
最
近
の
新
興
宗
教
諸
団
体
に
於
い
て
は
、
現
生
利
益
の
問
題
が
極
め
て
重
要
な
位
置
を
し
め
て
ゐ
る
。
其
の
実
態
は
幼
稚
で
あ
り
、
又

迷
信
的
な
場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
戦
後
既
に
十
余
年
を
経
て
、
人
心
の
落
着
き
を
取
り
も
ど
し
た
今
日
に
於
て
も
、
依
然

と
し
て
既
成
宗
教
を
凌
ぐ
が
如
き
勢
力
を
も
っ
て
、
一
般
大
衆
を
ひ
き
つ
け
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
衆
が
過
去
と
か
未

来
と
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
漠
然
と
し
た
心
理
に
反
し
て
、
次
第
に
現
世
に
中
心
を
置
い
て
物
を
考
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て

行
っ
た
為
で
あ
り
、
此
の
大
衆
の
心
に
マ
ッ
チ
し
た
の
が
即
ち
新
興
宗
教
で
あ
る
。

従
っ
て
新
興
宗
教
に
と
っ
て
現
生
利
益
は
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
若
し
現
生
利
益
を
抜
き
去
っ
た
ら
新
興
宗
教
は
存
在
す
る
こ
と
が
困

難
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
云
っ
て
、
敢
て
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
其
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
は
、
彼
等
に
依
っ
て
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
新

聞
・
雑
誌
、
及
び
法
話
（
座
）
等
の
内
容
は
其
の
ほ
と
ん
ど
が
、
病
気
を
中
心
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
災
害
か
ら
難
を
ま
ぬ
が
れ
た
体
験
談
に

よ
っ
て
大
部
分
が
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
又
更
に
進
ん
で
は
貧
困
で
あ
っ
た
生
活
状
況
が
、
忽
に
し
て
裕
福
に
転
向
し
て
行
っ

た
と
云
う
種
の
も
の
で
あ
り
、
此
等
の
現
世
に
於
け
る
眼
前
の
利
益
を
旗
印
と
し
て
、
大
衆
の
心
に
根
強
く
食
い
込
ん
で
行
っ
た
の
で
あ

日
蓮
聖
人
に
於
け
る
現
生
利
詩
の
問
題

ー

上
田
本

日
日
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仏
教
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
仏
に
成
る
こ
と
を
も
っ
て
最
高
の
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
信
仰
に
依
る
利
益
の

究
極
も
又
そ
こ
に
在
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
見
方
に
つ
い
て
は
尚
大
別
し
て
二
つ
の
立
場
が
古
来
か
ら
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
。
其
の
一
は
現

世
を
職
土
苦
界
と
し
て
、
此
土
で
は
修
行
が
困
難
な
る
が
故
に
、
弥
陀
の
願
力
に
依
っ
て
浄
土
往
生
を
求
め
、
そ
こ
で
成
仏
の
修
行
を
行
ほ

う
と
す
る
考
え
の
も
の
と
、
又
も
う
一
つ
は
逆
に
此
の
現
実
の
世
界
に
於
て
、
仏
へ
の
直
道
た
る
法
華
の
経
力
に
依
っ
て
頓
に
仏
身
を
成

就
し
よ
う
と
す
る
考
え
の
も
の
と
で
あ
る
。
然
し
て
、
前
者
は
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
の
思
想
で
あ
り
、
現
世
を
否
定
す
る
一
一
ヒ
リ
ズ
ム

に
し
て
、
現
実
遠
離
の
建
前
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
娑
婆
即
寂
光
の
思
想
に
立
脚
し
て
、
あ
く
ま
で
現
世
に
中
心
を
置
き
、
即
身
成

仏
を
も
っ
て
其
の
目
標
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
成
仏
と
云
う
と
こ
ろ
に
最
高
の
目
的
を
持
ち
な
が
ら
、
此
の
よ
う

に
二
つ
の
異
っ
た
考
え
方
が
在
り
古
来
か
ら
其
の
間
の
優
劣
が
や
か
ま
し
く
競
は
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
而
し
究
極
の
目
的
を
来
世
に

持
越
さ
ず
し
て
、
現
実
の
上
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
後
者
の
立
場
の
方
が
一
歩
優
先
で
あ
り
、
且
つ
仏
教
本
来
の
在
り
方
は
、
前
者
よ
り
も

む
し
ろ
後
者
の
方
に
、
よ
り
深
い
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
釈
尊
の
生
涯
に
照
し
合
せ
て
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
（
註
１
）

る
。
こ
れ
は
現
世
の
す
べ
て
に
失
望
し
切
っ
て
ゐ
た
大
衆
に
と
っ
て
は
、
非
常
な
魅
力
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
然
も
此
等
新
興
宗
教
の

主
な
も
の
は
、
本
宗
と
関
係
を
持
つ
も
の
が
多
い
の
で
あ
り
、
何
れ
も
日
蓮
聖
人
を
立
て
法
華
経
を
読
諦
す
る
と
こ
ろ
の
団
体
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
是
れ
よ
り
日
蓮
聖
人
は
果
し
て
此
の
「
現
生
利
益
」
の
問
題
を
、
ど
の
よ
う
に
取
扱
は
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と

云
う
こ
と
に
就
い
て
こ
れ
を
御
遺
文
の
上
か
ら
観
察
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
に
先
き
立
っ
て
「
現
世
」
が
如
何
な

る
位
置
に
あ
る
か
の
観
察
を
試
み
よ
う
。

一
一
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然
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
出
世
せ
ら
れ
た
当
時
の
仏
教
界
は
、
阿
弥
陀
信
仰
が
盛
ん
に
流
布
し
て
を
り
、
「
日
本
国
の
王
臣
一
同
の
念
仏

