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は
じ
め
に

　

私
た
ち
に
は
、生
き
て
い
く
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
材
料
や
道
案
内
に
な
る
地
図
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
で
す
。

そ
う
い
う
も
の
が
な
い
と
、
ど
こ
に
歩
き
出
せ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
と
て
も
生
き
づ
ら
い
事
態
に
直
面
す
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
で
も
、い
っ
た
い
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
先せ

ん

達だ
つ

の
考
え
て
き
た
こ
と
、
行
っ
て
き
た
こ
と
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
学
ぶ
こ
と
で
す
。
新
し
い
も

の
と
は
、
過
去
の
積
み
上
げ
が
あ
っ
て
そ
の
最
先
端
に
あ
る
も
の
の
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
過
去
の
総
体
が

最
新
の
も
の
を
形
成
す
る
の
で
す
。「
温
故
知
新
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
こ
の
国
に
も
共
通

す
る
真
実
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
お
よ
そ
二
千
五
百
年
前
に
イ
ン
ド
で
興
り
、
千
五
百
年
ほ
ど
前

に
日
本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
、
私
た
ち
日
本
人
の
思
想
や
感
性
、
国
の
体
制
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
仏

教
に
目
を
投
じ
、仏
教
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
振
り
返
っ
て「
考
え
る
よ
す
が
」を
探
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。

　

本
書
で
は
、
仏
教
の
全
体
像
を
な
る
べ
く
わ
か
り
や
す
く
把
握
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
第
一
章

で
「
仏
（
ブ
ッ
ダ
）」
を
取
り
上
げ
、
第
二
章
で
「
法
（
ダ
ル
マ
）」
と
は
な
に
か
を
考
え
、
第
三
章
で
「
僧
（
サ

ン
ガ
）」
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
で
、そ
の
目
標
に
至
り
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
こ
れ
を
つ
な
げ
る
と
「
仏
・
法
・

僧
」
と
な
り
ま
す
。
真
理
を
悟
っ
た
「
仏
」
と
、
そ
の
真
理
の
内
容
で
あ
る
「
法
」
と
、
そ
れ
を
奉
じ
、
人
々
に

伝
え
る
「
僧
」
の
こ
と
で
す
。
仏
教
で
は
、
こ
の
三
つ
を
、「
三さ

ん

宝ぼ
う

」
と
呼
ん
で
敬
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
仏
・
法
・
僧
は
宝
な
の
で
し
ょ
う
か
。
共
通
し
た
価
値
観
や
判
断
の
機
転
を
失
っ
て
無
力
感
と
絶
望
感
に
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覆
わ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
世
界
を
闇
に
た
と
え
れ
ば
、
仏
さ
ま
は
、「
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
世
に
は
信

じ
る
に
足
る
真
理
が
あ
る
」
と
言
っ
て
そ
の
真
理
を
示
し
、
暗
闇
に
光
明
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
の
で
し
た
。
そ

れ
は
、
闇
の
中
で
震
え
お
の
の
く
人
々
に
と
っ
て
救
い
で
し
た
。
だ
か
ら
仏
は
宝
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
仏
さ
ま
は
そ
の
真
理
を
具
体
的
に
私
た
ち
に
指
し
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
法
」
と
呼
び
ま

す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
法
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
に
近
づ
く
努
力
が
で
き
、
ま
た
仏
さ
ま
の
悟
り
に
思
い

を
致
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
だ
か
ら
法
は
宝
な
の
で
す
。

　

お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
と
い
う
仏
は
八
十
歳
で
入
滅
し
ま
し
た
。
仏
教
が
仏
の
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
を
学
ん
で
実
践
す
る

こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
仏
さ
ま
が
亡
く
な
っ
た
時
点
で
仏
教
も
と
も
に
消
滅
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
が
営
々
と
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
ひ
と
え
に
仏
さ
ま
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
、
学
び
、

実
践
し
て
な
お
か
つ
そ
れ
を
人
々
に
伝
え
よ
う
と
努
め
て
き
た
弟
子
た
ち
、
僧
団
、
つ
ま
り
サ
ン
ガ
（
僧そ

う

伽ぎ
ゃ

）
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
僧
は
宝
な
の
で
す
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
三
宝
に
沿
っ
て
仏
教
と
は
ど
の
よ
う
な
教
え
な
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
読
者

の
み
な
さ
ま
と
と
も
に
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
仏
教
の
教
え
を
振
り
返
る
旅
に
出
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
旅
が
私
た
ち
の
今
を
考
え
る
よ
す
が
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
掲
載
し
た
写
真
は
、
進
行
し
た
が
ん
か
ら
回
復
し
、
病
後
の
身
体
を
お
し
て
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
め
ぐ
っ

