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研
究
ノ
ー
ト

皇
學
館
論
叢

第
四
十
六
巻
第
三
号

平

成

二

十

五

年

六

月

十

日

丹

羽

文

雄

と

浄

土

真

宗

罪
と
救
済
に
つ
い
て

河

合

重

好

□

要

旨

罪
を
犯
し
︑
後
年
に
な
っ
て
︑
自
責
の
念
に
苦
し
む
人
間
は
︑
仏

教
信
仰
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
い
う
命
題
を
選
び
︑
宗
教
小
説
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
る
丹
羽
文

雄
の
六
作
品
で
の
描
写
を
対
象
に
考
察
を
試
み
た
︒
こ
の
テ
ー
マ

は
︑
筆
者
自
身
の
人
生
体
験
か
ら
の
願
望
︵
１
︶

で
も
あ
り
︑
上
記
の
文
学

作
品
で
の
作
者
の
宗
教
観
を
は
じ
め
︑
各
種
の
宗
教
書
や
注
釈
書
の

言
説
を
含
め
︑
探
究
を
行
っ
た
︒
ま
た
︑
宗
教
書
と
し
て
は
︑
﹁
救

い
の
宗
教
﹂
と
い
わ
れ
︑
初
め
て
︑
現
世
で
の
往
生
を
説
い
た
唯
一

の
宗
派
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
他
力
本
願
の
思
想
を
中
心
に
︑
具
体
的

に
は
︑
代
表
的
経
典
で
あ
る
﹁
歎
異
抄
﹂
の
引
用
例
を
も
と
に
救
済

論
を
調
べ
た
︒
そ
の
結
果
︑
筆
者
が
求
め
る
﹁
肌
で
感
じ
る
救
い
の

境
地
﹂
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
精
神
的
努

力
を
す
れ
ば
︑
達
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
︑
具
体
的

な
論
述
に
は
遭
遇
で
き
ず
︑
管
見
で
は
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
仏
教
信

仰
そ
の
も
の
に
︑
自
責
感
か
ら
の
解
放
を
期
待
す
る
の
は
不
可
能
で

あ
る
と
の
感
触
に
到
達
し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

丹
羽
文
雄
・
浄
土
真
宗
・
他
力
本
願
・
自
責
の
念
か
ら
の
解
放
・

現
世
往
生
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は

じ

め

に

本
稿
は
︑
丹
羽
文
雄
の
数
多
い
作
品
の
中
か
ら
︑
﹁
浄
土
真
宗
も
の
﹂

と
い
わ
れ
る
六
作
品
︵
﹁
青
麦
﹂
︑
﹁
菩
提
樹
﹂
︑
﹁
有
情
﹂
︑
﹁
一
路
﹂
︑
﹁
肉

親
賦
﹂
︑
﹁
無
慚
無
愧
﹂
︶
を
選
択
し
︑
こ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
登
場
人

物
の
男
女
の
愛
欲
を
主
題
と
し
た
倫
理
的
︵
道
徳
的
︶
な
罪
や
そ
の
背
景

に
つ
い
て
︑
作
品
間
の
類
似
性
や
差
異
性
を
分
析
す
る
と
と
も
に
︑
作
品

の
随
所
に
み
ら
れ
る
親
鸞
の
﹁
罪
の
救
済
﹂
に
つ
い
て
の
宗
教
的
教
義

︵
浄
土
真
宗
の
根
本
思
想
で
あ
る
他
力
本
願
︶
が
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ

て
い
る
か
を

明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
親
鸞
思
想
と
作
者
の
宗
教

観
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
べ
く
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒

一

あ
ら
す
じ
と
類
似
性

六
作
品
の
発
表
年
︑
発
表
時
の
作
者
の
年
齢
お
よ
び
あ
ら
す
じ
を

表

︱

１
に
示
す
︒
そ
の
時
代
背
景
は
︑
昭
和
二
八
～
四
五
年
の
十
七
年

間
に
な
っ
て
い
る
が
︑
作
品
の
時
代
背
景
は
︑
必
ず
し
も
発
表
年
代
の
順

序
と
は
︑
一
致
し
て
お
ら
ず
︑
明
治
～
大
正
時
代
の
﹁
無
慚
無
愧
﹂
か
ら

昭
和
四
〇
年
代
前
半
の
﹁
肉
親
賦
﹂
ま
で
︑
か
な
り
長
期
に
及
ぶ
時
代
が
︑

こ
れ
ら
の
作
品
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
︒
戦
後
︑
日
本
は
︑
驚
異
的
な
復

興
を
果
た
し
︑
国
民
生
活
は
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
︒
そ
し
て
女
性
の
社

会
的
立
場
に
お
い
て
も
︑
戦
前
の
﹁
家
制
度
﹂
の
廃
止
︑
女
性
の
参
政
権

の
獲
得
︑
男
女
の
教
育
機
会
の
均
等
化
な
ど
画
期
的
な
改
革
が
な
さ
れ
た

が
︑
こ
れ
ら
の
作
品
の
扱
う
時
代
に
あ
っ
て
は
︑
ま
だ
ま
だ
︑
女
性
の
自

立
に
は
︑
ほ
ど
遠
く
︑
奔
放
な
性
風
俗
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
女
は
男
の

従
属
的
存
在
︵
暴
君
に
仕
え
る
妾
と
か
︑
後
継
ぎ
を
残
し
て
婚
家
を
追
放

さ
れ
る
妻
な
ど
︶
と
い
っ
た
男
尊
女
卑
の
社
会
風
潮
の
色
濃
い
模
様
が
作

品
の
随
所
に
窺
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
作
品
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
登
場
人
物
の
家
族
構
成
に
は
︑

図

︱

１
︑
お
よ
び
図

︱

２
に
︑
示
し
た
よ
う
に
︑
き
わ
め
て
強
い
類
似

性
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
住
職
の
家
庭
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の

