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﹇
巻
頭
言
﹈序

に
か
え
て

―
他
者
に
開
か
れ
ゆ
く
心

―浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
長

　
丘

　
山

　
願

　
海

東
日
本
大
震
災
の
直
後
か
ら
、
真
宗
僧
侶
も
被
災
者
支
援
の
活
動
に
参
画
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
、
某
有
名
仏
教
研
究
者
が
朝
日

新
聞
紙
上
で
、
真
宗
僧
侶
が
そ
の
よ
う
な
社
会
的
な
実
践
活
動
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
の
考
え
、
あ
る
い
は
真
宗
の
教
義
・

教
学
で
理
論
的
な
根
拠
づ
け
を
す
べ
き
だ
と
の
意
見
を
示
し
た
。
こ
の
批
判
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
、
宗
門
の
憲
法
と
も
い
う
べ

き
『
宗
制
』
前
文
に
「
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
」
こ
と
を
宣
明
し
て
い
る
こ
と
へ
の
無

理
解
に
起
因
す
る
発
言
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
発
言
の
背
景
に
は
、
日
本
社
会
で
一
般
に
は
、
禅
宗
の
修
行
者
は
座
禅
に
専

念
し
て
自
己
の
悟
り
を
め
ざ
し
、
浄
土
教
の
教
え
を
奉
ず
る
僧
侶
や
門
信
徒
は
念
仏
を
称
え
て
死
後
に
浄
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
人
た
ち
だ
と
い
う
受
け
止
め
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
日
本
の
仏
教
と
は
、
葬
式
仏
教
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
己
の
み
の
悟
り
や

自
分
の
救
わ
れ
だ
け
を
目
指
す
教
え
だ
と
、
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

か
の
研
究
者
の
発
言
や
一
般
の
仏
教
理
解
に
対
し
て
、
各
宗
派
か
ら
の
特
別
な
見
解
や
意
見
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
実
は
、

真
宗
教
団
の
内
部
に
い
て
は
、
長
年
、
特
に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
へ
の
反
省
か
ら
、
念
仏
者
の
社
会
的
実
践
、
念
仏
者
は
こ
の
現
実

社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
真
摯
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
近
年
は
、
浄
土
教
に
限
ら
ず
、

国
内
外
に
お
い
て
仏
教
者
の
社
会
的
な
実
践
、
社
会
課
題
へ
の
取
り
組
み
が
、
実
践
的
に
も
顕
在
化
し
、
ま
た
理
論
的
な
根
拠
に
関
し
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て
、
様
々
な
考
え
方
が
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
本
年
度
の
『
紀
要
』
で
は
、
再
度
、
仏
教
者
、
と
く
に
念
仏
者
が
世
俗
世
界
に
ど
の
よ
う
に
存
在
し
、

い
か
に
そ
の
社
会
と
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、
最
新
の
課
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。

さ
て
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
仏
教
に
も
と
づ
く
他
者
問
題
を
考
え
る
際
に
、
留
意
す
べ
き
基
本
的
な
課
題
と
視
点
を
示
し
て
お
く
。

冒
頭
に
示
し
た
仏
教
研
究
者
の
意
見
に
関
し
て
は
、
指
摘
に
は
的
確
な
面
も
あ
り
、
真
宗
教
団
、
私
た
ち
真
宗
僧
侶
は
、
そ
の
問
題

を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
の
上
に
、
さ
ら
に
一
定
の
方
向
性
を
見
出
し
て
い
け
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
論
と
し

て
、
ま
ず
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
他
者
が
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
時
、
そ
の
他
者
に
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
か
と
い
う
問

い
は
、
単
に
宗
教
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
問
わ
れ
る
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
は
こ
の

社
会
に
お
い
て
、
他
者
と
の
不
可
避
な
関
わ
り
の
中
で
、
何
を
願
い
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
問
い
は
、
人
類
の
精
神

が
問
い
続
け
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
次
の
よ
う
に
換
言
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
幸
福
は
、
個
人
と
い
う
単
位
で
完
結
的
に
成
就
し
う
る
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
い
う
「
個
人
」
と
は
、「
特
定
範
囲
内
に
あ
る
集
団
」
を
も
意
味
す
る
。
そ
し
て
今
、
世
界
中
に

拡
が
る
排
他
的
な
「
自
国
第
一
主
義
」
は
、
そ
の
是
非
は
別
と
し
て
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
排
他
的
な
あ
り
か
た