た
と
き
の
撮
影
で
す
。
そ
れ
は
私
自
身
の
生
き
方
を
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
照
ら
し
直
す
旅
で
も
あ
っ
た
た
め
、

こ
こ
に
掲
載
し
た
次
第
で
す
。



　　
　
第
一
章
　
仏
〔
ブ
ッ
ダ
〕

　　　　
　
　
　

　
　

自み
ず
から

仏ほ
と
けに

帰き

依え

し
奉

た
て
ま
つる

　　
　

当ま
さ

に
願ね

が

わ
く
は
衆し

ゅ

生じ
ょ
うと
共と

も

に

　　
　

大だ
い

道ど
う

を
体た

い

解げ

し
て
無む

上じ
ょ
う

意い

を
発お

こ

さ
ん
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❖
お
釈
迦
さ
ま
の
悟
り

　　

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
生
命
の
限
界
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
苦
行
を
続
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
で
納
得
の
で

き
る
悟
り
に
至
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
苦
行
を
し
な
が
ら
、
究
極
の
悟
り
に
至
る
道
は
こ
れ
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

苦
行
に
入
っ
て
六
年
が
た
っ
た
あ
る
日
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
プ
ラ
ー
グ
ボ
ー
デ
ィ
山
を
下
り
ま
し
た
。
そ
し
て

山
の
下
に
あ
る
ナ
イ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
ー
河
（
尼に

連れ
ん

禅ぜ
ん

河が

）
に
歩
を
進
め
、
消
ら
か
な
流
れ
に
身
を
沈
め
ま
し
た
。
ナ

イ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
ー
河
の
流
れ
は
、
骨
と
皮
ば
か
り
に
や
せ
細
っ
た
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
体
を
波
に
流
そ
う
と
し
ま
し

た
。
し
か
し
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
岸
辺
の
葦あ

し

を
し
っ
か
り
と
つ
か
み
、
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
水
で
体
を
清
め
ま

し
た
。

　

そ
の
と
き
、
こ
の
河
の
ほ
と
り
を
通
り
か
か
っ
た
一
人
の
娘
が
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
を
目
に
し
、
引
き
つ
け
ら
れ
て

凝
視
し
て
い
ま
し
た
。
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
と
い
う
名
の
村
娘
で
し
た
が
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
あ
ま
り
に
も
神
々
し
い

姿
に
胸
を
打
た
れ
た
の
で
し
た
。
彼
女
は
河
か
ら
上
が
っ
て
き
た
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
に
、
思
わ
ず
手
に
持
っ
て
い
た

乳
が
ゆ
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
供
養
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
こ
の
乳
が
ゆ
を
い
た
だ
き
、
ゆ
っ
く
り
と
口
に
運
び
ま
し
た
。
長
年
痛
め
つ
け
て
き
た
肉
体

は
、
こ
の
乳
が
ゆ
に
よ
っ
て
次
第
に
生
気
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
」

と
い
う
名
は
、
現
在
も
、
あ
る
乳
製
品
の
メ
ー
カ
ー
の
商
品
名
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
思
い
あ
た
り
ま
す
よ
ね
。



46

　

こ
の
様
子
を
も
の
か
げ
か
ら
見
て
い
た
人
た
ち
が
い
ま
す
。
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い
っ
し
ょ
に
修
行
を
し
て
い
た

五
人
の
仲
間
た
ち
で
す
。
五
人
は
こ
れ
を
昆
て
、
失
望
し
て
山
に
戻
っ
て
い
き
ま
し
た
。
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
堕
落

し
た
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
あ
と
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
ア
シ
ヴ
ァ
ッ
タ
樹
（
ピ
ッ
パ
ラ
樹
）
の
下
に
行
き
、
坐
禅
を
組
み
ま
し
た
。
そ

し
て
瞑
想
に
入
っ
た
の
で
す
。
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
極
端
な
苦
行
も
、
ま
た
逆
に
快
楽
も
悟
り
へ
の
入
り
口
に
は

な
ら
な
い
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
心
を
落
ち
つ
け
、
真
理
を
見
極
め
る
た
め
に
坐
禅
を
組
ん
だ

の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
心
を
定
め
、
禅
の
境
地
に
入
る
こ
と
を
「
禅ぜ

ん

定じ
ょ
う」

と
い
い
ま
す
が
、
彼
は
ま
さ
に
こ
の

禅
定
に
入
っ
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
魔
王
パ
ー
ピ
ヤ
ス
の
住
む
他た

化け

自じ

在ざ
い

天て
ん

の
地
面
が
揺
れ
動
き
ま
し
た
。
こ
の
世
の
真
理
を
悟
り
、

人
々
を
苦
し
み
か
ら
解
放
す
る
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
て
は
悪
魔
の
立
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。大
地
は
、そ
れ
を
パ
ー