を
称
え
」
て
ゐ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
此
の
時
に
忽
然
と
し
て
法
華
信
仰
に
よ
る
即
身
成
仏
の
思
想
を
展
開
せ
ら
れ
た
の
は
宗
祖
唯
一
人
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
袋
が
穂
い
か
ら
と
言
っ
て
中
の
黄
金
を
捨
て
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
り
、
宗
祖
は
最
初
か
ら
現
世
に
重

き
を
置
い
て
、
当
時
の
国
土
が
天
変
地
天
・
飢
鯉
疫
瘤
な
ど
に
因
り
、
械
土
と
化
し
て
民
衆
の
苦
痛
日
々
に
増
大
し
、
遂
に
は
国
が
将
に

滅
亡
し
よ
う
と
す
る
に
及
ん
で
、
其
の
原
因
を
究
明
し
て
立
正
安
国
論
を
幕
府
に
献
白
し
、
以
て
国
家
の
安
穏
を
計
り
、
娑
婆
即
寂
光
の

理
想
実
現
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
、
来
世
の
成
仏
を
予
約
す
る
こ
と
に
終
始
せ
る
宗
教
を
排
斥
し
、
先
づ
現
世
の
国
土
を
救
済

し
て
、
大
衆
に
得
益
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
、
そ
れ
に
は
即
身
成
仏
の
教
法
た
る
法
華
の
信
仰
以
外
に
は
直
接
の
方
法
は

無
い
と
し
、
此
処
か
ら
忍
難
弘
経
の
生
涯
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
宗
祖
の
娑
婆
即
寂
光
説
は
、
浄
土
仏
教
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
現
実
世
界
の
意
義
を
回
復
し
た
点
に
於
て
、
す
ぐ
れ
た
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
宗
祖
の
宗
教
に
於
て
は
「
現
世
」
と
云
う
事
柄
が
、
其
の
根
底
に
在
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
識
を
持
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
一
応
考
慮
に
入
れ
て
、
こ
れ
よ
り
現
生
利
益
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

釈
尊
が
法
華
経
に
於
て
、
末
法
で
此
の
経
を
受
持
す
る
も
の
を
讃
美
し
、
弘
経
の
士
を
募
り
、
其
の
功
徳
の
甚
深
な
る
こ
と
を
強
張
し

て
ゐ
る
如
く
、
宗
祖
も
ま
た
此
の
法
華
経
（
特
に
題
目
）
を
信
受
す
る
者
の
功
徳
得
益
を
述
べ
る
点
に
常
に
中
心
が
置
か
れ
て
ゐ
る
。
例

え
ば
宗
祖
の
初
期
に
属
す
る
撰
述
た
る
聖
慰
問
答
妙
に
因
る
と
、

只
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
だ
に
も
唱
へ
奉
ら
ば
、
減
せ
ぬ
罪
や
有
怨
べ
き
、
来
ら
ぬ
福
や
有
ル
ベ
き
、
真
実
也
。
甚
深
也
。
是
を
信
受
す
べ

三
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と
説
か
れ
て
を
り
、
総
て
八
萬
の
法
蔵
も
法
華
経
の
一
部
八
巻
も
み
な
釈
尊
が
神
力
品
に
於
て
結
要
付
畷
せ
ら
れ
た
法
体
た
る
妙
法
五
字

を
顕
説
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
と
し
で
、
其
の
受
持
の
功
徳
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
減
せ
ぬ
罪
や
有
べ
き
、
来
ら
ぬ
福

（
さ
い
は
ひ
）
や
有
蝉
べ
き
」
の
文
の
中
で
、
初
め
の
「
域
罪
」
は
過
去
の
罪
障
が
現
在
に
於
て
消
滅
す
る
と
云
う
の
で
あ
り
、
後
の

「
来
福
」
は
未
来
に
予
定
さ
れ
た
「
さ
い
は
ひ
」
を
現
在
に
招
来
す
る
と
云
う
の
で
あ
っ
て
、
何
れ
も
過
去
・
未
来
の
因
果
を
し
て
そ
れ

を
現
在
の
上
に
得
益
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
の
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
り
、
此
処
に
「
現
世
」
を
中
心
と
す
る
宗
祖
の
宗
教
に
於

け
る
特
色
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
と
同
時
に
、
既
に
此
の
問
題
は
初
期
の
頃
か
ら
一
貫
し
た
思
想
と
し
て
宗
祖
の
内
に
存
在
し
た

も
の
と
思
は
わ
る
の
で
あ
る
。
又
更
に
此
の
間
の
事
情
を
明
確
に
し
た
御
書
に
上
野
尼
御
前
御
返
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
依
る
と
妙
法
と

蓮
華
と
の
関
係
を
述
べ
る
段
に
於
て

蓮
華
と
申
蕊
花
は
蕊
と
花
と
同
時
也
。
一
切
経
の
功
徳
は
先
に
善
根
を
作
て
後
に
仏
と
は
成
窄
と
説
ク
。
が
＆
る
故
に
不
定
也
。
法
華
経

と
申
案
は
手
に
取
し
ば
其
の
手
や
が
て
仏
に
成
り
、
口
に
唱
ふ
れ
ば
其
口
即
仏
也
。
（
一
、
八
九
○
）

と
説
い
て
蓮
華
の
花
実
同
時
な
る
が
如
く
に
、
法
華
経
を
受
持
す
る
者
は
因
果
同
時
に
し
て
、
直
に
仏
果
を
成
ず
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

即
ち
一
般
に
考
え
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
に
、
先
づ
現
実
に
於
て
行
因
を
修
し
了
っ
て
後
に
当
来
の
世
に
赴
き
、
そ
こ
で
初
め
て
仏
果
を
成
ず