の
対
極
と
し
て
、
私
た
ち
が
注
目
す
べ
き
は
国
際
連
合
が
世
界
各
国
の
行
政
、
企
業
、
N
ｐ
O
法
人
や
個
人
に
む
け
て
提
唱
し
て
い

る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
標
語
「
誰
一
人
と
り
の
こ
さ
ぬ
よ
う
」
で
あ
る
。
こ
の
思
い
は
仏
教
の
考
え
と
も
親
和
性
も
あ
り
、
宗
教
者
と
し
て
、

私
た
ち
は
果
た
す
べ
き
独
自
の
役
割
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
西
欧
哲
学
の
「
自
己
探
求
」
的
な
伝
統
に
お
い
て
も
、
二
十
世
紀
に
な
り
顕
著
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が

哲
学
的
に
「
他
者
」
問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
以
来
、
他
者
問
題
は
現
代
哲
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
も
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
践
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的
な
倫
理
の
問
題
と
し
て
も
思
索
を
提
示
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
以
外
の
思
想
家
の
議
論
は
、
認
識
論
的
な
範
囲
を
出
て
い
な
い
こ
と
は
、

残
念
で
あ
る
。
仏
教
、
特
に
大
乗
仏
教
の
利
他
性
を
現
代
の
他
者
問
題
か
ら
ど
う
と
ら
え
ら
れ
る
か
、
大
変
に
重
要
な
課
題
で
あ
り
、

同
じ
土
俵
上
で
議
論
し
う
る
よ
う
、
仏
教
者
か
ら
の
参
画
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
を
仏
教
の
場
面
に
移
し
て
考
察
す
る
と
、
原
始
仏
教
と
大
乗
仏
教
と
の
根
本
的
な
差
異
面
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
私

が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
釈
尊
の
教
え
を
基
本
的
に
継
い
で
き
た
原
始
仏
教
が
目
指
す
こ
と
は
、
出
家
修
行
し
「
解
脱
」

し
「
涅
槃
」
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
過
程
で
は
、
人
間
関

係
は
「
怨
憎
会
苦
」「
愛
別
離
苦
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、導
き
の
善
知
識
以
外
と
の
人
間
関
係
は
、そ
の
価
値
を
否
定
さ
れ
、「
サ

イ
の
角
の
よ
う
に
た
だ
独
り
歩
む
」
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、紀
元
一
世
紀
前
後
に
始
ま
っ
た
大
乗
仏
教
の
運
動
の
基
本
的
な
理
念
を
、私
は
、従
来
「
共
感
の
原
理
」
と
理
解
し
、

示
し
て
き
た
。
そ
れ
は
「
共
生
の
原
理
」
で
も
あ
り
、「
共
に
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
の
自
覚
」
と
も
言
え
る
。
仏
典
で
の
表
現
で
は
、

典
型
的
に
は
法
蔵
菩
薩
の
「
十
方
衆
生
を
救
わ
ぬ
限
り
仏
と
は
な
れ
な
い
」
と
い
う
誓
願
で
あ
り
、
維
摩
詰
の
「
一
切
衆
生
が
病
む
限

り
、
私
も
ま
た
病
む
」
と
い
う
同
悲
と
も
呼
ば
れ
る
他
者
へ
の
根
源
的
な
感
性
、
眼
差
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浄
土
教
関
係
者
に
と
っ

て
留
意
す
べ
き
は
、
大
乗
仏
教
で
は
、
そ
れ
は
特
別
に
選
ば
れ
た
優
れ
た
菩
薩
の
実
践
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
多
様
な
経
典
に
頻
出

す
る
菩
薩
の
あ
り
方
で
あ
り
、
仏
道
を
歩
む
す
べ
て
の
人
び
と
が
歩
む
べ
き
理
想
の
あ
り
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
心
を
菩
提
に
差

し
向
け
た
ば
か
り
の
新
発
意
菩
薩
も
お
り
、「
新
米
菩
薩
」「
凡
夫
の
菩
薩
」
と
も
名
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
の
あ
り
方
で
は
個
人
で
完
結
し
た
静
的
な
「
解
脱
」
や
「
涅
槃
」
は
願
わ
れ
る
事
柄
で
は
な
く
、
共
に
生

き
て
い
く
こ
と
に
人
生
の
限
り
な
い
喜
び
と
価
値
を
見
い
だ
し
た
、
根
源
的
な
他
者
へ
の
共
感
性
が
働
い
て
い
る
。
彼
ら
の
提
唱
し
た