ピ
ヤ
ス
に
知
ら
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
パ
ー
ピ
ヤ
ス
は
「
波は

旬じ
ゅ
ん」
と
音
写
さ
れ
、「
マ
ー
ラ
」
と
も
呼

ば
れ
ま
す
。
男
の
い
ち
も
つ
を
「
魔ま

羅ら

」
と
俗
称
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
ち
も
つ
が
煩
悩
の
根
源
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
パ
ー
ピ
ヤ
ス
の
別
名
に
ち
な
ん
で
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

パ
ー
ピ
ヤ
ス
は
、す
ぐ
さ
ま
自
分
の
三
人
の
娘
を
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
も
と
に
向
か
わ
せ
ま
し
た
。
タ
ン
ハ
ー（
渇

愛
）、
ラ
ー
ガ
ー
（
快
楽
）、
ア
ラ
テ
ィ
ー
（
嫌
悪
）
の
三
人
で
す
。
三
人
は
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
目
の
前
で
な
ま
め

か
し
い
女
体
を
さ
ら
し
、誘
惑
し
ま
す
。し
か
し
、シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
微
動
だ
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

次
は
、
悪
魔
の
大
群
が
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
を
襲
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
悪
魔
た
ち
が
次
々
と
襲
い
か
か
り
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ま
す
が
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
坐
禅
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
悪
魔
よ
、
去
れ
。
お
ま
え
た
ち
の
試
み
は
す
べ
て
無
駄
な
こ
と
だ
。
私
の
心
は
定
ま
っ
て
い
る
」

　

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い
え
ど
も
、
禅
定
を
邪
魔
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
迷
い
が
あ
っ
て
当
然
で
し
ょ
う
。
年
老
い
た
父

王
の
こ
と
も
あ
る
し
、
妻
子
の
行
く
末
の
こ
と
も
心
配
な
は
ず
で
す
。
今
の
よ
う
な
苦
労
を
捨
て
れ
ば
、
シ
ャ
ー

ク
ヤ
国
の
王
位
が
待
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
悪
魔
と
は
、
そ
の
よ
う
な
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
中
の
迷
い
を
象
徴

し
て
言
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
自
分
の
心
の
中
の
迷
い
と
戦
っ
て
い
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

悪
魔
の
軍
勢
が
去
っ
た
あ
と
に
は
、
静
寂
だ
け
が
残
り
ま
し
た
。
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
そ
の
静
寂
の
中
で
瞑
想
を

続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
最
初
の
夜
、
宇
宙
の
成
り
立
ち
、
そ
の
継
続
、
壊
滅
が
あ
っ
て
ま
た
宇
宙
の
生
成
が
繰
り

返
さ
れ
る
宇
宙
の
本
質
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
目
撃
し
ま
し
た
。

　

次
の
夜
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
が
死
ん
で
は
ま
た
別
の
存
在
と
し
て
生
ま
れ
、
自
分
の
善
悪
の
行
為
に
よ
っ
て
何

度
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
姿
を
目
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
ど
の
生
に
も
、
永
遠
不
変
の
実
体
な
ど
は
存
在
し

な
い
の
で
し
た
。

　

三
日
目
の
夜
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
人
間
の
苦
を
目
の
あ
た
り
に
し
ま
し
た
。
人
間
は
欲
を
抱
き
、
自
己
や
物
に

執
着
し
ま
す
。
し
か
し
、
自
己
も
物
も
永
遠
不
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
は
消
え
去
り
ゆ
く
存
在
に
執
着
す
る

の
で
す
か
ら
、
苦
し
む
し
か
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
永
遠
不
変
で
は
な
い
す
べ
て
の
も
の
は
、
な
に
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
関
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係
で
す
。
時
々
刻
々
と
変
わ
る
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
仮
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
関

係
の
こ
と
を
、
仏
教
で
は
「
縁
」
と
い
い
ま
す
。

　

東
の
空
に
明
け
の
明
星
が
輝
き
、
や
が
て
白
々
と
明
け
は
じ
め
る
こ
ろ
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
つ
い
に
宇
宙
の
真

理
、
人
間
の
真
実
、
苦
し
み
の
構
造
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
に
目
覚
め
て
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
の
で
し
た
。
こ
こ
で

人
間
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
か
ら
脱
皮
し
、
仏
と
し
て
の
お
釈
迦
さ
ま
の
生
き
方
が
開
始
さ
れ
た
の
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
が
坐
禅
を
組
ん
で
お
ら
れ
た
ア
シ
ヴ
ァ
ッ
タ
樹
は
、
こ
れ
以
後
「
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゅ

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
菩
提
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ボ
ー
デ
ィ
」
を
音
写
し
た
言
葉
で
、「
悟
り
」
を
意
味
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
地
は
ガ
ヤ
ー
と
い
い
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り
を
開
い
て
以
来
、
そ
こ
は
「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

