
畢
竟
じ
て
何
の
用
？

自
分
の
内
に
還
っ
て
教
育
を
考
え
よ
う

一

若
き
日
の
道
元
禅
師
が
宋
の
禅
院
に
あ
っ
て
古
人
の
語
録
を
読

ん
で
お
ら
れ
た
。
道
心
の
あ
る
僧
が
道
元
に
問
う
。
「
日
本
の
若

い
人
、
語
録
を
読
ん
で
何
の
役
に
立
つ
の
か
？
」「
古
人
の
言
行
を

知
り
た
い
の
で
す
」
「
そ
れ
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
？
」
「
郷
里
に

帰
っ
て
人
を
教
化
す
る
為
で
す
」
「
何
の
役
に
立
つ
の
か
？
」
「
衆

生
を
利
益
す
る
為
で
す
」
「
畢
竟
じ
て
何
の
用
ぞ
！
」

「
為
（
た
め
）
に
す
る
教
育
」
の
是
非
論
議
は
、
今
日
に
始
ま

っ
た
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
現
代
で
は
現
代
な
り
の
問
題
で
大

き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、
是
非
両
論
と
も

共
通
な
姿
勢
と
し
て
は
前
向
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
向
き
は

結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
遠
視
的
と
か
近
視
的
目
標
を
前
方
に
置

い
て
結
果
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
あ
る
い
は
五
十
歩
百
歩

と
言
わ
れ
う
る
か
も
知
れ
ぬ
し
、
立
場
を
換
え
る
と
結
果
も
逆
に

な
り
か
ね
な
い
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
「
人
を
教
化
し
よ

う
」
と
か
「
人
に
利
益
（
り
や
く
）
を
与
え
よ
う
」
と
か
は
世
間

内
の
こ
と
で
あ
る
。
前
向
き
の
姿
勢
で
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な

る
積
極
的
具
体
的
な
内
容
を
寄
与
す
る
た
め
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
た
だ
こ
の
場
合
「
た
め
に
な
る
」
基
準
が
無
条
件
に
前
提

さ
れ
て
い
て
「
基
準
」
そ
の
も
の
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
強
い
て

言
え
ば
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
出
発
点
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自

明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
「
為
に
す
る
」
日
々
の
努
力
が
、「
畢
竟
じ

て
何
の
役
に
立
つ
の
か
」
と
問
い
つ
め
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
若
い
道
元
は
そ
の
場
で
す
ぐ
に
は
合
点
が
い
か
な
か

っ
た
ら
し
い
。
後
に
よ
く
考
え
て
こ
の
道
理
が
わ
か
っ
た
弟
子
に

こ
う
語
っ
て
お
ら
れ
る
。

「
語
録
等
を
読
ん
で
古
人
の
言
行
を
も
知
り
、
迷
っ
て
い
る
人

の
た
め
に
説
い
て
聞
か
せ
る
と
言
う
よ
う
な
こ
と
は
、
自
分
の
修

行
の
為
に
も
他
人
の
教
化
の
た
め
に
も
全
く
無
用
で
あ
る
。
た
だ

坐
禅
し
て
一
生
の
大
事
を
明
ら
め
仏
法
の
説
く
『
心
』
の
道
理
を

明
ら
か
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
あ
と
は
一
字
も
知
ら
な
く
て
も
他

人
に
道
を
開
示
す
る
の
に
使
い
尽
く
せ
な
い
程
の
力
が
得
ら
れ
る
。

だ
か
ら
あ
の
僧
は
、
畢
竟
じ
て
何
の
用
ぞ
と
言
っ
た
の
だ
と
思
い
、

こ
れ
が
真
実
の
道
理
だ
と
考
え
て
、
そ
の
後
は
語
録
等
読
む
の
は

止
め
て
ひ
た
す
ら
坐
禅
し
て
大
事
を
明
ら
め
る
こ
と
が
出
来
た
」

と
。



話
の
前
半
は
世
間
内
の
こ
と
、
後
半
は
世
間
外
、
世
間
以
前
の

こ
と
と
言
え
よ
う
。
世
間
内
の
前
向
き
の
姿
勢
に
対
し
て
言
え
ば
、

後
者
は
正
に
後
向
き
で
あ
る
。
自
分
か
ら
世
間
に
向
か
っ
て
出
て

行
く
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
自
分
の
内
に
帰
っ
て
い
く
姿
勢
で
あ