る
と
云
う
来
世
欣
求
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
手
に
取
れ
ば
其
の
手
が
、
口
に
唱
ふ
れ
ば
其
の
口
が
『
即
仏
』
と
な
る
と
云
う
の
で
あ
る

か
ら
、
特
に
来
世
を
期
待
す
る
必
要
は
全
く
無
い
わ
け
で
あ
る
。
即
仏
と
は
此
の
場
合
、
現
実
の
身
土
に
即
し
て
其
の
ま
昌
仏
を
成
ず
る

と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
此
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
「
無
作
の
仏
」
と
云
う
こ
と
畠
等
し
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
所
謂
、
即
身
成
仏
門
に
つ
な
が

る
と
こ
ろ
の
現
生
を
尊
重
す
る
所
以
が
此
処
に
あ
る
と
云
え
る
。
若
し
然
ら
ば
、
阻
文
の
如
く
前
因
後
果
の
浄
土
門
に
つ
な
が
る
諸
経
の

し
。
（
三
八
六
）
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Ｉ
立
場
に
た
つ
時
は
仏
果
は
「
か
＆
る
故
に
不
定
也
」
と
し
て
、
因
の
種
子
が
い
つ
も
必
ず
大
花
を
開
き
結
実
す
る
と
は
限
ら
な
い
旨
を
明

か
に
し
、
是
れ
に
反
し
て
花
実
同
時
の
蓮
華
に
在
っ
て
は
、
仏
果
は
決
定
し
て
無
有
疑
な
る
こ
と
を
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故

に
弘
安
元
年
七
月
に
同
じ
く
女
性
で
あ
る
妙
法
尼
御
前
に
宛
て
出
さ
れ
た
祖
桝
に
は
、
妙
法
尼
が
法
華
経
に
つ
い
て
不
審
の
点
を
尋
ね
て

来
た
の
に
対
し
、
そ
れ
に
答
え
ら
れ
て

此
経
の
題
目
は
習
上
読
必
事
な
く
し
て
大
な
る
善
根
に
て
候
。
悪
人
も
女
人
も
畜
生
も
地
獄
の
衆
生
も
十
界
と
も
に
即
身
成
仏
と
説
ヵ
れ

と
あ
っ
て
、
即
ち
題
目
の
大
な
る
「
善
根
」
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
相
対
的
な
善
悪
・
仏
凡
を
超
越
し
た
絶
対
的
な
十
界
皆
成
に
あ
る
の
で

●
■
●
●
●
●

あ
っ
て
、
而
も
此
の
場
合
は
十
界
の
当
体
に
即
し
て
そ
の
ま
世
の
姿
に
仏
果
を
成
ず
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
所
謂
、
即
身
に
し
て
、
こ
れ

は
「
未
来
に
」
と
云
う
の
で
は
な
く
、
「
現
実
に
即
し
て
」
と
云
う
謂
に
外
な
ら
な
い
。
故
に
右
の
文
に
先
き
立
っ
て
題
目
が
法
華
経
一

部
の
肝
心
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
「
朝
夕
御
唱
へ
候
は
ぎ
正
し
く
法
華
経
一
部
を
真
読
に
あ
そ
ば
す
に
て
候
」
（
註
２
）
と

説
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
め
。
こ
れ
は
即
ち
唱
題
成
仏
の
基
本
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
宗
祖
に
依
れ
ば
題
目
を
三
業
に
唱
ふ
れ
ば
其
の

身
三
業
の
成
仏
に
し
て
、
一
遍
唱
ふ
れ
ば
一
遍
の
仏
、
三
遍
唱
ふ
れ
ば
三
遍
の
仏
で
あ
っ
て
、
乃
至
百
遍
千
遍
唱
ふ
れ
ば
百
遍
千
通
の
仏

で
あ
り
、
朝
夕
唱
ふ
れ
ば
朝
夕
仏
を
成
ず
る
と
な
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
三
業
不
退
に
受
持
の
一
行
を
修
す
る
こ
と
に
因
り
、
遂
に
は
仏

果
不
退
の
位
に
到
達
す
る
こ
と
を
得
る
と
云
う
理
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

斯
く
し
て
宗
祖
の
現
実
に
中
心
を
置
く
即
身
成
仏
の
法
門
は
、
常
念
常
作
の
唱
題
受
持
に
因
る
も
の
で
あ
っ
て
、
時
々
刻
々
の
得
益
を

て
候
（
一
、
五
二
八
）

〆
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ま
た
宗
祖
は
国
土
に
つ
い
て
も
此
の
現
生
の
国
土
の
上
に
、
そ
の
ま
畠
仏
国
土
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
娑
裟
即
寂
光
の
法
門
に
中
心
を

置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
弘
安
四
年
の
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
返
事
に
よ
る
と

か
狸
る
不
思
議
な
る
法
華
経
の
行
者
の
住
処
な
れ
ば
、
い
か
で
か
霊
山
浄
土
に
劣
る
べ
き
。
法
妙
な
る
が
故
に
人
貴
し
。
人
貴
き
が
故

に
所
尊
シ
。
と
申
巽
は
是
也
。
神
力
品
二
云
〃
、
若
於
林
中
若
於
樹
下
若
於
僧
坊
、
乃
至
而
般
浬
梁
云
云
。
此
伽
に
望
ま
ん
輩
は
無
始
の
罪

障
忽
に
消
滅
し
、
三
業
の
悪
転
じ
て
三
徳
を
成
ぜ
ん
・
（
一
、
八
八
四
）

と
説
か
れ
て
ゐ
る
如
く
、
法
華
経
の
行
者
の
住
す
る
処
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
何
処
で
あ
っ
て
も
霊
山
浄
土
に
劣
ら
な
い
尊
貴
の
場
所
と
な