日
本
で
は
、
こ
の
日
は
十
二
月
八
日
と
さ
れ
、「
成

じ
ょ
う

道ど
う

会え

」
と
呼
ば
れ
て
今
で
も
各
寺
院
で
お
祝
い
さ
れ
て
い

ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
と
き
、
三
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
❖
初
め
て
の
説
法
と
サ
ン
ガ
の
誕
生

　　

悟
り
を
開
い
た
お
釈
迦
さ
ま
は
、
七
日
間
一
本
の
菩
提
樹
の
下
で
禅
定
に
入
り
、
悟
り
の
内
容
を
確
か
め
ま
し

た
。
そ
し
て
次
に
別
の
木
の
下
に
移
り
、
ま
た
七
日
間
禅
定
に
入
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
七
日
ず
つ
七
回
も
場
所

を
替
え
た
の
で
す
。
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ブッダガヤーの金剛宝座　釈尊が菩提樹下に坐して悟りを開いた場所
だと伝えられている。今も大きな菩提樹の木陰にある。背後に見える
のはマハーボーディー寺。
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ブッダガヤーのマハーボーディー寺（大塔）　釈尊の成道を讃えて建立
された。この塔の下に金剛宝座がある。
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マハーボーディー寺塔内の釈迦如来像
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❖
私
た
ち
が
生
き
る
六
道
世
界
　

　　

私
た
ち
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
以
前
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
死
ん
で
か
ら
ど
う
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
永
年
の
な
ぞ
で
す
。
な
ん
に
も
な
い
「
無
」
の
状
態
に
な
る
だ
け
だ
と
考
え
る
人
も
い
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
精
神
医
学
者
の
Ｅ
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
博
士
な
ど
は
、
た
く
さ
ん
の
臨
死
体
験
例
を
研

究
し
、
身
体
離
脱
体
験
や
心
身
遊
離
体
験
な
ど
か
ら
来
世
の
存
在
を
予
感
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
人

に
よ
っ
て
自
分
の
前
世
を
記
憶
し
て
い
る
人
の
研
究
な
ど
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
の
活
躍
な
さ
っ
て
い
た
今
か
ら
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
死
ん
で
は

別
の
存
在
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
生
存
を
何
度
も
繰
り
返
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
い
や
、
現
在
の
イ
ン
ド
で

も
そ
う
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
「
輪り

ん

廻ね

」
あ
る
い
は
「
輪り

ん

廻ね

転て
ん

生し
ょ
う」
と
い
い
ま

す
。
か
っ
こ
よ
く
英
語
で
い
え
ば
、「
リ
ー
イ
ン
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
」（
霊
魂
の
再
生
）
で
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
に

限
ら
ず
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
考
え
方
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
自
身
は
、
生
き
物
は
輪
廻
す
る
と
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
死
後
の

生
存
の
有
無
な
ど
は
、現
在
私
た
ち
が
抱
え
て
い
る
苦
し
み
を
解
決
す
る
う
え
で
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
と
し
て
、

弟
子
の
そ
の
よ
う
な
質
問
に
は
答
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
の
対
応
を
「
無む

記き

」
と
か
「
捨し

ゃ

置ち

記き

」

と
い
い
ま
す
。
沈
黙
を
守
っ
て
論
争
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
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し
か
し
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
教
え
を
受
け
継
い
だ
そ
の
後
の
仏
教
界
全
体
と
し
て
は
、
世
間
の
思
潮
の
大
き
な

流
れ
で
あ
る
こ
の
輪
廻
転
生
と
い
う
考
え
を
受
容
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
人
問
は
善
悪
の
行
為
に
よ
っ
て
死

後
六
つ
の
世
界
の
い
ず
れ
か
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
し
ま
す
。
六
つ
の
世
界
と
は
、
苦
し
い
ほ
う
か
ら
、
地
獄
道
・

餓が

鬼き

道ど
う

・
畜
生
道
・
阿あ

修し
ゅ

羅ら

道ど
う

・
人に

ん

道ど
う

・
天
道
の
六
つ
で
す
。
こ
の
六
つ
の
世
界
を
「
六ろ

く

道ど
う

」
と
い
い
、
六
道
を

輪
廻
す
る
こ
と
を
「
六ろ

く

道ど
う

輪り
ん

廻ね

」
と
い
い
ま
す
。

　

地
獄
は
イ
ン
ド
の
古
語
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
「
ナ
ラ
カ
」
と
い
い
、「
奈な

落ら
く

」
と
音
写
さ
れ
ま
す
。

　

若
い
人
は
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
、昔
ヒ
ッ
ト
し
た
鶴
田
浩
二
の
「
赤
と
黒
の
ブ
ル
ー
ス
」
と
い
う
曲
の
中
に
、