う
ち
︑
五
作
品
に
つ
い
て
は
︑
養
子
に
入
っ
た
僧
侶
と
未
亡
人
の
祖
母

︵
僧
侶
か
ら
み
て
義
母
︶
と
の
性
的
交
渉
を
中
心
に
︑
そ
こ
で
織
り
な
す

非
倫
理
的
︑
非
道
徳
的
な
男
女
の
愛
欲
を
扱
っ
て
お
り
︑
そ
れ
が
も
と
で
︑

引
き
起
こ
さ
れ
る
肉
親
間
の
愛
憎
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
他

の
一
作
品
︵
﹁
一
路
﹂
︶
に
つ
い
て
は
︑
作
品
の
舞
台
や
家
族
構
成
は
︑
近

似
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
夫
の
単
身
赴
任
中
に
︑
院
代
と
の
不
義
か

ら
出
生
し
た
娘
と
同
母
の
兄
と
の
近
親
相
姦
と
︑
そ
の
悲
劇
︵
娘
の
自
殺
︶

を
扱
っ
て
い
る
︒
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作品名 発表年 作者の

年齢

あらすじ

［作品の舞台となっている時代］

1 青麦 昭和28年

（1953）

49歳 母と娘の女所帯のお寺に養子として入った僧侶（以

下の作品も同じ）が、義母だけではなく、次から、

次へと寺に出入りする女性と性交渉をもち、妻を家

出させ、後妻を苦しめさせながらも、煩悩（性的欲

求）から脱却できない男の生涯（70歳）を描写して

いる。

［昭和初期〜20年頃］

2 菩提樹 昭和30年

（1955）

51歳 僧侶でありながら、自分の気の弱さから、性的欲求

の強い義母に抗しきれず、その娘との結婚後も、ず

るずると関係を続け、その苦痛から妻を家出させて

しまったことへの罪や妾生活から脱せない女性の姿

を描写している。

［昭和10年〜30年頃］

3

肉親賦5

夫の単身赴任中に妊娠した、院代との間の不義の子

（娘）が出生の秘密（出産直後に養女として出され

た）を知らないまま、近親相姦で、次男（同母異父）

の子を宿し、それを知った娘が自殺する姿を通し、

母親の罪を描写している。

［大正〜昭和20年頃］

62歳昭和41年

（1966）

一路4

有情 昭和37年

（1962）

58歳 アメリカに留学している長男の国際結婚に猛反対す

る僧侶夫婦の姿を通し、自分がかつて親や檀家の期

待を裏切り、廃嫡の道を選んだことを想起し、親子

の断絶をテーマに「因果応報」を示唆している。

［昭和20年〜30年頃］

65歳昭和44年

（1969）

不義の発覚により、２度の結婚とも、後継ぎの子供

から引き離され、追放された過去をもつ祖母は、こ

こでも、自分の性的欲求を満たすため、娘の夫（養

子に入った僧侶）と関係をもち、それを続けるため、

娘とその子供を切り離して、寺院から追放してし

まったことを後年になって後悔する祖母の悔恨を描

写している。

［明治〜大正時代］

66歳昭和45年

（1970）

無
む

慚
ざん

無
む

愧
き

6

実母の家出を不純なものと嫌悪し、その反発からア

メリカへ集団結婚した姉が、後年になって、それが

誤解であったことを知り、もはや取り返しのつかな

い68年間の人生を悔恨する姿を描写している。

［昭和40年代前半］

表−１ ６作品の発表年代順と時代背景
丹
羽
文
雄
と
浄
土
真
宗
︵
河
合
︶
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（住職、 養子）
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教義名（著者）

［アイウエオ順］ 一 路 肉親賦

作 品 名

有 情青 麦 菩提樹 無慚無愧

①

⑧
末燈鈔（自然法爾）

（従覚「覚如の次男」）

教行信証（親鸞）③

○
一枚起請文
（法然「親鸞の師匠」）

②

一念多念証文（親鸞） ○

○ ○

○

○
口伝鈔
（覚如「親鸞の曾孫」）

④

⑦
大蔵経（相応部）

（佛教典籍の総集）
○

⑥
歎異鈔
（唯円「親鸞の弟子」）

○ ○ ○

○
唯信鈔
（聖覚「親鸞の法友」）

⑨

○

⑤
正像末和讃（愚禿悲歎述懐）

（親鸞）
○ ○ ○

表−２ 作品別教義の引用比較 ［引用教義を○で示す］

そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
作
品
は
︑
自
伝
的
小
説
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
丹

羽
文
雄
自
身
の
﹁
お
い
た
ち
﹂
と
深
い
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
︑
彼
自
身
が

浄
土
真
宗
の
寺
院
に
生
ま
れ
︑
養
子
に
入
っ
た
実
父
と
祖
母
と
の
不
倫
関

係
や
実
母
の
家
出
を
体
験
し
て
い
る
︒

二

宗
教
的
教
義

作
品
の
随
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
教
義
︵
仏
典
︶
を
表
︱
２
に

示
す
︒
す
べ
て
親
鸞
の
自
著
を
中
心
に
し
て
い
る
が
︑
作
品
間
で
か
な
り

の
濃
淡
が
み
ら
れ
︑
全
く
引
用
の
な
い
﹁
肉
親
賦
﹂
か
ら
︑
七
つ
の
引
用

を
使
っ
て
い
る
﹁
菩
提
樹
﹂
ま
で
幅
が
広
い
︒
そ
し
て
︑
作
品
を
横
断
的

に
比
較
す
る
と
︑
﹁
歎
異
鈔
﹂
が
四
作
品
に
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
一
番
多

