
今
ま
こ
こ
に
と
も
に

い
て
抱
い
て
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
絶
対
無
限
者
で
あ
る
阿
弥

陀
仏
（
無
量
寿
）
、
こ
れ
が
私
の

動
か
ぬ
立
脚
地
な
の
で
す
。

そ
の
阿
弥
陀
仏
が
私
た
ち
と

と
も
に
い
て
、
私
を
引
き
受
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
、
受

容
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
、

私
が
ど
う
い
う
状
態
に
な
ろ
う

と
と
も
に
い
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
万
人
に
す
で
に
無

償
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
人
が
善
人
か
悪
人
か
有
能

か
無
能
か
賢
者
か
愚
者
か
男
か

女
か
な
ど
一
切
の
人
間
的
な
資

質
に
関
係
な
く
、
た
だ
単
純
に

と
も
に
離
れ
な
く
い
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
知
ら

せ
る
言
葉
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で

す
。
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
は
阿

弥
陀
仏
が
、
阿
弥
陀
仏
の
方
か

ら
私
た
ち
に
慈
悲
の
お
心
で
も

っ
て
は
た
ら
き
か
け
、
喚
び
か

け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
説
か
れ
た
の
が
『
仏
説

無
量
寿
経
』
で
す
。
こ
の
釈
尊

の
お
言
葉
を
信
じ
て
お
念
仏
を

申
し
て
い
く
な
ら
、
お
念
仏
の

お
声
が
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏
の

喚
び
か
け
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
阿
弥
陀
仏
が
私
に
い
つ
も
つ

い
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ

と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
知
ら
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
私
た
ち
の
不
安
が
す

べ
て
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
い
間
私
た

ち
は
、
我
が
身
に
執
着
し
続
け

て
き
た
の
で
そ
の
癖
が
深
く
身

に
染
み
つ
い
て
い
る
の
で
す
か

ら
不
安
は
大
な
り
小
な
り
し
ば

し
ば
起
こ
り
ま
す
。
し
か
し
不

安
煩
悩
が
起
こ
る
こ
と
を
縁
と

し
て
お
念
仏
を
申
し
お
念
仏
を

聞
く
、
そ
こ
に
「
汝
と
と
も
に

い
る
、
汝
を
抱
い
て
い
る
、
こ

こ
に
い
る
」
と
の
阿
弥
陀
仏
の

仰
せ
を
聞
き
、
阿
弥
陀
仏
が
抱

い
て
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
知

る
。
こ
う
し
て
不
安
だ
ら
け
の

人
生
に
お
い
て
、
そ
の
不
安
の

中
で
そ
の
つ
ど
ほ
っ
と
息
を
つ

き
、
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
だ
さ

る
の
で
す
。

（
了
）

Ｂ
「
真
宗
で
は
他
宗
派
の
よ
う
な

修
行
は
な
い
の
で
す
か
」

Ａ
「
自
力
の
修
行
は
な
い
で
す
が
、

真
宗
（
他
力
）
の
修
行
は
あ
り
ま

す
。
修
行
と
は
行
を
修
め
る
こ
と

で
す
」

Ｂ
「
真
宗
の
修
行
は
自
力
の
修
行

と
ど
う
違
う
の
で
す
か
」

Ａ
「
自
力
の
修
行
は
自
分
の
修
行

に
よ
っ
て
悟
り
を
開
こ
う
と
す
る

修
行
で
す
が
、
真
宗
の
修
行
は
阿

弥
陀
仏
の
救
い
の
は
た
ら
き
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
く
修
行
で
す
」