「
奈
落
の
底
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
し
た
。
地
獄
の
よ
う
に
底
知
れ
な
い
暗
い
境
遇
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
劇
場
の
舞
台
の
床
下
も
奈
落
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
地
下
深
く
に
あ
る
地
獄
か
ら
連
想
さ
れ
て
名
づ
け

ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

地
獄
に
は
八
熱
地
獄
と
八
寒
地
獄
が
あ
り
、
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
の
長
い
間
獄ご

く

卒そ
つ

（
鬼
）
を
通
し
て
極
ま
り
の

な
い
苦
し
み
を
受
け
続
け
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
悪
事
を
犯
し
た
も
の
が
、
死
後
そ
の
報
い
で
こ
こ
に
落
ち
る

の
で
す
。

　

餓
鬼
道
は
嫉
妬
深
か
っ
た
り
物
惜
し
み
を
し
た
も
の
が
落
ち
る
世
界
で
、そ
こ
の
住
人
も
餓
鬼
と
呼
ば
れ
ま
す
。

こ
こ
は
飢
餓
の
世
界
で
、
も
の
を
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
も
火
と
な
っ
て
燃
え
、
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
い
ま
す
。

　

畜
生
は
、
一
般
に
は
家
畜
の
こ
と
で
す
が
。
あ
ら
ゆ
る
鳥
獣
虫
魚
を
指
し
ま
す
。
人
間
に
酷
使
さ
れ
、
ま
た
お

互
い
に
殺
し
合
い
、
傷
つ
け
合
う
存
在
で
、
や
は
り
生
前
の
悪
行
に
よ
っ
て
畜
生
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
わ
れ
て
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い
ま
す
。

　

阿
修
羅
道
は
略
し
て
「
修
羅
」
と
も
呼
ば
れ
、
争
い
の
尽
き
な
い
鬼
神
の
世
界
だ
と
い
い
ま
す
。
阿
修
羅
は
も

と
も
と
善
神
で
し
た
が
、
帝た

い

釈し
ゃ
く

天て
ん

に
娘
を
奪
わ
れ
、
常
に
帝
釈
天
へ
の
怨
み
を
宿
し
て
こ
れ
と
戦
う
ル
・
サ
ン

チ
マ
ン
（
怨え

ん

恨こ
ん

）
の
鬼
神
と
化
し
た
の
で
す
。
闘
争
の
場
を
「
修
羅
場
」、
争
い
の
や
ま
な
い
世
間
を
「
修
羅
の

ち
ま
た
」
な
ど
と
い
い
ま
す
が
、世
界
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
修
羅
の
ち
ま
た
が
現
出
し
、苦
し
み
に
追
わ
れ
る
人
々

の
尽
き
な
い
の
は
悲
し
い
こ
と
で
す
。

　

人
道
と
は
私
た
ち
人
間
の
世
界
の
こ
と
で
す
。
生し

ょ
う・

老ろ
う

・
病び

ょ
う・

死し

と
い
う
四
苦
を
意
識
し
、
無
常
の
人
生
を
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
の
存
在
で
す
が
、
今
ま
で
あ
げ
て
き
た
四
つ
の
世
界
よ
り
は
苦
し
み
が
少
な
い
と

い
わ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
の
生
活
に
は
楽
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
で
は
人
間
は
基
本
的
に
存
在
と
し
て
苦
で
あ
り
、
そ

の
中
の
楽
し
み
は
相
対
的
で
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
六
道
の
中
で
悟
り
を
開
く
こ

と
が
で
き
る
の
は
人
道
だ
け
だ
と
い
わ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
は
希け

有う

な
こ
と
だ
と
い
う

の
で
す
。

　

最
後
の
天
道
と
は
、
天
人
の
世
界
で
す
。
ひ
と
く
ち
に
天
道
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
天
が
あ
る
の
で
す
が
、

い
ず
れ
も
長
寿
に
恵
ま
れ
、
快
楽
に
満
ち
た
世
界
だ
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
く
ら
長
寿
で
快
楽
に
満
ち
て
い

て
も
、
決
し
て
永
遠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
千
年
、
何
万
年
と
生
き
た
あ
と
に
は
、
や
が
て
老
い
が
待
ち
受
け
、

病
を
得
て
死
に
至
る
の
で
す
。
天
人
と
い
え
ど
も
死
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
い
や
、
長
寿
で
快
楽
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に
満
ち
て
い
た
だ
け
に
、
天
人
の
死
は
地
獄
の
苦
し
み
の
十
六
倍
に
も
及
ぶ
と
い
い
ま
す
。
そ
の
苦
し
み
は
「
天

人
の
五ご

衰す
い

」
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ
ま
す
。

　

ま
ず
頭
の
上
の
花け

鬘ま
ん

が
し
ぼ
み
、
次
に
衣
が
汚
れ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
脇
の
下
か
ら
汗
が
出
て
、
両
目
が