い
︒
こ
こ
で
は
︑
﹁
歎
異
鈔
︵
２
︶

﹂
を
対
象
に
︑
具
体
的
な
引
用
例
を
述
べ
る
︒

引
用
例

︵
一
︶
性
的
欲
求
の
強
い
義
母
は
︑
養
子
が
娘
の
婿
に
な
っ
た
あ
と
も
︑

深
夜
︑
僧
侶
の
部
屋
を
訪
れ
︑
性
交
渉
を
求
め
る
一
方
︑
檀
家
の
老
婆
た

ち
を
集
め
︑
歎
異
鈔
の
一
部
﹁
現
世
へ
の
執
着
が
断
ち
難
い
︒
そ
う
い
う

煩
悩
こ
そ
が
救
い
の
道
で
あ
る
﹂
を
引
用
し
︑
人
間
の
業
の
深
さ
を
説
教

す
る
︒

︵
菩
提
樹
︶

丹
羽
文
雄
と
浄
土
真
宗
︵
河
合
︶
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︵
二
︶
僧
侶
と
檀
家
の
未
亡
人
︵
三
十
二
歳
︑
実
業
家
の
妾
︶
と
の
恋
愛

関
係
が
芽
生
え
︑
愛
を
告
白
し
あ
う
仲
と
な
る
に
つ
れ
︑
僧
侶
は
︑
次
第

に
︑
義
母
と
の
性
交
渉
を
敬
遠
す
る
よ
う
に
な
る
︒
初
め
て
の
未
亡
人
と

の
逢
引
の
約
束
が
で
き
︑
二
人
は
︑
海
辺
の
旅
館
で
激
し
い
抱
擁
を
交
わ

す
︒
僧
侶
は
︑
人
の
も
の
︵
妾
︶
を
奪
う
罪
悪
感
に
苦
し
み
な
が
ら
も
︑

期
待
感
で
ふ
く
ら
み
︑
ほ
の
ぼ
の
と
あ
た
た
か
く
な
る
︒
私
は
ひ
た
す
ら

現
世
の
よ
ろ
こ
び
を
求
め
て
い
ま
す
と
自
認
し
︑
歎
異
鈔
の
一
節
を
思
い

出
す
︵
３
︶

﹁
な
に
ご
と
も
︑
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な
ら
ば
︑
往
生
の
た

め
に
千
人
こ
ろ
せ
と
い
わ
ん
に
︑
す
な
わ
ち
こ
ろ
す
べ
し
︒
し
か
れ

ど
も
一
人
に
て
も
か
な
い
ぬ
べ
き
業
縁
な
き
に
よ
り
て
害
せ
ざ
る
な

り
︒
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
︑
ま
た
害
せ
じ

と
お
も
う
と
も
︑
百
人
千
人
を
こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
・
・
・
・
・
﹂

未
亡
人
︵
妾
︶
は
︑
僧
侶
へ
の
恋
慕
の
気
持
を
秘
め
な
が
ら
︑
相
手
の
男

に
対
し
︑
必
死
に
な
っ
て
︑
別
れ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
︒
男
は
﹁
何
を

寝
ぼ
け
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
﹂
と
一
蹴
す
る
︒
本
気
で
そ
う
言
う

の
な
ら
︑
﹁
相
手
の
男
は
誰
だ
﹂
と
執
拗
に
聞
か
れ
る
︒
し
か
し
︑
秘
め

ら
れ
た
関
係
に
あ
る
僧
侶
の
名
前
は
口
に
で
き
な
い
︒
突
然
︑
抱
き
す
く

め
ら
れ
︑
最
後
ま
で
抵
抗
で
き
ず
に
︑
身
を
ま
か
せ
て
し
ま
う
︒
﹁
理
由

の
な
い
青
臭
い
こ
と
を
言
う
な
﹂
と
︑
捨
て
台
詞
を
残
し
て
︑
男
は
帰
っ

て
い
く
︒
一
人
に
な
っ
て
︑
未
亡
人
は
︑
自
分
の
業
︵
善
悪
の
業
は
因
果

の
道
理
に
よ
っ
て
後
に
必
ず
そ
の
結
果
を
生
む
︶
の
ふ
か
さ
を
し
み
じ
み

感
じ
る
︒

誰
も
が
︑
そ
の
人
自
身
の
業
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
︒
男
と
め
ぐ
り
合
っ
た
の
も
︑
業
の
仕
業
で
あ
れ
ば
︑
僧
侶
を
知
っ
た

の
も
︑
ま
た
業
の
仕
業
で
あ
っ
た
︒
僧
侶
を
知
っ
た
が
た
め
に
男
と
別
れ

よ
う
と
あ
せ
り
出
し
た
の
も
︑
た
し
か
に
業
の
仕
業
で
あ
る
︒(

菩
提
樹
)

︵
三
︶
僧
侶
の
息
子
は
︑
﹁
実
母
が
家
出
の
後
︑
後
妻
に
な
っ
た
り
︑
内

縁
関
係
に
な
っ
た
り
︑
妾
に
な
っ
た
り
︑
旅
館
の
女
中
に
な
っ
た
り
︑
次

第
に
下
品
な
あ
さ
ま
し
い
人
間
に
転
落
し
て
い
っ
た
︒
あ
や
ま
り
の
一
生

は
︑
そ
れ
が
あ
く
ど
く
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
救
わ
れ
る
条
件
に
か
な
っ
て
い

る
︒
悪
人
正
機
説
を
知
ら
な
か
っ
た
ら
︑
実
母
を
軽
蔑
し
︑
嫌
悪
し
︑
恨

み
続
け
た
で
あ
ろ
う
︒
今
で
は
︑
感
謝
の
気
持
す
ら
も
っ
て
い
る
︒
親
鸞

に
教
え
ら
れ
た
の
だ
﹂
と
回
想
す
る
︒

︵
有
情
)

︵
四
︶
実
母
は
︑
夫
の
単
身
赴
任
中
の
代
行
と
し
て
寺
に
住
み
込
ん
だ
若

い
僧
侶
︵
院
代
︶
と
性
的
関
係
を
も
ち
︑
妊
娠
し
て
し
ま
う
︒
夫
の
帰
り

を
知
り
︑
告
白
と
夫
の
裁
き
に
つ
い
て
︑
真
剣
に
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
告

白
を
間
近
に
ひ
か
え
︑
思
い
余
っ
た
と
き
の
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
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て
︑
歎
異
鈔
の
一
節
を
酔
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
繰
り
返
し
読
む
︵
４
︶