Ｂ
「
真
宗
の
修
行
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
す
か
」

Ａ
「
五
正

行
と
い
わ
れ
て
い
ま

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

す
。
こ
れ
を
真
宗
門
徒
は
日
課
の

よ
う
に
行
う
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る

の
で
す
」

Ｂ
「
五
正
行
と
は
」

Ａ
「
読
誦
正
行
・
観
察
正
行
・
礼

ど
く
じ
ゅ

か
ん
ざ
つ

拝
正
行
・
称
名
正
行
・
讚
嘆
供
養

さ
ん
だ
ん

正
行
の
五
つ
で
、
行
と
は
行
う
こ

と
、
修
行
で
す
ね
」

Ｂ
「
こ
の
五
つ
の
行
を
日
頃
行
う

こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す

ね
。
で
は
読
誦
行
と
は
」

Ａ
「
浄
土
の
経
典
（
大
経
・
観
経

・
阿
弥
陀
経
）
や
正
信
偈
な
ど
の

偈
文
を
声
を
出
し
て
読
む
こ
と
で

す
。
一
般
に
は
正
信
偈
が
よ
く
読

ま
れ
ま
す
」

Ｂ
「
観
察
行
と
は
」

Ａ
「
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
有
難
い

は
た
ら
き
を
聞
い
て
自
分
の
上
に

味
わ
う
こ
と
で
す
」

Ｂ
「
そ
れ
は
ど
う
す
る
こ
と
で
す

か
」

Ａ
「
家
庭
で
し
た
ら
、
御
文
や
歎

異
抄
な
ど
仏
様
の
お
言
葉
を
読
ん

で
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
は
た
ら

き
を
知
る
こ
と
で
す
」

Ｂ
「
礼
拝
行
と
は
」

Ａ
「
阿
弥
陀
仏
に
手
を
合
わ
せ
て

拝
む
こ
と
で
す
」

Ｂ
「
称
名
行
と
は
」

Ａ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称

え
、
耳
に
聞
く
こ
と
で
す
」

Ｂ
「
讚
嘆
供
養
と
は
」

Ａ
「
阿
弥
陀
仏
を
讃
え
る
た
め
に

お
か
ざ
り
な
ど
を
す
る
こ
と
で
す
。

掃
除
を
し
花
を
か
ざ
り
灯
明
を
と

も
し
線
香
を
焚
き
お
仏
飯
や
水
を

備
え
た
り
し
て
阿
弥
陀
仏
の
お
徳

の
尊
さ
を
讃
え
る
の
で
す
」

Ｂ
「
こ
れ
を
毎
日
の
よ
う
に
す
る

の
で
す
か
」

Ａ
「
は
い
、
な
に
も
む
つ
か
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
内
仏

で
お
勤
め
を
す
る
と
こ
の
五
正
行

は
自
然
に
行
わ
れ
ま
す
。
お
内
仏

を
掃
除
し
、
ロ
ー
ソ
ク
に
明
か
り

を
つ
け
、
手
を
合
わ
せ
て
合
掌
し
、

お
念
仏
を
申
し
、
正
信
偈
の
勤
行

を
し
て
、
後
で
御
文
を
読
む
と
い

う
こ
の
五
正
行
を
真
宗
門
徒
は
連

綿
と
し
て
行
っ
て
き
ま
し
た
」

Ｂ
「
こ
う
い
う
五
正
行
を
毎
日
す

る
の
が
真
宗
門
徒
の
た
し
な
み
な

の
で
す
ね
」

Ａ
「
え
え
、
そ
の
た
め
に
お
内
仏

（
お
仏
壇
）
が
あ
る
の
で
す
」

Ｂ
「
真
宗
は
他
力
だ
か
ら
な
に
も

し
な
く
て
い
い
、
と
い
う
の
で
は

な
い
の
で
す
ね
」

Ａ
「
も
ち
ろ
ん
で
す
。
教
も
聞
か

ず､

お
念
仏
も
称
え
ず
、
寺
に
も
参

ら
ず
、
お
聖
教
も
読
ま
な
い
で
救

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
五

正
行
は
勤
行
で
あ
っ
て
、
勤
め
て

行
う
も
の
で
す
。
勤
め
る
と
い
う

の
は
努
力
し
て
励
む
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
」

Ｂ
「
お
仏
壇
が
無
い
人
は
ど
う
し

真
宗
の
修
行



た
ら
い
い
の
で
す
か
」

Ａ
「
お
仏
壇
と
い
う
と
た
い
そ
う

に
考
え
ま
す
が
、
ご
本
尊
（
阿
弥

陀
仏
の
掛
け
軸
）
を
か
け
て
そ
の

前
に
お
花
と
ロ
ー
ソ
ク
立
て
と
香

炉
が
あ
れ
ば
お
仏
壇
で
す
。
タ
ン

ス
の
上
で
も
結
構
で
す
。
あ
と
は

お
鈴
と
勤
行
本
そ
れ
に
お
文
や
歎

異
抄
な
ど
の
お
聖
教
が
あ
れ
ば
十

分