る
。現

代
は
万
事
が
前
向
き
万
能
の
時
代
で
あ
る
。
朝
か
ら
晩
ま
で

や
れ
「
幸
福
」
や
れ
「
繁
栄
」
や
れ
「
生
き
甲
斐
」
を
と
前
向
き

で
な
け
れ
ば
現
代
人
た
る
資
格
が
無
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。（
後
ろ

向
き
に
歩
く
こ
と
は
心
身
の
健
康
増
進
に
非
常
に
良
い
と
言
わ
れ

て
い
る
。
殊
（
こ
と
）
に
山
坂
を
登
る
時
に
は
格
別
の
妙
趣
が
あ

る
）前

向
き
と
言
い
、
後
向
き
と
言
う
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

外
の
世
界
に
邁
進
す
る
こ
と
も
大
切
だ
が
こ
の
辺
で
一
度
百
八
十

度
転
回
し
、
世
間
に
背
を
向
け
て
自
分
の
内
に
還
え
る
こ
と
を
考

え
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
所
謂
「
原
点
」
と
や
ら
に
還

っ
て
見
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

二

仏
教
で
は
自
我
意
識
の
成
立
を
第
七
識
（
末
那
）
と
第
八
識
（
阿

頼
耶
）
と
の
関
係
に
お
い
て
て
考
え
て
い
る
。
眼
耳
鼻
舌
身
意
の

前
六
識
は
受
動
的
感
覚
で
あ
り
第
七
識
は
能
動
的
思
量
で
あ
る
。

前
六
識
か
ら
の
内
外
の
所
与
に
対
し
て
末
那
識
は
「
そ
れ
は
自
分

の
も
の
」
と
言
う
我
欲
・
我
執
の
念
を
立
て
る
。
阿
頼
耶
識
は
意

識
下
の
意
識
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
意
識
の
倉
庫
、
根
基
で
あ
る
。

感
覚
も
意
識
も
思
量
も
、
す
べ
て
そ
こ
に
成
り
そ
れ
に
よ
っ
て
存

し
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
ち
ょ
う
ど
草
木
の
発
芽
し
成
長
し
開
花

結
実
に
い
た
る
元
は
外
か
ら
は
見
え
な
い
地
中
に
置
か
れ
た
種
子

に
あ
っ
て
、
種
子
の
力
が
外
に
顕
現
し
て
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。（
西
洋
の
心
理
学
で
フ
ロ
イ
ト
が
深
層
意

識
を
唱
え
出
し
た
の
は
漸
く
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
）

一
体
今
日
の
我
々
が
人
類
文
化
を
誇
っ
て
い
る
が
、
地
球
の
歴

史
が
数
十
億
年
で
あ
る
の
に
、
人
類
の
そ
れ
が
や
っ
と
百
万
年
に

し
か
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
自
然
の
中
に
埋
没
し
、

自
然
と
共
に
生
き
て
き
た
最
初
の
百
万
年
か
ら
、
徐
々
に
自
然
を

変
え
る
能
力
を
持
ち
、
自
然
的
環
境
に
積
極
的
に
働
き
か
け
な
が

ら
人
類
独
自
の
文
化
を
創
り
上
げ
て
来
た
の
は
ほ
ん
の
数
万
年
以

来
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
類
の
祖
先
が
「
意
識
」
に
目
覚
め
る
と

言
う
行
為
に
よ
っ
て
「
人
間
」
に
な
っ
て
か
ら
、
人
間
性
は
今
日

ま
で
質
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に

人
類
の
歴
史
が
ど
れ
程
苦
難
に
充
ち
た
数
限
り
な
い
体
験
を
乗
り

越
え
て
来
た
こ
と
か
。
そ
れ
に
伴
っ
て
生
命
の
自
己
保
存
と
持
続

の
為
に
避
け
難
く
生
み
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
諸
々
の
煩
悩
、
利



己
心
、
貪
欲
、
怒
り
、
憎
し
み
、
嫉
み
、
愚
痴
が
現
在
我
々
の
内

に
益
々
健
全
（
？
）
に
息
づ
き
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
に
は
何
の
不

思
議
も
な
い
。
さ
ら
に
も
し
人
類
以
前
の
、
生
物
と
し
て
の
長
い

進
化
の
履
歴
に
ま
で
溯
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
物
進
化

の
各
段
階
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
－
の
消
長
変
化
が
、
何
ら
か
の
潜