︒

﹁
親
鸞
に
を
き
て
は
た
だ
念
仏
し
て
︑
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら

す
べ
し
と
︑
よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
か
う
む
り
て
︑
信
ず
る
ほ
か
に
別

の
仔
細
な
き
な
り
︒
念
仏
は
︑
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に

て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
︒
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る

ら
ん
︒
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
︒
た
と
ひ
法
然
上
人
に
す
か

さ
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
︑
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
︑
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か

ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
︒
そ
の
ゆ
ゑ
は
︑
自
余
の
行
も
は
げ
み
︑
仏
に
な
る

べ
か
り
け
る
身
が
︑
念
仏
を
ま
う
し
て
︑
地
獄
に
お
ち
て
さ
ふ
ら
は

ば
こ
そ
︑
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
︒
い

づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
︑
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み

か
ぞ
か
し
⁝
⁝
﹂

冷
静
に
告
白
を
受
け
た
夫
は
︑
何
日
も
考
え
た
末
︑
世
間
に
は
︑
死
産
と

し
て
︑
女
児
は
養
子
に
出
す
︒

︵
一
路
)

︵
五
︶
二
度
の
結
婚
︵
い
ず
れ
も
︑
不
義
が
発
覚
し
︑
後
継
ぎ
の
子
供
か

ら
引
き
離
さ
れ
︑
追
放
さ
れ
る
︶
の
後
︑
寺
院
へ
嫁
い
で
き
た
祖
母
は
︑

先
夫
の
死
後
︑
こ
こ
で
も
︑
若
い
養
子
と
性
交
渉
を
も
つ
︒
そ
の
独
占
欲

の
た
め
︑
養
子
の
嫁
に
な
っ
て
い
る
︑
わ
が
娘
︵
実
母
︶
を
子
供
か
ら
引

き
離
し
て
追
放
す
る
︒
養
子
の
再
婚
が
話
題
と
な
り
︑
檀
家
の
要
請
に
よ

り
︑
二
〇
年
近
い
秘
密
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
︑
祖
母
は
別
居
を
余
儀
な

く
さ
れ
︑
僧
侶
や
檀
家
を
恨
み
な
が
ら
︑
隠
居
所
で
老
婆
た
ち
を
相
手
に
︑

細
々
と
法
話
を
聞
か
せ
る
生
活
に
入
る
︵
５
︶

︒

﹁
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ま
ゐ
ら
せ
て
︑
往
生
を
ば
と
ぐ
る

な
り
と
信
じ
て
︑
念
仏
申
さ
ん
と
思
ひ
た
つ
心
の
お
こ
る
と
き
︑
す

な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
︒
弥
陀
の

本
願
に
は
︑
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
ず
︑
た
だ
信
心
を
要
と
す

と
知
る
べ
し
︒
そ
の
ゆ
ゑ
は
罪
悪
深
重
︑
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す

け
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し
ま
す
︒
し
か
れ
ば
︑
本
願
を
信
ぜ
ん
に

は
︑
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
︑
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
ゑ
に

悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
︒
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪

な
き
ゆ
ゑ
に
と
云
々
﹂

隠
居
所
で
の
娘
︵
実
母
︶
と
孫
の
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
︑
抱
き

合
っ
て
泣
く
姿
を
見
て
︑
祖
母
は
号
泣
し
な
が
ら
︑
自
分
は
無
慚
無

愧
の
極
悪
人
だ
と
思
い
︑
﹁
責
め
な
い
で
く
れ
﹂
と
這
い
ず
り
ま
わ

る
︒

︵
無
慚
無
愧
︶

考

察

︵
一
︶
救
済
論

先
ず
︑
最
初
に
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
徹
底
的
に
人
間
を

﹁
悪
人
﹂
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
い
う
悪

丹
羽
文
雄
と
浄
土
真
宗
︵
河
合
︶
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人
と
は
︑
殺
人
や
強
盗
を
は
た
ら
く
︑
極
悪
非
道
の
人
間
を
さ
す
の
で

は
な
く
︑
﹁
ふ
つ
う
の
人
間
ら
し
い
欲
望
を
も
ち
︑
人
間
ら
し
い
欲
望

を
す
て
き
れ
な
い
人
﹂
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
善
人

と
賢
人
と
い
え
ど
も
︑
そ
れ
は
見
せ
か
け
に
過
ぎ
ず
︑
内
心
は
︑
悪
の

塊
り
︵
悪
性
︶
で
形
成
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
原
因
は
︑
人
間
の
本
質
と

し
て
︑
貪と

ん

瞋じ
ん

痴ち

の
三
毒
を
根
と
す
る
煩
悩
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
り
︑
こ

れ
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
浄

土
真
宗
の
根
本
的
思
想
で
あ
り
︑
親
鸞
は
八
六
歳
の
晩
年
に
な
っ
て

も
︑
自
分
が
救
い
難
い
悪
人
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
た
﹁
愚
禿
悲
歎
述

懐
﹂
の
文
言
を
残
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
︑﹁
人

間
は
罪
を
犯
さ
ず
に
は
生
き
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い

る
︒
ま
た
︑
す
べ
て
の
人
間
は
︑
自
分
を
含
め
て
︑
悪
人
で
あ
る
と
い

う
認
識
に
立
つ
こ
と
は
︑
あ
る
意
味
︑
一
種
の
安
心
感
︵
罪
意
識
の
緩

和
︶
を
与
え
て
く
れ
る
と
同
時
に
︑
他
人
に
対
す
る
寛
容
性
︵
と
り
わ

け
憎
悪
に
対
し
て
︶
の
増
大
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
の

点
︑
﹁
有
情
﹂
の
中
で
も
︑
﹁
悪
人
正
機
説
を
知
っ
た
か
ら
︑
寛
大
な
気

持
に
な
れ
た
が
︑
も
し
知
ら
な
か
っ
た
ら
︑
実
母
を
軽
蔑
し
︑
嫌
悪
し
︑

恨
み
続
け
た
で
あ
ろ
う
﹂
と
描
写
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
現
代
の