で
す
」

Ｂ
「
で
は
こ
の
五
正
行
の
中
で
一

番
大
事
な
の
は
ど
れ
で
す
か
」

Ａ
「
そ
れ
は
称
名
念
仏
で
す
。
お

念
仏
を
称
え
聞
く
こ
と
で
す
。
こ

れ
が
中
心
で
す
。
こ
の
称
名
行
を

正
定
業
と
い
っ
て
、
こ
の
行
が
浄

土
に
生
ま
れ
る
行
、
い
わ
ば
阿
弥

陀
仏
の
救
い
の
行
で
す
」

Ｂ
「
な
ぜ
称
名
が
救
い
の
行
い
で

す
か
」

Ａ
「
阿
弥
陀
仏
は
〈
南
無
阿
弥
陀

仏
を
十
声
な
り
と
も
一
声
な
り
と

も
称
え
る
ば
か
り
で
、
汝
の
罪
業

は
い
か
ほ
ど
深
く
て
も
そ
れ
を
全

て
引
き
受
け
て
浄
土
に
生
ま
れ
さ

せ
る
〉
と
の
誓
約
の
と
お
り
に
は

た
ら
い
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

か
ら
で
す
」

Ｂ
「
称
名
を
称
え
聞
く
こ
と
は
そ

こ
に
救
い
を
知
る
か
ら
な
の
で
す

ね
」

Ａ
「
え
え
、
念
仏
を
称
え
る
一
声

が
耳
に
聞
こ
え
ま
す
。
そ
れ
は
〈
一

声
な
り
と
も
称
え
る
ば
か
り
で
引

き
受
け
る
、
助
け
る
〉
と
い
う
阿

弥
陀
仏
の
大
悲
の
仰
せ
で
す
。
で

す
の
で
南
無
阿
弥
陀
仏
と
聞
か
さ

れ
る
と
、
〈
あ
あ
こ
ん
な
私
を
こ
の

南
無
阿
弥
陀
仏
様
が
助
け
て
く
だ

さ
る
〉
と
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
素
直
に
聞
き

受
け
た
の
を
信
心
と
申
し
ま
し
て
、

こ
れ
が
浄
土
に
生
ま
れ
る
正
因
と

い
わ
れ
る
の
で
す
。
正
定
業
の
念

仏
を
信
じ
る
と
、
お
念
仏
は
、
私

を
担
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
阿
弥

陀
仏
の
お
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え

お
念
仏
を
、
正
し
く
浄
土
に
生
ま

ま
さ

れ
る
こ
と
の
定
ま
る
業
（
お
こ
な

い
）
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
の

称
名
行
は
仏
前
だ
け
で
な
く
全
生

活
の
中
で
行
う
こ
と
の
で
き
る
行

で
す
」

Ｂ
「
で
は
称
名
念
仏
と
あ
と
の
四

つ
の
行
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
な

り
ま
す
か
」

Ａ
「
救
わ
れ
る
の
は
お
念
仏
一
つ

を
い
た
だ
く
ば
か
り
で
す
が
、
お

念
仏
は
は
か
り
な
い
い
の
ち
の
領

域
（
無
量
寿
国
）
に
至
ら
し
め
る

は
た
ら
き
で
す
。
こ
の
お
念
仏
を

称
え
る
生
活
が
始
ま
り
ま
す
と
、

あ
と
の
四
つ
の
正
行
が
自
然
に
伴

っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
念
仏
以

外
の
四
つ
の
正
行
の
こ
と
を
助
業

と
申
し
ま
す
」

Ｂ
「
念
仏
一
つ
の
生
活
を
す
る
と

あ
と
の
四
正
行
が
付
い
て
く
る
と

は
」

Ａ
「
そ
れ
は
、
念
仏
を
称
え
る
生

活
は
お
の
ず
と
阿
弥
陀
仏
を
拝
む

よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
礼
拝

行
で
す
。
そ
し
て
お
念
仏
の
い
わ

れ
が
説
か
れ
て
い
る
お
経
や
正
信

偈
な
ど
の
偈
文
を
口
に
出
し
て
読

む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
読

誦
行
で
す
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の

大
悲
の
心
を
味
わ
い
た
く
な
り
、

聞
法
し
た
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
が

観
察
行
で
す
。
そ
し
て
ご
本
尊
の

阿
弥
陀
仏
を
敬
う
気
持
ち
か
ら
、

花
を
供
え
た
り
灯
明
を
灯
し
た
り
、

お
香
を
焚
い
た
り
し
ま
す
。
念
仏

生
活
に
伴
っ
て
こ
の
よ
う
な
行
い

（
四
正
行
）
が
お
の
ず
か
ら
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」