し
、
而
も
此
処
に
住
す
る
輩
は
、
皆
無
始
の
罪
障
を
消
滅
し
て
、
三
悪
を
三
徳
に
転
向
す
る
こ
と
を
得
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
正

報
・
依
執
共
に
現
生
に
在
っ
て
仏
果
を
体
得
す
る
の
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
は
「
我
等
が
居
住
し
て
一
乗
を
修
行
せ
ん
処
は
何
れ
の
処
に

て
も
候
へ
、
常
寂
光
の
都
た
る
べ
し
。
我
等
が
弟
子
檀
那
と
な
ら
ん
人
は
一
歩
を
行
か
ず
し
て
天
竺
の
霊
山
を
見
、
本
有
の
寂
光
土
へ
昼

夜
に
往
復
し
給
ふ
事
、
う
れ
し
い
と
も
申
案
計
り
無
し
」
（
註
４
）
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
て
現
生
を
一
歩
も
出
ず
し
て
昼
夜
に
霊
山
往
詣

る
。

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
Ｑ
こ
れ
は
宗
祖
が
三
世
に
於
け
る
利
益
の
中
で
『
成
仏
』
を
唯
一
の
目
標
と
な
し
、
是
れ
以
外
の
得
益
は
す
べ
て

無
益
で
あ
る
と
し
て
、
「
日
蓮
は
今
生
に
願
ひ
な
し
、
た
ぎ
仏
に
な
ら
ん
と
願
ふ
ぱ
か
り
な
り
」
（
註
３
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、

仏
に
な
ら
ん
と
欲
す
る
以
外
に
他
の
利
益
を
敢
え
て
求
め
よ
う
と
は
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
自
他
共
に
救
は
れ
ん
が
た
め
」

の
求
道
と
救
済
の
為
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
今
生
に
於
て
仏
の
守
護
を
蒙
り
、
来
世
に
於
て
得
益
す
る
と
云
う
消
極
的
な
利

益
に
対
し
て
、
其
の
来
世
の
得
益
（
仏
果
）
を
今
生
に
成
就
せ
し
め
よ
う
と
し
た
積
極
的
な
態
度
に
、
宗
祖
の
宗
教
の
特
徴
が
在
る
と
云

え
る
の
で
あ
り
、
た
営
仏
に
な
ら
ん
と
思
ふ
以
外
に
は
、
今
枇
に
於
て
他
の
何
物
を
も
欲
し
な
い
と
云
う
所
以
が
こ
§
に
存
す
る
の
で
あ
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依
之
観
是
、
宗
祖
の
現
生
に
於
け
る
利
益
の
中
心
は
依
正
同
時
の
成
仏
に
在
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
在
り
方
は
「
大
事
の
法
門
を
ぱ
昼

夜
に
沙
汰
し
、
成
仏
の
理
を
ば
時
々
刻
々
に
あ
ぢ
は
う
」
詮
５
）
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
此
処
で
云
う
大
蕊
の
法
門
と
は
法
華
経
の
題
、

目
受
持
を
指
す
の
で
あ
り
、
成
仏
の
理
と
は
現
生
を
離
れ
ず
吾
々
の
当
体
に
即
し
て
仏
果
を
得
る
の
理
を
意
味
し
、
其
の
理
を
時
々
刻
友

に
あ
ぢ
は
い
体
得
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
故
に
本
尊
紗
に
は

苧
零
燥
婆
鍔
避
恭
離
三
災
一
出
二
四
劫
一
常
住
浄
土
。
仏
既
過
去
不
し
域
未
来
不
し
生
。
所
化
以
同
体
。
（
七
一
二
）

と
あ
り
、
此
処
に
宗
祖
の
現
生
利
益
に
於
け
る
究
極
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

り
、
宗
祖
は
、
煩
悩
や
罪
悪
〈

持
っ
て
を
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

を
な
す
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
前
述
の
朝
夕
題
目
を
唱
ふ
れ
ば
、
朝
夕
仏
を
成
ず
る
と
云
う
の
と
同
一
の
意
で
あ
ら
う
。
つ
ま

り
、
宗
祖
は
、
煩
悩
や
罪
悪
の
世
間
の
中
に
、
人
生
至
上
の
目
的
や
救
済
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
、
現
実
肯
定
の
人
生
観
と
世
界
観
と
を

如
是
、
当
体
即
成
が
現
生
利
益
の
究
極
で
は
あ
る
が
、
此
れ
に
つ
い
で
重
要
な
問
題
と
し
て
「
守
誰
」
と
云
う
事
が
あ
る
。
即
ち
宗
祖

の
現
生
利
益
に
於
て
は
上
述
の
如
く
、
「
仏
に
な
る
」
こ
と
が
無
上
唯
一
の
問
題
と
し
て
と
り
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

吾

Ｉ
利
益
’
一
Ｉ
離
し
し
三
災
ヲ
一
出
ク
鋒
二
四
劫
ヲ
｜
；
．
！
所
化
以
デ
同
体
ナ
リ

ー
昼
夜
一
成
仏
ノ
理
ヲ
体
得
桑
鋒
（
当
体
即
成
）

五

ヲ
修
行
セ
ン
処
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こ
の
御
ま
ほ
り
は
、
法
華
経
の
う
ち
の
か
ん
じ
ん
、
一
切
経
の
げ
ん
も
く
（
眼
目
）
に
て
候
。
た
と
へ
ぱ
、
天
に
は
日
月
、
地
に
は
大

王
、
人
に
は
心
、
た
か
ら
の
中
に
は
如
意
宝
珠
の
た
ま
、
い
え
に
は
は
し
ら
の
や
う
な
る
事
に
て
候
。
こ
の
ま
ん
だ
ら
（
愛
茶
羅
）
を