人
間
社
会
に
お
い
て
も
︑
十
分
通
用
す
る
説
得
性
を
も
っ
て
お
り
︑
浄

土
真
宗
の
存
在
意
義
の
一
端
が
感
じ
ら
れ
る
︒

次
に
︑
救
い
の
道
に
入
る
た
め
に
は
︑
何
よ
り
も
︑
自
分
が
い
か
に

悪
人
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
を
絶
対
条
件
と
し
て
い

る
︒
こ
の
こ
と
を
最
も
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
︑
﹁
無
慚
無
愧
﹂

の
文
脈
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
先
ず
︑
徹
底
的
に
内
心
の
罪
を
自
覚
す

る
と
い
う
﹁
開
眼
﹂
が
求
め
ら
れ
︑
お
の
れ
が
お
の
れ
の
告
発
人
と

な
っ
て
︑
情
け
容
赦
な
く
︑
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
心
の
罪
が
見
え
る

よ
う
に
な
る
ま
で
︑
み
つ
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
︒

そ
の
上
で
︑
こ
れ
が
一
番
難
行
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
﹁
理
性
の
中

で
の
罪
悪
感
の
中
で
︑
も
が
い
て
い
る
限
り
︑
救
い
は
得
ら
れ
ず
︑
こ

の
理
性
と
い
う
領
域
内
を
抜
け
出
さ
な
い
限
り
救
い
は
な
い
﹂
と
説
い

て
い
る
︒
そ
こ
に
︑
他
力
の
要
請
が
あ
り
︑
懺
悔
が
生
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
︒
﹁
懺
悔
と
は
︑
罪
を
告
白
し
︑
ゆ
る
し
を
請
う
た
め
で
は
な

い
︒
そ
れ
は
︑
自
分
の
力
で
は
越
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
告

発
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
倫
理
の
葛
藤
や
︑
善
悪
の
観
念
で
と
ら
え
て
い

る
が
︑
宗
教
の
世
界
は
︑
本
来
︑
善
に
も
悪
に
も
か
か
わ
ら
ぬ
も
の
で

あ
る
﹂
と
説
い
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
理
性
の
領
域
を
脱
し
︑
他
力
に
頼

る
と
い
う
文
脈
は
︑
か
な
り
難
解
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
﹁
救
い
を
得
る
た
め
の
︑
唯
一
の
実
践
的
方
法
と
し
て
は
︑

ひ
た
す
ら
念
仏
心
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
︑
自
分
が
悪
人
で
あ
る
と
い

う
自
覚
に
た
っ
た
念
仏
は
︑
仏
そ
の
も
の
で
あ
り
︑
も
は
や
自
分
が
唱

え
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
阿
弥
陀
仏
︑
が
念
仏
者
の
口
を
通
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
と
説
い
て
い
る
︒
こ
こ
に
︑
他
力
念
仏
の
真
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髄
で
あ
る
絶
対
無
条
件
の
他
力
の
救
い
が
描
写
さ
れ
て
お
り
︑
念
仏
者

は
︑
﹁
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
の
欲
求
と
あ
る
が
ま
ま
な
自
力
の
分
別
に

従
っ
て
︑
そ
う
い
う
生
き
方
を
す
る
自
分
を
︑
そ
う
い
う
生
き
方
し
か

で
き
な
い
自
分
を
そ
っ
く
り
如
来
の
は
か
ら
い
に
あ
ず
け
放
し
に
す
れ

ば
よ
い
﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
念
仏
者
は
︑
如
来
の
救
い
は
︑

そ
れ
を
信
じ
よ
う
と
︑
信
じ
ま
い
と
︑
す
で
に
と
っ
く
の
昔
に
で
き
あ

が
っ
て
お
り
︑
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
に
気
が
つ
き

さ
え
す
れ
ば
よ
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
あ
り
の
ま
ま
な
自

然
︑
人
間
的
な
自
然
の
ま
ま
に
生
き
て
い
く
そ
の
こ
と
が
︑
如
来
の
指

図
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
仏
と
一
体
に
な
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
自

覚
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
︑
そ
う
す
れ
ば
︑
ま
ち
が
い
の
な
い
生
き
方
︑

安
心
し
き
っ
た
生
き
方
が
で
き
る
と
い
う
信
頼
感
が
生
ま
れ
る
﹂
と
し

て
い
る
︒
し
か
し
︑
は
た
し
て
︑
こ
こ
で
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
展

開
に
よ
り
︑
﹁
救
い
の
事
実
﹂
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
に
は
︑
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
﹁
菩
提
樹
﹂
の
中

で
︑
僧
侶
と
檀
家
の
男
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
﹁
人
間
は
救
わ
れ
る
も

の
と
思
い
ま
す
か
﹂
と
い
う
会
話
で
は
︑
僧
侶
が
︑
﹁
私
に
も
判
り
ま

せ
ん
﹂
︑
﹁
誰
に
人
間
の
救
い
の
保
証
が
で
き
ま
し
ょ
う
﹂
と
答
え
て
︑

﹁
一
切
を
委
ね
る
の
が
よ
い
と
判
っ
て
い
て
も
︑
私
は
︑
ま
だ
ま
だ
捨
身

に
な
れ
な
い
︑
聖
人
の
教
え
に
対
し
て
︑
心
を
労
す
る
こ
と
が
足
り
な
い

と
告
白
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
︑
筆
者
と
し
て
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

︵
二
︶
運
命
論
︵
宿
命
論
︶

一
方
︑﹁
有
情
﹂
の
中
で
は
︑﹁
仏
教
論
﹂
と
は
別
に
︑﹁
運
命
論
︵
宿

命
論
︶
﹂
に
つ
い
て
も
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
作
者
の
意
図
と

し
て
︑
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
仏
教
論
︵
宿
業
論
︶
と
の
接