Ｂ
「
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う

念
仏
生
活
を
す
る
た
め
に
お
仏
壇

が
あ
る
の
で
す
ね
」

Ａ
「
え
え
そ
う
で
す
。
最
近
は
お

仏
壇
を
閉
め
た
り
持
た
な
い
方
が

多
く
な
り
ま
し
た
が
、
も
っ
た
い

な
い
で
す
ね
。
お
仏
壇
は
家
の
中

に
あ
る
小
さ
な
お
寺
と
同
じ
意
味

で
す
」

（
了
）

【
お
便
り
】

（
先
月
、
台
湾
の
洪
樣
と
千
田
様

か
ら
次
の
よ
う
な
メ
ー
ル
を
い
た

だ
き
ま
し
た
）

（
洪
樣
よ
り
）

【
台
湾
の
浄
土
真
宗
の
信
者
で
ご

ざ
い
ま
す
。
日
本
語
が
不
得
手
な

た
め
、
本
書
簡
はCH

A
T

G
PT

を

用
い
て
翻
訳
い
た
し
ま
し
た
。

貴
寺
の
「
信
心
の
言
葉
」
に
収

め
ら
れ
て
い
る
多
く
の
高
僧
、
妙

好
人
、
善
知
識
の
御
文
を
拝
読
し
、

私
た
ち
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
書

を
翻
訳
い
た
し
ま
し
た
。
浄
土
真

宗
が
ま
だ
根
付
い
て
い
な
い
台
湾

の
地
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
御
文

は
ま
さ
に
法
雨
の
ご
と
く
、
私
た

ち
の
心
を
潤
し
て
く
だ
さ
っ
て
お

り
ま
す
。
貴
寺
の
ご
尽
力
に
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

十
数
年
前
、
貴
寺
を
訪
れ
る
ご

縁
に
恵
ま
れ
ま
し
た
が
、
ま
た
い

つ
の
日
か
再
び
お
参
り
で
き
る
こ

と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
貴
寺
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
い
う
宝
庫
か
ら
、

私
た
ち
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の

法
の
滋
養
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
改
め
て
、
そ
の
お
志
に
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

真
宗
の
み
教
え
が
台
湾
に
お
い
て

さ
ら
に
広
ま
る
こ
と
を
心
か
ら
願

っ
て
お
り
ま
す
。

翻
訳
技
術
の
向
上
の
お
か
げ
で
、

こ
の
よ
う
に
書
簡
を
し
た
た
め
、

貴
寺
と
交
流
し
、
感
謝
の
気
持
ち

を
お
伝
え
す
る
こ
と
が
叶
い
ま
し

た
こ
と
も
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た

く
存
じ
ま
す
。
末
永
く
法
灯
が
輝

き
続
け
る
こ
と
を
願
い
、
こ
こ
に

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
】

＊

（
千
田
樣
よ
り
）

【
先
週
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

思
い
が
け
ず
木
村
無
相
師
の
文
章

を
拝
読
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
が

今
ま
で
抱
い
て
い
た
疑
問
を
受
け

止
め
、
答
え
よ
う
と
し
て
く
だ
さ

る
言
葉
で
し
た
。
初
め
は
ネ
ッ
ト

に
公
開
さ
れ
て
い
る
『
慈
光
』
誌

の
文
章
で
あ
り
ま
し
た
が
、
さ
ら

に
師
の
著
さ
れ
た
も
の
を
読
み
た

い
と
思
い
ま
し
て
、
現
在
刊
行
さ

れ
て
い
る
『
念
佛
詩
抄
』
と
先
生

の
『
お
念
仏
の
お
便
り
』
を
今
週

入
手
し
、
現
在
拝
読
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
改
め
て
そ
の
内
容
に
感
銘

を
受
け
て
い
ま
す
。
今
ま
で
文
章

を
読
ん
で
こ
れ
ほ
ど
心
が
動
か
さ

れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
な
御
本
を

刊
行
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
深

く
感
謝
い
た
し
ま
す
】

（
了
）