在
力
と
し
て
我
々
の
生
命
の
内
容
に
跡
を
残
し
影
響
を
伝
え
て
い

る
と
す
れ
ば
、
宇
宙
の
生
命
誕
生
以
来
の
各
世
代
の
一
切
の
行
為

の
効
果
の
累
積
の
場
と
し
て
の
阿
頼
耶
識
の
意
味
に
は
限
り
な
く

深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
人
間
の
本
性
の
恐
ろ
し
い
矛
盾
、

真
と
偽
、
善
と
悪
、
美
と
醜
、
聖
と
魔
・
・
・
・
闇
黒
混
沌
の
層
々

無
尽
の
怪
奇
と
神
秘
さ
に
思
い
い
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ

ろ
う
。

何
故
こ
ん
な
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
を
今
更
ら
し
く
述
べ
る
か
と

い
う
と
、
従
来
の
我
ら
は
あ
ま
り
に
お
人
良
し
に
過
ぎ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
素
性
に
つ
い
て

お
上
品
に
考
え
す
ぎ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
人
間
が
生
物

進
化
の
頂
点
と
し
て
あ
る
こ
と
に
安
易
に
思
い
上
が
っ
て
は
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？

過
去
現
在
に
つ
い
て
楽
観
的
で
あ
る
こ

と
は
、
そ
の
ま
ま
未
来
の
運
命
に
つ
い
て
も
甘
く
見
る
こ
と
に
つ

な
が
る
。
小
は
一
家
庭
、
一
教
室
、
一
学
園
の
こ
と
か
ら
社
会
、

国
、
世
界
の
諸
問
題
に
到
る
ま
で
、
現
状
は
次
か
ら
次
へ
と
我
々

の
楽
観
を
裏
切
っ
て
い
る
。
身
辺
の
あ
ち
こ
ち
に
疎
外
感
が
霧
の

よ
う
に
た
ち
こ
め
て
い
る
か
と
思
う
と
、
足
元
に
は
思
い
が
け
な

い
「
断
絶
」
の
溝
が
出
来
て
い
る
。
失
望
し
不
信
し
挫
折
感
が
巷

に
充
つ
る
と
言
っ
て
は
誇
張
し
す
ぎ
る
の
だ
ろ
う
か
？

吾
ら
は
あ
ま
り
に
も
本
来
の
自
分
自
身
を
忘
れ
て
、
単
純
に
「
進

化
」
を
信
じ
「
向
上
」
を
叫
び
ひ
た
す
ら
に
前
向
き
の
姿
勢
を
誇

っ
て
来
た
。
ど
れ
！

こ
の
辺
で
足
を
止
め
な
く
て
も
良
い
か
ら
、

た
だ
方
向
を
変
え
て
後
向
き
に
な
り
、
そ
こ
に
阿
頼
耶
識
が
暴
露

し
て
く
れ
る
自
己
自
身
の
真
相
に
還
っ
て
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。

三

生
命
が
内
に
体
験
の
一
切
を
見
る
世
界
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。

生
命
の
歴
史
的
経
過
は
「
業
（
ご
う
）
」
の
作
用
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
業
は
「
行
（
ぎ
ょ
う
）
」
で
あ
り
広
意
の
行
為
で
あ
る
。
身
体

的
行
為
。
口
に
よ
る
も
の

、
言
語
。
心
の
中
の
営
み

、
意
識
。

こ
の
三
つ
が
三
業
で
あ
っ
て
相
即
連
関
す
る
。
三
業
に
よ
っ
て
人

間
の
自
己
形
成
が
な
さ
れ
る
。

「
業
」
の
行
為
は
原
因
結
果
の
因
果
関
係
（
縁
起
）
を
前
提
と

す
る
。「
縁
起
」
は
「
条
件
に
よ
っ
て
生
起
す
る
と
の
意
で
「
一
切

の
存
在
は
条
件
に
よ
っ
て
生
起
し
消
滅
す
る
。
こ
れ
が
世
界
の
真



実
相
で
あ
る
」
と
釈
尊
は
悟
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
即
ち
生
老
病
死

の
四
苦

。

有
限
存
在
と
し
て
の
人
間
の
不
安
は
、
そ
の
条
件
を

変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
す
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
一

切
は
条
件
に
よ
る
相
依
関
係
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

固
定
し
た
世
間
、
固
定
し
た
我
と
い
う
も
の
は
な
い
。
世
間
は
無

常
で
あ
り
我
は
無
我
で
あ
る
。
我
も
世
間
も
含
め
て
一
切
は
変
化

流
転
し
て
止
む
所
が
な
い
。
固
定
的
な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
。