め
ま
い
に
襲
わ
れ
ま
す
。
最
後
に
天
界
の
生
活
を
嘆
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
兆
候
を
示
し

て
、
地
獄
の
十
六
倍
も
の
苦
し
み
に
あ
っ
て
死
に
至
り
、
ま
た
別
の
生
を
享
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
地
獄
か
ら
天
に
至
る
ま
で
、
私
た
ち
が
綸
廻
す
る
六
道
は
苦
し
み
に
満
ち
た
世
界
な
の
で
す
。

こ
の
苦
し
み
の
六
道
を
、
私
た
ち
は
生
ま
れ
て
は
死
に
、
死
ん
で
は
生
ま
れ
変
わ
っ
て
グ
ル
グ
ル
グ
ル
グ
ル
と
輪

廻
し
続
け
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
輪
廻
転
生
を
信
じ
よ
う
と
信
じ
ま
い
と
、
私
た
ち
の
心
は
、
あ
る
と
き
は
燃
え
る
よ
う
な
地

獄
の
苦
し
み
を
味
わ
い
、
あ
る
と
き
は
餓
鬼
の
よ
う
に
も
の
を
ほ
し
が
り
、
あ
る
と
き
は
畜
生
の
よ
う
に
人
に
こ

び
へ
つ
ら
っ
た
り
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
り
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
修
羅
の
よ
う
な
怒
り
を
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
、

人
間
の
心
を
取
り
戻
し
た
り
、
あ
る
と
き
は
天
人
の
よ
う
な
快
楽
に
ひ
た
っ
て
有
頂
天
に
な
り
、
そ
の
あ
げ
く
ど

う
し
よ
う
も
な
い
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
今
の
生
の
中
だ
け
で

も
私
た
ち
の
心
は
六
道
を
輪
廻
し
続
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
さ
ら
に
現
実
の
世
界
を
見
回
し
て
も
、
六

道
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
受
け
ら
れ
て
、
そ
の
苦
し
み
を
思
う
と
胸

が
痛
み
ま
す
。

　



　　

　
第
三
章
　
僧
〔
サ
ン
ガ
〕

　　　　　
　

自み
ず
から

僧そ
う

に
帰き

依え

し
奉

た
て
ま
つる

　　
　

当ま
さ

に
願ね

が

わ
く
は
衆し

ゅ

生じ
ょ
うと
共と

も

に

　　
　

大だ
い

衆し
ゅ

を
統と

う

理り

し
て
一い

っ

切さ
い

無む

礙げ

な
ら
ん
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❖
ダ
ル
マ
を
継
承
す
る
サ
ン
ガ

　　

さ
て
、
い
よ
い
よ
「
仏ぶ

つ・
法ぽ

う・
僧そ

う

」
と
い
う
三さ

ん

宝ぼ
う

の
ラ
ス
ト
、「
僧
＝
サ
ン
ガ
」
に
入
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、「
僧
」

と
い
わ
れ
る
と
つ
い
「
お
坊
さ
ん
」
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
出
家
者
個
人
と
し
て
の
お
坊
さ
ん

で
す
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
う
と
個
人
と
し
て
の
お
坊
さ
ん
と
僧
＝
サ
ン
ガ
と
は
違
い
ま
す
。

　

個
人
と
し
て
の
お
坊
さ
ん
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
「
ビ
ク
シ
ュ
」
と
い
い
、
乞こ

う
人
、
乞こ

つ

食じ
き

者し
ゃ

を
意
味

し
ま
す
。
出
家
者
は
生
産
に
携
わ
ら
ず
、
在
家
の
人
に
も
の
を
乞
う
て
命
を
つ
な
ぎ
、
真
理
を
追
究
す
る
か
ら
こ

う
呼
ば
れ
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
生
活
に
困
窮
し
て
物
乞
い
を
す
る
の
と
は
意
味
が
違
い
ま
す
。

　

こ
の
ビ
ク
シ
ュ
を
音
写
し
た
言
葉
が
、「
比び

丘く

」
で
す
。
そ
し
て
、
ビ
ク
シ
ュ
の
女
性
形
が
「
ビ
ク
シ
ュ
ニ
ー
」

で
、「
比び

丘く

尼に

」
と
音
写
さ
れ
ま
す
。「
尼あ

ま

さ
ん
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
比
丘
尼
の
最
後
の
文
字
を
訓
読
み
し
た
も

の
で
す
。

　

こ
う
考
え
て
み
る
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
駐
車
場
を
建
て
て
お
金
を
も
う
け
、
株
で
懐
を
潤
し
て
い
る
お
坊
さ
ん

は
、
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
本
来
は
比
丘
や
比
丘
尼
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
家
し
て
生
産
活
動