点
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
作
者
自
身
が
敬
虔

な
仏
教
徒
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
﹁
内

在
的
意
思
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
︑
こ
こ
で
は
︑
﹁
こ
の
世
に
は
︑
手

の
出
し
よ
う
の
な
い
途
方
も
な
い
大
き
な
力
が
あ
り
︑
そ
れ
で
人
間
が

あ
や
つ
ら
れ
て
お
り
︑
抵
抗
の
し
よ
う
が
な
い
﹂
と
描
写
し
︑
そ
れ
に

よ
っ
て
︑
﹁
人
間
の
優
劣
や
外
見
の
美
醜
が
支
配
さ
れ
︑
人
間
界
に
不

公
平
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
︒
も
し
︑
こ
の
宿
命
論
が
決
定
的
な
も
の
な

ら
ば
︑
念
仏
も
懺
悔
も
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
勝
手
に
し
て
く
れ

と
い
う
ほ
か
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

作
者
は
︑
登
場
人
物
の
口
を
通
し
て
︑
﹁
こ
の
世
に
は
人
間
の
力
を

絶
し
た
︑
あ
る
偉
大
な
も
の
が
働
い
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
は
ま
ち

が
い
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
文
脈
は
︑
作
者
が
仏
教

的
救
済
論
に
対
し
て
︑
懐
疑
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

丹
羽
文
雄
と
浄
土
真
宗
︵
河
合
︶
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ま

と

め

以
上
︑
﹁
浄
土
真
宗
も
の
﹂
と
い
わ
れ
る
丹
羽
文
雄
の
六
作
品
の
う
ち
︑

最
も
引
用
例
の
多
い
歎
異
抄
を
対
象
に
︑
作
品
中
の
登
場
人
物
の
﹁
罪
の

救
済
﹂
に
つ
い
て
︑
宗
教
的
教
義
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を

検
証
し
︑
作
家
丹
羽
文
雄
の
宗
教
観
を
み
て
き
た
︒
そ
の
内
容
に
対
す
る

筆
者
の
率
直
な
印
象
は
︑
﹁
救
い
の
宗
教
﹂
と
し
て
︑
最
も
重
要
な
命
題

で
あ
る
救
済
の
論
理
の
描
写
に
関
し
︑
作
品
間
の
一
貫
性
に
疑
問
を
感
じ

る
な
ど
︑
必
ず
し
も
同
調
で
き
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
︒
た
と
え

ば
︑
前
述
の
よ
う
に
︑
﹁
無
慚
無
愧
﹂
で
は
︑
徹
底
的
に
内
心
の
罪
を
自

覚
し
︑
理
性
の
枠
を
超
え
て
︑
念
仏
を
称
え
れ
ば
︑
救
わ
れ
る
と
説
い
て

い
る
一
方
︑
﹁
菩
提
樹
﹂
で
は
︑
僧
侶
と
檀
家
の
男
と
の
談
義
の
中
で
は
︑

﹁
人
間
は
救
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
か
﹂
と
の
問
い
に
対
し
て
︑
﹁
誰
に
人
間

の
救
い
の
保
証
が
で
き
ま
し
ょ
う
﹂
と
答
え
て
︑
救
い
に
対
し
て
︑
懐
疑

的
な
扱
い
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
有
情
﹂
で
は
︑
宗
教
と
の
対
立
概

念
で
あ
る
﹁
宿
命
論
﹂
を
紹
介
し
︑
﹁
こ
の
宿
命
論
が
決
定
的
な
も
の
な

ら
ば
︑
仏
も
懺
悔
も
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
勝
手
に
し
て
く
れ
と
い

う
ほ
か
な
い
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
宗
教
に
よ
る
救
い
を
放
棄
す
る
文
脈
と

な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
差
異
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
作
家
論
﹂

や
﹁
作
品
論
﹂
よ
り
︑
む
し
ろ
﹁
救
済
論
﹂
を
求
め
る
筆
者
に
と
っ
て
は
︑

甚
だ
︑
不
満
足
な
内
容
の
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
同

時
に
︑
人
間
を
︑
徹
底
的
に
悪
人
視
す
る
こ
と
を
原
点
に
お
く
︑
思
想
に

は
︑
多
く
の
教
訓
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
筆
者
の
人
生
観
に
多
く
の
示
唆
を

与
え
て
く
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
︒

最
後
に
︑
今
ま
で
の
調
査
結
果
か
ら
到
達
し
た
︑
現
在
の
筆
者
な
り
の

見
解
を
述
べ
て
結
び
の
言
葉
と
し
た
い
︒

本
稿
の
主
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
罪
の
救
済
﹂
に
関
し
て
は
︑
過
去
数
年
に

わ
た
り
︑
唯
一
︑
現
世
で
の
往
生
︵
現
生
正
定
聚
の
境
地
︶
を
説
い
た
浄

土
真
宗
の
教
義
を
中
心
に
︑
宗
教
書
や
注
釈
書
︑
評
論
な
ど
を
中
心
に
追

求
を
試
み
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
内
容
は
︑
概
し
て
︑
抽
象
的
︑

観
念
的
な
も
の
で
あ
り
︑
残
念
な
が
ら
︑
筆
者
が
求
め
る
安
心
立
命
の
心

的
境
地
と
は
︑
実
感
と
し
て
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︑
自
責
の

念
か
ら
の
解
放
が
獲
得
で
き
る
の
か
︑
換
言
す
れ
ば
︑
﹁
宗
教
は
︑
罪
を

犯
し
︑
後
年
に
な
っ
て
自
責
の
念
に
苦
し
む
人
間
を
救
う
こ
と
が
で
き
る

の
か
﹂
と
い
う
根
源
的
な
課
題
に
対
し
て
︑
そ
の
答
え
を
得
る
に
は
い

た
っ
て
い
な
い
︒

親
鸞
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
人
間
は
罪
を
犯
さ
ず
に
は
生
き
ら
れ
な