身
に
た
も
ち
ぬ
れ
ば
、
王
を
武
士
の
ま
ほ
る
（
守
）
が
ご
と
く
、
ｒ
子
を
を
や
の
あ
い
す
る
が
如
く
、
乃
至
一
切
の
仏
神
等
の
あ
つ
ま
り

ま
ほ
り
昼
夜
に
か
げ
の
如
く
ま
ほ
ら
せ
給
フ
法
に
て
候
。
（
一
、
一
○
五
）

と
述
べ
ら
れ
て
を
り
、
愛
茶
羅
を
「
ま
も
り
本
尊
」
の
意
と
し
て
、
法
華
経
守
誰
の
一
切
の
仏
神
が
来
集
し
て
昼
夜
不
断
に
守
り
給
う
と

云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
現
生
に
於
け
る
守
護
の
利
益
の
如
何
に
甚
深
で
あ
る
か
が
窺
え
る
で
あ
ら
う
。
而
も
此
の
利
益
は
難
行
道
を
修
し

了
っ
て
後
に
得
ら
れ
る
と
云
う
の
で
は
な
く
、
末
法
の
今
時
に
法
華
経
の
題
目
を
受
持
し
さ
え
す
れ
ば
、
所
謂
、
法
華
信
仰
の
徒
た
る
者

は
戒
に
か
Ｌ
る
守
誰
の
得
益
を
蒙
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
な
す
の
で
あ
る
。
故
に
「
行
者
は
必
ズ
不
実
な
り
と
も
、
智
愁
は
を
ろ
か
な

り
と
も
、
身
は
不
浄
な
り
と
も
、
戒
徳
は
傭
へ
ず
と
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
さ
ば
必
ズ
守
護
し
給
く
し
。
袋
き
た
な
し
と
て
金
を
捨
ッ
る

事
な
か
れ
」
（
註
６
）
と
あ
る
如
く
で
あ
っ
て
、
其
の
身
は
必
ず
し
も
忠
実
聰
明
で
あ
り
清
浄
に
し
て
戒
律
堅
固
で
な
く
と
も
、
妙
法
受

附
随
し
た
問
題
で
等
閑
に
ふ
す
こ
と
の
出
来
な
い
の
が
、
現
生
に
於
け
る
「
守
護
の
利
益
」
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
特
に
新
興
宗
教
に
と

っ
て
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
て
、
是
れ
に
中
心
が
置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
宗
祖
の
場
合
は
あ
く
ま
で
「
仏
に
な
る
」
こ
と
の
附

随
し
た
問
題
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
先
づ
開
目
抄
に
は

法
華
経
を
だ
に
も
信
仰
し
た
る
行
者
な
ら
ば
（
詩
天
）
す
て
給
ふ
く
か
ら
ず
。
醤
へ
ぱ
幼
稚
の
父
母
を
の
る
、
父
母
こ
れ
を
す
つ
る

け
う
ち
よ
う

や
。
巣
鳥
母
を
食
う
、
母
こ
れ
を
す
て
ず
。
乃
至
畜
生
す
ら
猶
か
く
の
ご
と
し
。
大
聖
法
華
経
の
行
者
を
捨
シ
く
し
や
。
（
五
六
三
）

と
あ
っ
て
、
法
華
経
の
行
者
に
対
す
る
諸
天
の
守
護
の
必
定
な
る
こ
と
を
明
か
し
、
更
に
建
治
元
年
八
月
妙
心
尼
に
宛
て
ら
れ
た
御
惑
に

は
、
愛
茶
羅
の
説
明
を
さ
れ
て
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持
の
功
徳
に
因
っ
て
諸
天
の
守
護
は
必
定
で
あ
る
と
為
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
是
れ
を
更
に
明
確
に
表
示
せ
ら
れ
た
の
が
、
所
謂
本
尊
抄

Ｏ
○
○
○

守
二
護
此
人
一
大
公
周
公
摂
二
扶
成
王
一
四
皓
待
二
奉
恵
帝
一
不
し
異
者
也
。
（
七
二
○
）

の
文
に
し
て
、
此
処
で
云
う
「
此
人
」
と
は
「
末
代
幼
稚
」
の
こ
と
で
あ
り
、
前
の
御
蒔
の
「
行
者
」
に
当
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
結
局
は

今
時
に
於
け
る
法
華
信
仰
の
徒
を
指
し
、
広
く
一
般
を
名
づ
け
た
の
で
あ
る
と
思
う
。

さ
て
、
次
に
も
う
一
つ
の
現
生
利
益
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
、
そ
れ
は
法
華
経
の
行
者
を
供
養
す
る
こ
と
に
依
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
で

あ
る
。
こ
れ
は
先
き
の
受
持
に
因
る
「
守
護
」
の
利
益
よ
り
も
、
些
か
積
極
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
法
師
口
謄
は
仏
滅
後
に
是
の
経
を

受
持
す
る
者
の
功
徳
を
讃
歎
し
て

に
於
け
る

有
し
人
求
二
仏
道
一
而
於
三
劫
中
一
合
掌
在
二
我
削
一
以
二
無
数
偶
一
讃
。
由
二
楚
識
仏
一
故
得
二
無
溌
功
徳
一
。
歎
二
美
持
経
者
一
共
福
復
過
し
彼
。

（
註
７
）

と
説
か
れ
て
を
り
、
宗
祖
は
此
の
経
文
を
解
説
さ
れ
て
．
劫
が
間
教
主
釈
尊
を
供
養
し
奉
る
よ
る
も
、
末
代
の
浅
智
な
る
法
華
経
の
行