一
切
は
虚
し
い
。
虚
無
で
あ
る
。
そ
の
無
常
変
転
の
過
程
そ
の
も

の
に
人
間
の
身
、
口
、
意
の
三
業
が
参
加
す
る
。
現
在
の
業
に
つ

い
て
は
自
由
意
志
に
よ
り
選
択
が
許
さ
れ
よ
う
が
、
過
去
か
ら
の

業

、

宿
業
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
宿
業
は
ど
こ
か
ら
は

じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
知
り
よ
う
が
な
く
自
由
選
択
の
余
地

も
な
い
。
何
人
も
宿
業
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
好
む
と

好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
誰
し
も
過
去
現
在
未
来
の
三
世
に
わ

た
る
因
果
連
鎖
の
一
還
を
荷
負
っ
て
そ
の
上
に
昨
日
と
同
じ
く
今

日
も
、
ま
た
明
日
も
自
己
の
三
業
に
よ
っ
て
自
ら
連
鎖
を
作
り
拡

げ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
流
転
無
常
の
存
在
と
し
て
の
自
己

の
根
本
責
任
が
あ
り
、
自
因
自
果
、
自
業
自
得
と
い
わ
れ
る
所
以

（
ゆ
え
ん
）
で
あ
る
。
そ
の
日
そ
の
日
と
し
て
は
何
ら
か
の
目
の

前
の
目
的
の
為
に
営
為
し
な
が
ら
全
体
と
し
て
は
結
局
何
の
為
に

何
に
向
か
っ
て
成
さ
れ
る
の
か
、
我
人
共
に
知
る
と
こ
ろ
が
な
い

の
で
は
な
い
か
。
阿
頼
耶
識
の
内
容
は
業
、
宿
業
の
所
産
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
拠
し
て
末
那
識
に
「
我
」
の
意
識
が
生
ず
る
。
我
見
、

我
慢
、
我
欲
、
我
執
な
ど
諸
々
の
煩
悩
が
不
断
に
湧
き
溢
れ
て
「
我
」

を
荘
厳
（
！
）
す
る
。
宿
業
が
人
間
存
在
の
根
本
的
事
実

、

無

始
無
終
の
事
実
で
あ
る
限
り
、
煩
悩
も
ま
た
無
始
無
終
無
尽
で
あ

る
。宿

業
は
単
に
「
私
」
の
作
る
業
で
は
な
い
。
す
で
に
業
の
中
に

生
き
て
い
る
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
煩
悩
も
「
私
」
の
煩
悩
で
な

く
「
煩
悩
の
中
の
私
」
な
の
で
あ
る
。
「
私
の
煩
悩
」
と
「
私
」
の

外
に
見
る
の
で
な
く
「
煩
悩
の
私
」
と
内
に
省
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
私
に
と
っ
て
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ
と
も
、
す
べ
て
が
宿

業
の
も
よ
お
す
ゆ
え
と
内
観
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
賢
治

さ
ん
の
世
界
中
の
人
が
幸
福
に
な
ら
な
い
限
り
、
と
言
う
言
葉
の

裏
に
は
、
人
間
全
体
に
対
す
る
「
私
」
の
根
元
的
責
任
、
自
業
自

得
の
宿
業
観
が
あ
る
と
思
う
）

さ
て
、
煩
悩
も
人
間
の
本
質
で
あ
る
限
り
こ
れ
を
否
定
す
る
こ

と
は
生
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ど
ん
な
に
否
定
し

て
み
て
も
否
定
さ
れ
な
い
も
の
が
自
己
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
が
煩

悩
で
あ
る
。
否
定
し
切
れ
な
い
根
元
の
悪
、

真
実
の
認
識
を
障
礙

す
る
も
の
、

そ
れ
が
生
の
本
性
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
り
と
て
悪

を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
そ
れ
で
は
生
そ
の
も
の



が
混
乱
し
頽
廃
し
、
破
滅
に
お
ち
入
っ
て
行
く
外
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。