に
携
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
心
の
聖
な
る
部
分
を
保
と
う
と
い
う
決
意
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
現
代
の
日
本
で
は
と
て
も
無
理
な
生
き
方
で
す
ね
。
社
会
構
造
が
生
産
活
動
に
従
事
し
な

い
人
を
許
容
し
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
は
現
代
な
り
の
出
家
者
の
生
き
方
を
考
え
る
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し
か
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

か
つ
て
、
日
本
で
こ
の
出
家
者
の
生
き
方
を
貫
い
た
人
の
代
表
に
、
良
寛
さ
ま
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
良
寛
さ
ま
は
新
潟
・
国く

上が
み

山や
ま

の
五ご

合ご
う

庵あ
ん

に
住
み
、
托た

く

鉢は
つ

で
生
活
を
支
え
て
経
典
を
読
み
、

坐
禅
を
組
ん
で
俗
と
は
一
線
を
画
し
て
暮
ら
し
ま
し
た
。
子
ど
も
と
の
手
ま
り
遊
び
も
、
和
歌
や
漢
詩
も
、
そ
の

聖
な
る
生
活
が
あ
っ
て
輝
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

話
が
そ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
戻
し
ま
し
ょ
う
。
個
人
と
し
て
の
お
坊
さ
ん
や
尼
さ
ん
は
「
比
丘
」「
比
丘
尼
」

と
呼
ぶ
の
が
正
し
く
、
そ
の
比
丘
や
比
丘
尼
の
集
ま
り
が
僧
＝
サ
ン
ガ
な
の
で
す
。
中
国
で
は
サ
ン
ガ
を
「
僧そ

う

伽ぎ
ゃ

」
と
音
写
し
た
た
め
、
こ
れ
が
省
略
さ
れ
て
「
僧
」
と
な
り
、
比
丘
・
比
丘
尼
と
混
同
さ
れ
て
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
僧
伽
の
こ
と
を
「
サ
ン
ガ
」、
比
丘
・
比
丘

尼
の
こ
と
を
「
出
家
者
」
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
で
は
な
ぜ
個
人
の
悟
り
を
追
究
す
る
仏
教
に
お
い
て
、
集
団
＝
サ
ン
ガ
の
必
要
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

端
的
に
い
っ
て
、
サ
ン
ガ
の
存
在
の
意
義
は
「
継
承
」
に
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

真
理
に
目
覚
め
た
ブ
ッ
ダ
＝
仏
が
出
現
し
ま
し
た
。
お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
の
こ
と
で
す
。
そ
の
真
理
の
内
容
が
法
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
、
悟
り
を
開
い
た
と
き
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
深
遠
で
難
解
な
の
で
人
々
に
わ
か
っ
て
も
ら

え
な
い
と
判
断
し
、そ
の
ま
ま
涅ね

槃は
ん

（
死
）
に
入
っ
て
し
ま
お
う
と
考
え
ま
し
た
。
も
し
そ
う
な
さ
っ
て
い
れ
ば
、

法
は
そ
の
ま
ま
仏
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
梵ぼ

ん

天て
ん

が
現
れ
、
お
釈
迦
さ
ま
に
法
を
説
い
て
人
々
を
救
済
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
し
た
。
お
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釈
迦
さ
ま
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
、
か
つ
て
の
五
人
の
修
行
仲
間
に
法
を
説
き
ま
し
た
。
五
人
は
す
ぐ
に
帰
依
し
、

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
一
つ
の
大
き
な
出
来
事
で
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
サ
ン
ガ
が
誕
生
し
た
の
で
す
。
こ
れ
で
仏
の
悟
っ

た
法
は
消
え
去
る
こ
と
な
く
、
以
後
弟
子
や
信
者
た
ち
に
継
承
さ
れ
て
い
き
、
空
間
的
に
は
ア
ジ
ア
全
体
に
広
ま

り
ま
し
た
。
ま
た
、
時
間
的
に
は
今
現
在
私
た
ち
が
こ
う
し
て
仏
教
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
人
生
を
考
え
て
い
る

よ
う
に
、
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
か
ら
二
千
五
百
年
以
上
も
綿
々
と
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
も
ひ
と
え

に
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
の
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
（
鹿ろ

く

野や

苑お
ん

）
で
初し

ょ

転て
ん

法ぼ
う

輪り
ん

が
な
さ
れ
、
サ
ン
ガ
が
誕
生
し
た
か
ら
な

の
で
す
。

　

今
見
て
き
た
よ
う
に
、
お
坊
さ
ん
（
比
丘
・
比
丘
尼
）
た
ち
に
託
さ
れ
た
使
命
は
、
法
を
伝
え
る
こ
と
で
す
。