者
の
、
上
下
萬
人
に
あ
だ
ま
れ
て
餓
死
す
べ
き
比
丘
等
を
供
養
せ
ん
功
徳
は
勝
る
べ
し
」
（
註
８
）
と
し
て
、
当
時
の
上
下
萬
民
か
ら
あ

だ
ま
れ
し
宗
祖
に
と
っ
て
は
、
将
に
此
の
一
文
は
当
身
の
問
題
と
し
て
も
考
へ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
所
謂
、
無
量
劫
の
間
に
数
多
の

諸
仏
を
し
て
無
数
の
財
を
用
い
、
供
義
讃
歎
す
る
よ
り
は
濁
世
の
法
華
継
の
行
者
を
供
養
し
た
方
が
其
の
福
復
彼
に
過
ぐ
る
と
云
う
の
で

あ
る
。
而
も
是
れ
は
又
松
野
殿
御
書
に
依
る
と

此
の
法
華
経
並
に
行
者
を
用
ひ
ず
し
て
、
身
を
そ
ん
じ
、
家
を
う
し
な
い
、
国
を
ほ
ろ
ぼ
す
人
々
、
月
支
・
震
日
雇
其
数
を
し
ら
ず
…

…
・
…
行
者
を
に
く
む
国
あ
れ
ば
．
…
。
、
い
ぐ
さ
を
こ
り
他
国
よ
り
其
国
を
破
る
べ
し
と
見
へ
て
候
・
（
一
、
一
四
二
）

と
あ
る
に
依
っ
て
判
る
如
く
、
逆
に
行
者
を
に
く
ん
だ
場
合
に
は
、
単
に
其
の
功
徳
を
失
う
と
云
う
に
と
蛍
ま
ら
ず
、
身
を
損
じ
、
家
を
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無
く
し
て
遂
に
は
内
乱
外
攻
を
招
来
し
、
国
家
を
も
滅
び
る
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
利
害
だ
け
で
は
な
く
国
家
・
社
会
に
迄
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
行
者
を
供
養
す
る
功
徳
の
甚
深
で
あ
る
の
に
比
例
し
て
、
行
者
を
誘
っ
た
場
合
の
罪
果
も

又
甚
深
で
あ
る
の
で
あ
り
、
以
て
此
の
問
題
が
如
何
に
重
く
視
ら
れ
て
ゐ
る
か
曾
知
れ
よ
う
。
而
も
宗
祖
は
開
宗
以
来
値
は
れ
た
幾
多
の

迫
害
と
、
正
嘉
元
年
の
大
地
震
・
翌
二
年
の
大
風
雨
等
の
天
変
地
天
と
を
回
顧
さ
れ
て
、
こ
れ
を
仏
使
と
し
て
末
法
に
妙
法
を
流
布
せ
ん

と
す
る
本
化
の
行
者
を
誘
っ
た
為
に
起
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
撰
時
抄
に
は

日
蓮
は
閻
浮
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
。
此
を
そ
し
り
此
を
あ
だ
む
人
を
結
椛
せ
ん
人
は
閻
浮
第
一
の
大
難
に
あ
う
べ
し
。
こ
れ
は

日
本
国
を
ふ
り
ゆ
る
が
す
正
嘉
の
大
地
震
、
一
天
を
罰
す
る
文
永
の
大
彗
星
等
な
り
。
（
一
、
○
一
九
）

と
明
ら
か
に
現
生
の
天
変
地
天
は
悉
く
法
華
の
行
者
（
特
に
妥
で
は
宗
祖
自
身
）
を
迫
害
す
る
為
に
「
当
世
日
本
国
の
一
切
衆
生
」
は
、

か
Ｌ
る
大
難
を
蒙
る
の
で
あ
る
と
し
、
仏
使
と
し
て
の
本
化
の
自
覚
に
立
っ
て
此
の
言
明
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
将
に
宗
祖
当
身

の
問
題
と
し
て
取
り
扱
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
知
れ
得
る
の
で
あ
る
。

Ｉ
①
当
体
成
仏
１
１
法
華
経
と
由
す
は
手
に
取
れ
ば
其
の
手
、
口
に
唱
ふ
れ
ば
其
の
ロ
仏
と
な
る

な
り
。
所
化
以
て
同
体
な
り
。

Ｉ
④
唱
題
即
成
１
１
②
国
土
成
仏
’
’
一
乗
を
修
行
せ
ん
処
は
何
処
に
て
も
常
寂
光
の
都
た
る
べ
し
。
草
木
国
土
成

仏
。
故
法
華
経
修
行
者
所
住
之
処
可
レ
思
二
浄
土
一
ｏ
何
煩
求
二
他
処
一
乎
。
（
一
元
）

現
在
利
益
１
ｌ
③
時
時
成
仏
１
１
大
事
の
法
門
を
昼
夜
に
沙
汰
し
、
成
仏
の
理
を
ぱ
時
時
刻
刻
に
味
あ
う
。

昼
夜
に
霊
山
往
詣
。

上
川
鵬
聴
》
Ⅷ
撫
撫
蝿
鱸
搬
柵
淵
撫
繍
織
脇
瀦
繩
繊
鍼

ｌ
⑧
現
世
安
穏
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以
上
の
所
論
を
ま
と
め
て
見
る
と
、
大
体
右
の
図
の
如
く
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
中
で
⑧
の
系
列
は
、
『
仏
に
な
ら
ん
と
願
う
以

外
に
更
に
願
な
し
』
と
す
る
宗
祖
の
願
う
利
益
得
果
の
究
極
に
し
て
、
蓋
し
仏
教
の
根
本
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
⑧
の
系
列

は
④
に
因
っ
て
必
然
的
に
派
生
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
謂
は
ば
附
随
し
た
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
而
し
附
随
と