利
他
と
は
、
究
極
的
に
は
一
切
の
衆
生
が
自
分
と
お
な
じ
よ
う
に
仏
道
を
歩
む
よ
う
願
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
願
い
の
根
底
に
あ
る
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原
理
、
原
動
力
は
、
こ
の
同
じ
世
界
に
生
き
る
他
者
が
苦
難
の
状
況
で
苦
し
み
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
が
、
我
が
存
在
と
決
し
て
無
関
係

で
は
な
い
と
い
う
理
屈
を
超
え
た
、
い
わ
ば
人
間
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
命
あ
る
も
の
と
し
て
の
、
お
の
ず
か
ら
な
る
感
性
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
に
提
示
し
た
、
こ
の
課
題
は
宗
教
者
の
み
の
問
題
で
は
な
い
、
と
い
う
根
拠
も
こ
こ
に
あ
る
。

前
者
の
原
始
仏
教
的
な
「
個
人
で
完
結
す
る
在
り
方
」
と
、後
者
の
大
乗
仏
教
の
「
共
に
生
き
る
こ
と
を
原
理
と
す
る
在
り
方
」
と
は
、

そ
の
後
の
仏
教
の
歴
史
の
な
か
で
、
併
存
し
な
が
ら
多
様
に
展
開
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
大
乗
仏
教
で
説
か
れ
る
菩
薩
の
利
他
的
な
行
為
と
、
現
代
に
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
仏
教
者
の
社
会
課
題
へ
の
参
画

と
は
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
長
い
仏
教
の
歴
史
に
お
い

て
、
仏
教
者
は
社
会
的
課
題
に
取
り
組
も
う
、
取
り
組
む
べ
き
だ
と
い
う
問
い
の
立
て
方
は
、
理
論
的
に
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言

え
よ
う
。
表
現
を
変
え
て
言
え
ば
、「
山
が
あ
る
か
ら
山
に
登
る
」
的
な
、
社
会
的
な
課
題
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
取
り
組
む

べ
き
だ
と
い
う
、倫
理
的
、戒
律
的
な
語
ら
れ
方
は
、仏
教
の
歴
史
に
は
な
か
っ
た
。
仏
教
で
は
、そ
こ
に
社
会
的
な
課
題
が
あ
る
か
ら
、

そ
の
解
決
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
こ
の
地
上
世
界
に
共
に
生
き
る
他
者
へ
の
共
苦
や
共
悲
の
思
い
が

あ
る
。
共
に
生
き
る
一
切
衆
生
と
い
う
同
朋
が
、
様
々
な
社
会
課
題
に
よ
っ
て
苦
し
み
、
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
を
我
が
こ
と
と
し
て
受

け
止
め
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
苦
し
み
や
悲
し
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
社
会
課
題
に
向
き
あ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
思
い
が
、
修
行
の
過

程
で
、
あ
る
い
は
教
え
を
聴
聞
す
る
な
か
で
、
自
ず
か
ら
生
じ
て
く
る
と
い
う
の
が
、
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
、
利
他
行
の
考
え
で
あ
る
。

戒
律
か
ら
で
も
な
く
、
義
務
や
責
務
で
も
な
く
、
功
徳
を
積
も
う
と
い
う
意
識
さ
え
な
い
、
他
者
へ
の
ひ
た
す
ら
な
る
響
感
な
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
多
発
す
る
自
然
災
害
へ
支
援
活
動
に
参
加
す
る
宗
教
者
も
含
め
た
人
び
と
の
心
に
中
に
、「
こ
れ
で
功
徳
を
積
め
る
、

積
ん
だ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
さ
さ
か
で
も
思
う
人
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
？
宗
教
的
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
無
意
識
下
に
も
常

に
働
い
て
や
ま
な
い
仏
力
に
促
さ
れ
て
の
「
お
の
ず
か
ら
な
る
」
行
為
と
言
え
よ
う
。
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た
だ
し
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
利
他
行
に
お
け
る
究
極
的
な
願
い
か
ら
い
え
ば
、
利
他
行
と
は
、
他
者
も
ま
た
自
己
と
同
じ
よ
う
に

無
上
の
菩
提
心
を
お
こ
す
こ
と
を
願
う
こ
と
と
い
え
よ
う
が
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で

は
な
い
。
特
に
、
必
ず
し
も
出
家
主
義
を
取
ら
な
い
大
乗
仏
教
の
人
び
と
は
、
世
俗
社
会
の
中
で
も
生
き
て
い
く
の
で
あ
り
、
人
び
と

の
多
様
な
苦
悩
に
目
を
そ
む
け
る
こ
と
な
く
寄
り
添
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
真
宗
に
あ
っ
て
も
「
自
信
教
人
信
」
を
基
本
と