葬
式
仏
教
と
非
難
さ
れ
て
も
、
も
う
け
主
義
な
ど
と
悪
口
を
言
わ
れ
て
も
、
と
も
か
く
法
を
伝
え
て
い
く
こ
と
を

忘
れ
な
け
れ
ば
、
お
坊
さ
ん
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ー
は
保
た
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
葬
式
の

場
で
も
、
地
下
広
場
で
も
、
酒
場
で
も
い
い
、
み
ん
な
に
喜
ば
れ
る
よ
う
に
法
を
説
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
現
代
流
の
出
家
者
の
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
庶
民
は
、熱
を
入
れ
て
聞
く
よ
う
な
お
坊
さ
ん
た
ち
の
話
に
遭
遇
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

法
を
目
で
見
せ
、
耳
で
聞
か
せ
、
に
お
い
で
か
が
せ
、
舌
で
味
わ
わ
せ
、
肌
で
触
れ
さ
せ
、
考
え
さ
せ
る
工
夫
を

ぜ
ひ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
サ
ン
ガ
を
構
成
す
る
お
坊
さ
ん
た
ち
（
比
丘
・
比
丘
尼
）
の
義

務
で
あ
り
、
同
時
に
権
利
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。



198

お
わ
り
に

　　　

本
書
は
、
入
門
書
と
し
て
、
仏
教
を
で
き
る
だ
け
総
合
的
に
と
ら
え
よ
う
と
努
め
ま
し
た
。
ど
う
す
れ
ば
そ
れ

が
可
能
か
と
考
え
た
と
き
、
聖

し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

の
「
十
七
条
の
憲
法
」
が
脳
裏
に
浮
か
び
ま
し
た
。
太
子
は
憲
法
の
出

だ
し
で
「
一
に
曰い

わ

く
、
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
し
…
…
」
と
発
し
、
続
け
て
、「
二
に
曰
く
、
篤あ

つ

く
三さ

ん

宝ぼ
う

を
敬
え

…
…
」
と
言
っ
て
三
宝
を
リ
ス
ペ
ク
ト
す
る
こ
と
を
国
家
建
設
の
理
念
と
し
ま
し
た
。

　

仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
は
、
仏
教
を
学
ぶ
基
本
中
の
基
本
で
し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
仏
教
信

者
に
な
る
と
き
に
ま
ず
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
三さ

ん

宝ぼ
う

帰き

依え

」
の
誓
い
で
し
た
。
宗
派
に
よ
っ
て
文
言
は

違
い
ま
す
が
、
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　　
　

南な

無む

帰き

依え

仏ぶ
つ

　
　

南な

無む

帰き

依え

法ほ
う

　
　

南な

無む

帰き

依え

僧そ
う

　　

こ
れ
は
、
南
方
の
上

じ
ょ
う

座ざ

部ぶ

仏
教
で
も
パ
ー
リ
語
で
同
じ
よ
う
に
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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ブ
ッ
ダ
ム　

サ
ラ
ナ
ム　

ガ
ッ
チ
ャ
ー
ミ

　
　

ダ
ン
マ
ム　

サ
ラ
ナ
ム　

ガ
ッ
チ
ャ
ー
ミ

　
　

サ
ン
ガ
ム　

サ
ラ
ナ
ム　

ガ
ッ
チ
ャ
ー
ミ

　　

古
代
か
ら
敬
わ
れ
て
い
た
こ
の
三
宝
帰
依
を
再
度
見
返
し
た
と
き
、
三
宝
と
い
う
視
線
こ
そ
が
仏
教
を
総
合
的

か
つ
基
本
か
ら
わ
か
り
や
す
く
と
ら
え
る
も
っ
と
も
ク
リ
ア
な
見
方
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
仏
と
は
、
私
た
ち
の
日
常
用
語
に
換
言
す
れ
ば
理
想
で
あ
り
目
標
で
す
。
法
と

は
、
そ
れ
を
理
論
化
し
た
言
葉
で
す
。
僧
と
は
、
言
葉
に
従
っ
て
理
想
に
向
か
う
実
践
で
す
。
私
た
ち
が
目
標
を

立
て
、
実
践
し
て
実
現
に
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
が
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
私
た
ち
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
生
き
方
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
三

宝
と
い
う
視
線
は
「
総
合
的
」
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
本
書
は
そ
れ
を
目
指
し
て
書
か
れ
ま
し
た
。

　

そ
う
は
言
い
な
が
ら
、
意
図
し
た
こ
と
が
ど
れ
だ
け
表
現
さ
れ
得
た
の
か
ど
う
か
は
読
者
の
批
評
を
仰
ぐ
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
ご
批
判
・
ご
教
示
の
声
を
お
寄
せ
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、本
書
刊
行
の
労
を
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た
地
人
館E-books

の
編
集
部
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

　　
　

令
和
二
年
五
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
治
郎
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