は
云
え
特
に
⑤
は
④
と
同
様
に
璽
く
視
て
を
り
、
末
法
の
法
華
経
行
者
を
供
雛
す
る
こ
と
の
功
徳
が
如
何
に
他
の
功
徳
よ
り
も
勝
れ
て
い

る
か
と
云
う
点
に
就
い
て
は
、
枚
挙
に
い
と
間
な
き
程
御
茜
の
随
所
に
強
調
し
て
を
ら
れ
る
。
次
に
④
は
題
目
受
持
に
因
っ
て
諸
天
の
守

護
を
蒙
り
、
現
世
安
穏
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
兎
角
誤
解
さ
れ
勝
で
あ
っ
て
、
特
に
新
興
宗
教
に
於
け
る
唯
一
の
目
標
と

し
て
掲
げ
ら
れ
、
や
畠
も
す
る
と
迷
信
的
に
傾
き
、
或
は
利
己
的
な
解
釈
が
く
だ
さ
れ
て
宗
祖
本
来
の
意
味
を
失
う
場
合
が
少
な
く
な
い

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
④
は
③
の
系
列
に
附
随
す
る
の
で
あ
っ
て
、
④
だ
け
が
独
立
し
て
存
在
し
そ
れ
が
中
心
目
的
と
す
る
得
益
で
は
な
い

の
で
あ
り
、
宗
祖
の
場
合
は
あ
く
ま
で
④
に
中
心
が
置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
前
述
せ
し
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
④

に
中
心
を
置
く
現
代
の
新
興
宗
教
は
、
単
な
る
現
世
利
益
の
信
仰
を
旨
と
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
其
の
根
本
た
る
④
を
鼈
毛
の
腿
き
に
侭

い
て
ゐ
る
の
感
が
強
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
⑧
は
③
に
よ
っ
て
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
④
を
軽
く
し
て
⑧
の
④
に
重
き

を
置
く
と
云
う
の
は
主
伴
転
倒
で
あ
っ
て
、
恰
も
水
中
の
月
を
探
ぐ
る
に
等
し
い
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
ら
う
。
所
謂
、
此
処
に
両
者
の

根
本
的
相
違
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
④
の
み
に
拘
泥
し
、
此
れ
を
ど
こ
ま
で
も
演
釈
し
て
行
こ
う
と
す
る
在
り
方
は
遂
に

迷
信
的
「
神
が
か
り
」
と
な
り
、
宗
祖
の
本
意
に
背
く
ば
か
り
で
な
く
仏
教
本
来
の
在
り
方
か
ら
連
雛
す
る
も
の
と
云
え
る
。

次
に
④
の
系
列
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
先
づ
①
は
、
現
生
に
於
て
法
雑
経
の
題
目
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
の
中

｛
〈
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で
は
無
上
究
極
の
も
の
で
あ
る
。
又
此
の
①
に
よ
っ
て
必
然
的
に
②
の
依
報
国
土
も
娑
婆
即
寂
光
の
土
と
化
し
、
一
歩
を
出
ず
し
て
仏
の

国
土
に
住
す
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
而
も
此
の
即
身
成
仏
の
理
を
時
時
刻
刻
に
あ
じ
あ
う
と
云
う
の
が
③
の
眼
目
と
す
る
処
で
あ
っ
て
、

此
処
に
宗
祖
の
現
生
に
於
け
る
利
益
の
法
門
の
特
色
が
如
実
に
現
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
所
謂
、
①
と
②
の
正
依
二
報
の

成
仏
は
、
結
極
③
の
「
時
時
刻
刻
に
味
あ
う
」
と
云
う
在
り
方
で
具
体
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

斯
く
し
て
、
宗
祖
に
於
け
る
現
生
利
益
の
問
題
に
就
い
て
の
一
応
の
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
勿
論
宗
祖
は
現
生
ば
か
り
の
利
益

を
説
か
れ
る
こ
と
に
の
み
終
始
し
た
の
で
は
な
く
、
後
生
鉾
処
の
問
題
に
就
い
て
も
教
示
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
於
て
は

現
世
に
中
心
を
侭
い
た
の
で
、
後
生
の
問
題
に
は
此
処
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の
た
め
宗
祖
が
後
生
を
軽
る
く
扱

は
れ
た
と
云
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
娑
婆
即
寂
光
を
主
張
せ
ら
れ
た
宗
祖
は
単
な
る
現
世
主
義
者
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
現
世
や
現
身

の
実
在
を
認
め
る
と
同
時
に
、
過
去
・
未
来
に
わ
た
っ
て
も
其
の
実
在
を
承
認
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
何
れ
に
中
心
を
か
け
ら
れ

た
か
、
と
云
う
と
や
は
り
宗
祖
は
現
世
に
在
っ
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
祖
が
世
に
出
ら
れ
た
当
時
の
宗
教
界
は
、
上
述
の
如

く
浄
土
往
生
の
念
仏
信
仰
が
風
廃
し
て
を
っ
た
時
で
、
後
生
欣
求
の
思
相
に
左
右
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
の
よ
う
な
ペ
シ
ミ

ズ
ム
の
盛
ん
な
時
に
出
ら
れ
た
宗
祖
は
「
現
に
今
生
き
乍
ら
た
だ
一
途
に
死
後
の
往
生
の
た
め
だ
け
の
念
仏
称
名
す
る
の
だ
と
せ
ぱ
、
そ

も
ノ
ー
こ
の
世
の
生
存
の
意
義
は
果
し
て
何
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
社
会
現
実
は
い
か
に
苦
く
と
も
生
き
ぬ
い
て
い
く
だ
け
の
価
値
は
な
い