し
つ
つ
、こ
の
世
界
内
の
様
々
な
場
に
お
い
て
、い
か
に
よ
り
多
く
の
苦
悩
し
、悲
嘆
し
て
い
る
他
者
と
出
会
い
、向
き
合
っ
て
い
く
か
、

そ
れ
も
ま
た
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
に
、
仏
教
に
お
け
る
他
者
問
題
を
論
じ
る
際
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
項
を
簡
略
に
示
し
て
お
く
。

第
一
に
、
い
わ
ゆ
る
「
梵
天
勧
請
」
に
つ
い
て
。
釈
尊
が
三
十
五
歳
で
実
現
し
た
悟
り
の
内
容
に
は
他
者
は
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
自

己
完
結
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
解
脱
」
で
あ
り
「
涅
槃
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
慈
悲
の
原
理
は
入
っ
て
い
な
い
。
釈
尊
は
、「
所

作
已
辦
」
つ
ま
り
「
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
成
し
と
げ
ら
れ
た
」
と
宣
言
し
、
身
体
が
滅
び
て
完
全
な
る
涅
槃
が
実
現
す
る
ま
で
そ
の

境
地
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
釈
尊
が
、
解
脱
の
境
地
を
瞑
想
の
中
で
楽
し
み
つ
つ
あ
る
と
き
、「
葛
藤
」

を
始
め
、
と
う
と
う
自
分
が
悟
っ
た
真
理
で
あ
る
ダ
ル
マ
を
人
び
と
へ
説
こ
う
と
決
意
す
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
梵
天
勧
請
」
の
現

代
的
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
も
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
こ
の
「
悟
り
か
ら
説
法
へ
の
展
開
へ
」
と
い
う
こ
と
が
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
説
得
性
の
あ
る
解
釈
は
み
あ
た
ら
な
い
。
唯
一
、
中
村
元
先
生
が
、「
解
脱
し
た
と
い
う
思
い
か
ら
、
人
び

と
へ
教
え
を
説
こ
う
と
決
意
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
が
釈
尊
の
さ
と
り
で
あ
る
」
と
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
悟
り
か
ら
説
法
へ
と
い
う
必
然
性
の
解
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
宗
教
者
に
は
仏
智
か
ら
大
悲
へ
の
展
開
は
、

当
然
の
事
柄
と
受
け
止
め
ら
れ
、
宗
学
の
な
か
で
も
思
想
的
に
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
課
題
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
解
脱
を
成
就
し
た
釈
尊
が
、
そ
も
そ
も
説
法
に
関
し
て
い
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か
な
る
態
度
を
と
る
か
を
「
葛
藤
」
し
、
そ
れ
に
「
躊
躇
」
し
た
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？　

解
脱
し
た
人
物
が
葛
藤
し
、
躊

躇
す
る
！
お
そ
ら
く
、
解
脱
を
成
就
す
る
以
前
、「
無
我
」
を
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
段
階
で
は
、
互
い
に
自
己
中
心
的
で
排
他
的
な

あ
り
方
を
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
人
間
関
係
に
は
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
後
々
も
修

行
に
励
む
修
行
者
に
は
、
怨
憎
会
苦
や
愛
別
離
苦
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
世
俗
的
な
他
者
と
の
関
わ
り
を
断
つ
よ
う
に
指
導
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
解
脱
を
成
就
し
、「
無
我
」
と
い
う
あ
り
方
、
つ
ま
り
「
固
定
的
な
自
我
に
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
」、「
他
者
に

開
か
れ
た
あ
り
か
た
」
を
実
現
し
た
釈
尊
に
は
、瞑
想
を
繰
り
返
す
中
で
、一
度
は
否
定
さ
れ
て
い
た
他
者
と
の
関
わ
り
、人
間
関
係
は
、

本
来
は
限
り
な
い
価
値
あ
る
こ
と
だ
と
、
改
め
て
「
見
え
て
き
た
」
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
関
わ
り
と
い
う
縁
起
の
思
想
は
、
本
来
、

善
で
も
な
く
悪
で
も
な
い
、
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
縁
起
の
現
実
的
な
一
つ
と
し
て
の
人
と
人
と
の
関
わ
り
も
、
そ
の
人
の
あ
り
方
、

つ
ま
り
閉
じ
ら
れ
た
自
我
的
な
あ
り
方
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
、
ダ
ル
マ
と
い
う
真
理
に
よ
っ
て
開
明
的
な
「
自
己
」