い
︒
こ
こ
か
ら
罪
意
識
が
芽
生
え
︑
後
に
な
っ
て
︑
後
悔
や
懺
悔
が
生
じ
︑

自
責
の
念
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
い
く
ら
信
仰
を
深
め
て

も
︑
宗
教
に
︑
そ
れ
を
救
う
力
は
期
待
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
し
て
や
︑
そ
れ
が
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
出
来
事
で
あ
れ
ば
︑
も
は
や
︑
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特
定
の
個
人
へ
の
償
い
の
手
段
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
一
生
︑
自
責
の
念

か
ら
の
解
放
は
期
待
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
︒
唯
一
︑
現
世
に
生
き
る

も
の
に
で
き
る
こ
と
は
︑
再
び
同
じ
過
ち
を
犯
さ
な
い
と
い
う
強
い
信
念

を
も
ち
な
が
ら
︑
時
代
を
超
え
た
償
い
と
も
い
う
べ
き
︑
各
種
の
社
会
参

加
を
通
し
て
︑
決
し
て
偽
善
的
な
心
を
も
た
ず
に
︑
少
し
は
人
の
た
め
に

役
立
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
も
つ
こ
と
に
︑
贖
罪
と
し
て
︑
そ
れ
な
り

の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︵
注
︶

︵
１
︶
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由

筆
者
は
長
年
︑
電
力
会
社
の
技
術
系
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
︑
従

事
し
︑
こ
の
間
︑
競
争
社
会
に
身
を
置
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑

今
か
ら
思
え
ば
︑
ず
い
ぶ
ん
排
他
的
で
自
己
中
心
的
な
ふ
る
ま
い
に

明
け
暮
れ
︑
や
さ
し
さ
と
お
も
い
や
り
に
欠
け
た
傍
若
無
人
な
生
き

方
を
し
て
き
た
も
の
だ
と
つ
く
づ
く
思
い
返
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
が

今
の
よ
う
な
安
穏
な
生
活
の
中
で
︑
時
々
︑
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
︑

﹁
晩
年
に
強
ま
る
自
責
の
念
﹂
と
も
い
っ
た
良
心
の
呵
責
に
襲
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
︒
決
し
て
長
く
な
い
残
さ
れ
た
人
生
の
中
で
︑
こ
の

よ
う
な
罪
意
識
か
ら
少
し
で
も
解
放
さ
れ
︑
安
心
立
命
の
救
い
の
境

地
に
近
づ
く
に
は
︑
ど
う
生
き
る
べ
き
と
い
う
課
題
か
ら
こ
の
テ
ー

マ
に
強
く
惹
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

︵
２
︶
歎
異
鈔

親
鸞
の
弟
子
︵
唯
円
︶
が
︑
親
鸞
滅
後
︑
異
義
異
端
の
徒
が
あ
ら

わ
れ
て
き
た
の
を
歎
き
︑
聖
人
の
言
葉
と
と
も
に
︑
異
説
に
対
す
る

正
し
い
信
仰
を
解
き
あ
か
し
た
も
の
︒
﹁
悪
人
正
機
説
﹂
︵
善
人
な
お

も
て
往
生
を
遂
ぐ
︒
い
は
ん
や
悪
人
を
や
︶
﹇
自
力
作
善
の
人
は
︑

偏
へ
に
他
力
を
た
の
む
心
か
け
た
る
あ
い
だ
︑
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら

ず
︒
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
︑
往
生
の
正
因
な
り
﹈
を
は

じ
め
︑
十
八
の
語
録
が
あ
る
︒

︵
３
︶
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
第
一
巻
︵
講
談
社

一
九
七
四
年

二
六
四

頁
参
照
︑
な
お
︑
以
下
に
示
し
た
括
弧
内
の
現
代
語
訳
は
︑
真
継
伸

彦

﹃
現
代
語
訳

親
鸞
全
集
四
﹄
︵
法
蔵
館

昭
和
五
八
年

一

三
〇
～
一
三
一
頁
︶
に
依
拠
し
た
︒
こ
の
仏
典
は
︑
語
録
第
十
三
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
り
︑
﹁
何
ご
と
も
自
分
の
意
向
で
で
き
る
こ
と

で
あ
れ
ば
︑
往
生
の
た
め
に
千
人
殺
せ
と
言
わ
れ
れ
ば
殺
す
で
あ
ろ

う
︒
し
か
し
一
人
を
も
殺
す
こ
と
が
で
き
る
業
縁
が
な
い
ゆ
え
に
殺

さ
な
い
の
で
あ
る
︒
自
分
の
心
が
善
い
か
ら
殺
さ
な
い
の
で
は
な

い
︒
ま
た
殺
さ
な
い
と
思
お
う
と
も
︑
百
人
︑
千
人
を
殺
す
こ
と
も

あ
る
の
で
あ
る
⁝
﹂
と
述
べ
︑
人
間
は
業
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い

る
と
主
張
し
て
い
る
︒

︵
４
︶
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
第
十
四
巻
︵
講
談
社

一
九
七
四
年

二
五

九
頁
参
照
︶
な
お
︑
括
弧
内
の
現
代
語
訳
は
︑
真
継
伸
彦

﹃
現
代

丹
羽
文
雄
と
浄
土
真
宗
︵
河
合
︶
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語
訳

親
鸞
全
集
五
﹄
︵
法
蔵
館

昭
和
五
七
年

八
～
九
頁
︶
に

依
拠
し
た
︒

こ
の
仏
典
は
︑
語
録
第
二
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
︑
﹁
親
鸞
に

お
い
て
は
︑
た
だ
念
仏
だ
け
で
弥
陀
に
助
け
て
い
た
だ
け
る
と
︑
よ

き
ひ
と
︵
法
然
︶
の
仰
せ
を
い
た
だ
い
て
信
じ
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒

ほ
か
に
く
わ
し
く
解
き
明
か
す
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
︒
念
仏
が
ま

こ
と
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
原
因
で
あ
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
地
獄
に
堕