阿
頼
耶
識
は
、
い
わ
ば
自
己
の
内
な
る
無
辺
の
闇
、
底
知
れ
ぬ

深
渕
を
示
唆
す
る
。
一
歩
誤
れ
ば
絶
対
の
虚
無
が
待
ち
構
え
て
い

る
こ
と
を
警
告
し
て
く
れ
る
。

永
遠
の
闇
そ
の
ま
ま
に
輝
か
し
め
る
真
昼
の
光
明
の
下
、
底
な

き
深
淵
そ
の
も
の
の
無
底
の
底
に
立
つ
、
そ
う
い
う
願
求
そ
の
も

の
も
虚
し
い
幻
影
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

如
何
に
し
て
こ
の
自
己
矛
盾
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
。

こ
の
場
合
大
切
な
こ
と
は
生
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、

個
人
の
救
い
が
問
題
で
は
な
い
。
生
々
流
転
の
中
か
ら
生
を
全
体

と
し
て
救
い
あ
げ
、
恒
転
暴
流
の
煩
悩
を
そ
の
根
元
に
お
い
て
断

ち
切
る
こ
と
に
あ
る
。

（
賢
治
さ
ん
の
先
の
言
葉
も
こ
の
意
味

で
あ
ろ
う
）

こ
の
課
題
の
解
決
に
つ
い
て
、
釈
尊
成
道
時
の
正
覚
の
内
容
を

滅
後
二
千
年
の
時
代
経
過
に
相
応
せ
し
め
ら
れ
て
、
そ
の
ぎ
り
ぎ

り
ま
で
発
展
展
開
さ
れ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
る
。
そ
の
間
の
消

息
を
八
十
六
歳
の
晩
年
に
次
の
様
に
述
べ
讃
え
て
お
ら
れ
る
。

無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り

智
眼
く
ら
し
と
悲
し
む
な

生
死
大
海
の
船
筏
な
り

罪
障
お
も
し
と
歎
か
ざ
れ

願
力
無
窮
（
む
ぐ
う
）
に
ま
し
ま
せ
ば

罪
悪
深
重
も
お
も
か
ら
ず

仏
智
無
辺
に
ま
し
ま
せ
ば

散
乱
放
逸
も
す
て
ら
れ
ず

以
上

私
は
阿
頼
耶
識
の
暗
い
一
面
だ
け
を
あ
ま
り
に
強
調
し

す
ぎ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
の
苦
悩
の
暗
黒
面
あ
っ
て
こ
そ
他

面
今
日
の
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
る
い
（
？
）
文
化
の
世
界
が
我
々

に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
文
化
は
言
う

ま
で
も
な
く
世
々
代
々
の
肉
を
そ
ぎ
骨
を
削
っ
て
の
労
苦
の
結
晶

で
な
い
も
の
は
な
い
。
一
例
と
し
て
常
不
軽
菩
薩
（
じ
ょ
う
ふ
ぎ

ょ
う
ぼ
さ
つ
）
の
話
（
法
華
経
第
二
十
）

過
去

と
言
っ
て
も
お
経
に
出
て
く
る
時
代
の
年
数
や
そ
の
中

に
生
ま
れ
か
わ
り
生
ま
れ
か
わ
り
出
て
く
る
仏
菩
薩
の
寿
命
の
表

現
は
、
誠
に
天
文
学
的
数
字
そ
の
も
の
で
、
と
て
も
今
の
我
々
が

想
像
出
来
な
い
程
無
量
無
限
の
も
の
で
あ
る
が
、
阿
頼
耶
識
と
言



う
履
歴
書
の
上
か
ら
見
る
と
決
し
て
誇
大
虚
構
の
も
の
で
は
な
く
、

人
間
の
意
識
体
験
の
内
省
と
し
て
如
何
に
も
と
う
な
ず
か
れ
る
も

の
で
あ
る
。
無
数
の
仏
様
達
が
相
次
い
で
こ
の
世
に
出
現
し
て
衆

生
の
為
に
法
を
説
き
、
衆
生
そ
れ
ぞ
れ
の
分
に
応
じ
て
悟
り
を
開

か
せ
て
お
ら
れ
た
あ
る
時
代
に
、
一
人
の
僧
が
あ
っ
て
常
不
軽
菩

薩
と
呼
ば
れ
た
。
何
故
か
と
言
う
と
、
こ
の
僧
は
日
頃
か
ら
経
典

類
は
一
切
読
ま
な
い
で
も
っ
ぱ
ら
礼
拝
を
行
と
し
た
。
あ
ら
ゆ
る

階
層
の
人
達
に
出
会
う
度
に
そ
の
人
に
向
か
っ
て
「
私
は
深
く
あ

な
た
方
を
敬
い
ま
す
。
あ
え
て
軽
慢
致
し
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
ば
、