と
い
う
あ
り
方
を
す
る
か
に
よ
っ
て
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
に
も
な
り
、
限
り
な
い
価
値
あ
る
こ
と
が
ら
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
浄
土
真
宗
の
場
合
で
も
、
違
う
角
度
か
ら
、
ま
っ
た
く
同
じ
事
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

本
願
力
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
に
出
遇
う
以
前
、
私
た
ち
は
自
己
中
心
的
で
閉
鎖
的
な
あ
り
方
を
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ

人
間
関
係
は
苦
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、本
願
の
は
た
ら
き
に
出
遇
っ
た
後
は
、常
に
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
、
閉
じ
ら
れ
て
い
た
自
我
は
些
か
な
が
ら
で
あ
れ
開
か
れ
始
め
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
念
仏
者
に
は
、
そ
れ

ま
で
の
他
者
と
の
関
わ
り
が
そ
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
梵
天
勧
請
か
ら
、
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
も
て
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
に
、
慈
悲
の
根
拠
に
つ
い
て
。
仏
教
を
学
ぶ
私
た
ち
は
、
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
と
お
の
ず
か
ら
展
開
す
る
と
理
解
し
て
、
そ
の
展

開
の
必
然
性
を
問
う
こ
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。「
般
若
と
い
う
智
」
や
「
無
分
別
智
」
か
ら
他
者
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救
済
的
な
方
便
も
含
ん
だ
「
後
得
智
」
へ
の
転
換
へ
の
必
然
性
、
理
論
的
な
根
拠
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、『
十
地
経
』
の
記
述
を
提
供
し
て
お
こ
う
。『
十
地
経
』
と
は
、現
在
は
『
華
厳
経
』
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
が
元
々

は
単
行
し
て
い
た
経
典
で
あ
り
、
凡
夫
が
菩
提
心
を
起
こ
し
て
菩
薩
と
な
り
、
菩
薩
と
し
て
の
修
行
の
階
梯
を
説
い
た
経
典
で
あ
る
。

こ
の
経
典
の
中
で
は
、
修
行
に
励
む
修
行
者
は
繰
り
返
し
、
こ
の
世
界
の
一
切
衆
生
の
悲
惨
な
あ
り
方
を
観
察
し
、
凝
視
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
切
衆
生
を
観
察
す
る
こ
と
な
か
で
、m

ahā-karun

・ ā prādhur-bhavanti

大
悲
が
現
前
し.m

ahā-

m
aitrī  prādhur bhavanti

大
慈
が
現
前
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
智
慧
の
完
成
を
ま
つ
の
で
は
な
く
、
修
行
の
階
梯
の
中
で
、
他
者

の
あ
り
よ
う
を
あ
る
が
ま
ま
に
観
察
す
る
こ
と
か
ら
、
修
行
者
の
な
か
に
他
者
へ
の
思
い
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
修
行
者

に
と
っ
て
、
智
慧
の
完
成
を
目
指
す
こ
と
は
、
こ
の
現
実
世
界
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
目
を
瞑
っ
て
修
行
に
励
む
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に

現
実
世
界
の
悲
惨
な
あ
り
方
、
悲
し
み
苦
し
み
に
沈
む
一
切
衆
生
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
は
非
常
に
大
切
な

視
点
、
指
摘
と
い
え
よ
う
。

浄
土
真
宗
の
教
え
に
お
い
て
も
、
阿
弥
陀
如
来
と
の
関
わ
り
に
の
み
自
己
を
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
仏
の
摂
取
不
捨
の
は
た
ら

き
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
そ
の
お
お
き
な
は
た
ら
き
の
中
に
同
在
す
る
一
切
衆
生
、
同
朋
へ
の
眼
差
し
が
芽

生
え
る
こ
と
が
、
他
者
と
の
開
か
れ
ゆ
く
関
わ
り
へ
の
気
づ
き
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
ま
さ
に
、
浄
土
教
に

お
け
る
社
会
実
践
の
（
敢
え
て
言
え
ば
）
分
別
的
な
根
拠
で
あ
ろ
う
。

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
名
号
の
救
い
に
出
会
え
た
念
仏
者
が
、
そ
の
後
に
、
こ
の
現
実
世
界
に
ど
う
生
き
て
い
く
か
、
御
恩
報
謝
を
ひ

た
す
ら
な
る
称
名
念
仏
に
徹
す
る
こ
と
と
き
わ
め
て
限
定
的
に
受
け
と
め
る
だ
け
で
済
む
の
か
ど
う
か
、
今
後
も
豊
か
な
議
論
が
進
む

こ
と
を
願
い
た
い
。