ち
る
業
因
で
あ
る
の
か
︑
私
は
い
っ
さ
い
知
ら
な
い
︒
た
と
え
法
然

上
人
に
だ
ま
さ
れ
て
い
て
︑
念
仏
し
て
地
獄
に
堕
ち
た
と
し
て
も
︑

私
は
こ
と
さ
ら
後
悔
し
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
他
の
修
行

を
勤
め
れ
ば
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
者
が
︑
念
仏
し
て
地

獄
に
堕
ち
た
場
合
に
こ
そ
︑
だ
ま
さ
れ
て
と
い
う
後
悔
も
あ
り
う

る
︒
私
は
念
仏
以
外
に
︑
何
の
行
も
で
き
な
い
人
間
で
あ
る
︒
地
獄

こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
住
処
で
あ
る
︒
﹂
と
述
べ
︑
師
法
然
に
対
す
る
絶

対
信
頼
と
念
仏
至
上
主
義
の
考
え
を
吐
露
し
て
い
る
︒

︵
５
︶
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
第
二
巻
︵
講
談
社

一
九
七
四
年

三
六
三

～
三
六
五
頁
参
照
︶
な
お
︑
括
弧
内
の
現
代
語
訳
は
︑
親
鸞
仏
教
セ

ン
タ
ー

﹃
現
代
語

歎
異
抄
﹄
︵
朝
日
新
聞
出
版

二
〇
〇
八
年

二
九
頁
︶
に
依
拠
し
た
︒

こ
の
仏
典
は
︑
語
録
第
一
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
︑
﹁
人
間
の

思
慮
を
超
え
た
阿
弥
陀
の
本
願
の
大
い
な
る
は
た
ら
き
に
ま
る
ご
と

救
わ
れ
て
︑
新
し
い
生
活
を
獲
得
で
き
る
と
自
覚
し
て
︑
本
願
に
従

お
う
と
い
う
こ
こ
ろ
が
沸
き
起
こ
る
と
き
︑
迷
い
多
き
こ
の
身
の
ま

ま
に
︑
阿
弥
陀
の
無
限
な
る
慈
悲
に
包
ま
れ
て
︑
不
動
の
精
神
的
大

地
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

阿
弥
陀
の
本
願
は
︑
人
間
の
い
か
な
る
条
件
に
よ
っ
て
も
分
け
隔

て
や
選
び
を
し
な
い
︒
た
だ
︑
如
来
の
本
願
に
目
覚
め
る
こ
こ
ろ
ひ

と
つ
が
肝
心
な
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
生
活
状
況
に
振
り
回
さ
れ
て
︑
欲
か
ら
抜
け
出
せ
ず

に
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
私
た
ち
を
こ
そ
救
お
う
と
す
る
願
い
だ
か
ら

で
あ
る
︒

そ
う
で
あ
る
か
ら
︑
本
願
の
救
い
に
目
覚
め
る
な
ら
ば
︑
ど
の
よ

う
な
善
で
あ
っ
て
も
肝
心
で
は
な
く
な
る
︒
そ
れ
は
念
仏
が
ど
の
よ

う
な
善
を
も
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
悪
も
救
い
を
妨
げ

る
と
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
阿
弥
陀
の
本
願
は
ど
の

よ
う
な
悪
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑
人
間
生
活

の
す
べ
て
を
超
越
し
た
阿
弥
陀
の
慈
悲
の
絶
大
さ
を
強
調
し
て
い

る
︒

︿
参
考
文
献
﹀

①

桐
溪
順
忍
﹃
救
済
の
論
理
』(
一
九
八
二

教
育
新
潮
社
︶
一
一
〇
～

一
一
二
頁
参
照
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②

石
井
恭
二
﹃
親
鸞
﹄
︵
二
〇
〇
三

河
出
書
房
新
社
︶
二
四
五
～

二
五
三
頁
参
照

③

紅
楳
英
顕
﹃
浄
土
真
宗
が
わ
か
る
本
﹄
︵
一
九
九
四

教
育
新
潮
社
︶

七
九
～
八
六
頁
参
照

④

亀
井
勝
一
郎
﹁
現
代
作
家
論
﹂
﹃
文
学
界
﹄
︵
昭
和
二
六
～
二
九
年
︶

⑤

中
野
恵
海
﹁
丹
羽
文
雄
と
親
鸞

上

下
﹂
﹃
相
愛
女
子
短
期
大
学

研
究
論
集
﹄
︵
一
九
五
六
～
一
九
五
七
︶

⑥

大
河
内
昭
爾
﹁
丹
羽
文
学
の
宗
教
性
﹂
﹃
文
学
界
﹄
︵
二
〇
〇
五
︶

⑦

藤
井
了
諦
﹁
丹
羽
文
雄
の
菩
提
樹
に
つ
い
て
﹂
﹃
同
朋
国
文
﹄
二
〇

号
︵
昭
和
六
三
年
三
月
二
二
日

同
朋
大
学
国
文
学
会
︶

⑧

藤
井
了
諦
﹁
罪
・
悪
の
意
識
と
そ
の
構
造
に
つ
い
て

前

後
﹂﹃
同

朋
大
学
論
叢
﹄
五
二
号
︵
昭
和
六
〇
年
六
月
一
日

同
朋
学
会
︶

⑨

武
田
友
寿
﹁
宗
教
の
救
済
と
文
学
の
救
済
﹂
﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
三
九

巻
︵
一
九
七
四
年
七
月
号
︶

⑩

村
松
定
孝
﹁
丹
羽
文
雄
論
﹂
﹃
明
治
大
正
文
学
研
究
﹄
︵
昭
和
三
三
年

一
一
月
二
五
日

東
京
堂
︶

⑪

竹
内
義
範
・
梅
原
猛
﹃
日
本
仏
教
と
そ
の
思
想
の
流
れ
﹄
一
三
～

一
八
頁
参
照
﹃
日
本
の
仏
典
﹄
︵
昭
和
四
四
年
二
月
二
五
日

中
央

公
論
社
︶

︵
か
わ
い
・
し
げ
よ
し
／
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
︶

丹
羽
文
雄
と
浄
土
真
宗
︵
河
合
︶
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