の
だ
ら
ぅ
か
。
」
（
註
９
）
と
云
う
根
本
的
・
現
実
的
な
問
題
に
直
面
し
、
其
処
か
ら
出
発
し
て
一
切
経
を
縮
き
、
遂
に
法
華
経
の
信
仰

に
因
る
唱
題
即
成
の
法
門
を
掲
げ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
宗
祖
は
後
生
を
求
め
て
一
途
に
往
生
を
念
じ
て
現
実
を
離
れ
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
く
、
又
逆
に
、
現
実
の
利
益
の
み
を
目
的
と
し
て
諦
天
の
守
護
を
頼
み
、
徒
ら
に
奇
賊
現
象
を
願
っ
た
の
で
も
勿
論
な
い
。

た
だ
宗
祖
が
ひ
た
す
ら
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
今
生
に
於
て
「
仏
に
な
ら
ん
」
と
願
う
こ
と
と
「
諸
人
を
し
て
仏
道
に
入
ら
し
め
ん
」
と
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す
る
大
願
以
外
に
は
更
に
何
も
の
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
註
、
）
。
同
じ
く
『
現
生
』
に
中
心
を
置
き
な
が
ら
も
、
新
興
宗
教
の
そ
れ

の
如
く
、
眼
前
の
利
益
の
為
に
の
み
あ
ら
ゆ
る
災
難
か
ら
脱
れ
よ
う
と
し
て
、
敢
て
根
本
の
問
題
を
軽
視
す
る
行
き
方
と
は
大
き
な
懸
隔

が
あ
る
こ
と
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

『
註
』①

釈
尊
の
生
涯
は
衆
生
の
救
済
に
中
心
が
撒
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
十
九
出
家
よ
り
三
十
成
道
に
至
る
ま
で
行
因
を
飯
ね
、
菩

提
樹
下
に
在
っ
て
遂
に
正
覚
を
戒
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
所
訓
、
現
生
に
於
て
行
因
得
果
せ
ら
れ
、
衆
生
に
其
の
範
を
垂
れ
て
同

時
に
八
十
入
滅
ま
で
救
済
の
為
の
教
法
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
釈
尊
の
根
本
思
想
は
決
し
て
現
実
生
活
の
否
定
で
は
な
く

し
て
、
現
実
生
活
を
け
が
し
、
ゆ
が
め
る
人
間
の
利
己
心
（
欲
望
・
煩
悩
）
の
否
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

②
妙
法
尼
御
前
御
返
事
定
遺
一
、
五
二
七

③
四
条
金
吾
殿
御
返
事
に
云
く
「
日
蓮
は
少
（
ハ
カ
キ
）
よ
り
今
生
の
い
の
り
な
し
。
只
仏
に
な
ら
ん
と
を
も
ふ
計
，
也
。
」
（
定
遺

一
、
三
八
四
頁
）
と
あ
り
、
更
に
此
の
文
を
守
護
国
家
論
の
「
法
華
経
修
行
者
所
住
之
処
可
レ
思
一
浄
土
寸
何
煩
求
二
他
処
一
乎
」

（
三
一
九
）
の
文
と
照
合
し
て
み
る
と
き
、
宗
祖
は
今
生
に
在
っ
て
只
仏
と
な
り
仏
国
土
を
此
の
世
界
の
中
に
実
現
し
よ
う
と
せ

ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
而
も
宗
祖
に
と
っ
て
此
の
問
題
は
究
極
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

④
最
蓮
房
御
返
事
定
遺
六
一
面
．

⑤
同
定
遺
六
二
四

⑥
祈
祷
妙
定
遺
六
七
九

⑦
大
砿
大
蔵
経
九
ノ
ー
ノ
三
一

⑧
松
野
殿
御
消
息
定
遺
一
、
一
四
一

⑨
日
本
仏
教
学
会
年
報
第
二
十
二
号
二
〈
六
頁
（
三
二
・
三
・
二
五
発
行
）

⑩
四
条
金
吾
殿
御
書
に
云
く
．
切
衆
生
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
フ
る
よ
り
外
の
遊
楽
な
き
な
り
。
乃
至
、
遊
楽
と
は
我
等
が
色
心

●
■
●
●
、
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依
正
と
も
に
一
念
三
千
間
受
用
身
の
仏
に
あ
ら
ず
や
。
法
華
経
を
持
チ
奉
牽
よ
り
外
に
遊
楽
は
な
し
。
現
世
安
穏
・
後
生
善
処
と
は

是
な
り
。
」
（
定
遺
一
、
一
八
一
頁
）
と
あ
る
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
宗
祖
の
宗
教
に
於
け
る
現
生
利
益
の
問
題
は
、
現
実
の
世

界
に
住
し
な
が
ら
徒
ら
に
来
世
の
こ
と
の
み
を
想
い
、
そ
れ
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
又
只
単
に

現
世
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
ん
が
為
の
も
の
で
も
な
い
。
結
極
宗
祖
は
法
華
の
信
仰
に
因
っ
て
、
我
等
が
色
心
依
正
と
も
に
現
実
の

世
界
に
即
し
て
、
仏
果
を
成
じ
よ
う
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
此
処
に
其
の
特
色
が
存
す
る
も
の
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
病
災
等

の
諸
難
か
ら
ま
ぬ
が
れ
、
財
福
を
得
よ
う
と
す
る
眼
前
の
欲
望
に
の
み
基
い
て
行
は
れ
る
信
仰
は
、
如
上
の
意
味
か
ら
考
え
る
時

に
新
興
宗
教
に
と
っ
て
は
唯
一
で
あ
り
、
民
衆
に
と
っ
て
は
非
常
な
魅
力
で
あ
る
と
し
て
も
、
果
し
て
こ
れ
が
聖
意
に
叶
う
も
の

で
あ
ら
う
か
。
（
三
二
・
九
・
一
○
）

〃
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