あ
な
た
方
は
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
ま
さ
に
仏
に
成
る
こ
と
が
出

来
る
か
ら
で
す
。
」
と
言
っ
て
礼
拝
し
た
。
中
に
は
礼
拝
さ
れ
て
か

え
っ
て
腹
を
た
て
悪
口
罵
言
し
た
り
杖
木
瓦
石
で
打
擲
し
た
り
す

る
も
の
さ
え
あ
っ
て
も
少
し
も
逆
ら
わ
ず
、
走
り
避
け
て
な
お
声

高
く
彼
等
を
賛
嘆
礼
拝
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
そ
の
生

涯
を
通
し
て
こ
の
不
軽
の
礼
拝
を
行
じ
た
と
言
う
。
こ
の
話
は
二

つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
人
は
仏
性
で
あ
る
。
仏
に
成
れ
る

と
い
う
自
覚
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
そ

の
自
覚
に
立
っ
て
菩
薩
道
（
他
を
救
う
、
他
の
為
に
働
く
）
を
実

践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

自
覚
と
覚
他
の
両
面
で
あ
る
。
因
縁
宿
業
の
話
で
あ
る
か
ら
こ

の
話
に
は
当
然
後
日
譚
が
あ
る
。
常
不
軽
菩
薩
は
こ
の
後
、
法
華

経
を
読
誦
す
る
こ
と
が
出
来
、
数
え
切
れ
ぬ
程
永
い
時
間
の
間
に

幾
千
万
億
の
仏
様
に
逢
っ
て
修
行
し
幾
代
も
繰
り
返
し
、
遂
に
仏

の
境
涯
に
到
達
し
た
と
い
う
。
最
後
に
こ
の
話
を
し
て
お
ら
れ
る

釈
尊
が
申
さ
れ
る
。「
こ
の
常
不
軽
菩
薩
は
実
は
他
の
人
で
は
な
く

今
の
こ
の
自
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
悪
口
し
た
り
石
を
投
げ
た
り

し
た
人
達
は
、
今
こ
の
話
を
聴
い
て
い
る
弟
子
達
、
お
前
達
で
あ

る
」
と
。

自
分
は
こ
の
世
で
修
行
し
て
仏
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
け

れ
ど
も
そ
う
で
は
な
い
。
限
り
無
い
過
去
か
ら
の
永
い
間
の
自
覚

と
実
践
の
積
み
重
ね
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一

つ
の
ど
ん
な
小
さ
い
こ
と
で
も
、
そ
れ
が
成
る
た
め
に
は
遠
い
昔

か
ら
の
目
に
見
え
な
い
無
数
の
因
縁
の
糸
の
結
集
が
あ
る
こ
と

「
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
」
と
言
わ
れ
る
。

（
「
お
早
よ
う
」
と
教
師
と
子
供
が
交
わ
す
朝
の
挨
拶

た

だ
こ
の
一
つ
の
簡
単
な
相
互
礼
拝
の
行
が
ど
う
し
て
現
実
の
声
と

し
て
現
わ
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
の
一
声
が
集
団
生
活
、
社
会
生
活

の
中
で
ど
ん
な
位
置
を
占
め
ど
ん
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
か
。「
お

早
よ
う
」
の
声
を
耳
に
受
け
口
に
出
す
時
に
、
何
ら
か
の
心
の
重

荷
を
感
じ
た
こ
と
の
な
い
教
師
は
幸
い
（
？
）
な
る
哉
）



補
記

煩
悩
に
つ
い
て

一
、
教
育
は
現
実
に
は
教
師
と
子
供
と
の
煩
悩
関
係
（
本
能
と

本
能
、
感
情
と
感
情
と
の
直
接
関
係
）
で
あ
ろ
う
。
間
違
っ
た
子

供
に
対
し
て
「
正
し
い
教
師
」
が
「
正
し
い
こ
と
」
を
要
求
す
る

の
は
理
念
に
す
ぎ
な
い
。
親
の
煩
悩
に
照
ら
さ
れ
て
子
供
の
煩
悩

が
消
え
る
如
く
、
煩
悩
は
煩
悩
に
よ
っ
て
消
さ
れ
る
以
外
に
救
い

は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

昭
和
四
十
六
年
九
月

お
彼
岸
の
夕

記
す


