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実
生
活
に
お
い
て
は
絶
ち
難
い
事
実
で

あ
る
こ
と
を
直
視
さ
れ
、
そ
れ
で
も
な

ほ
、
揺
ら
ぐ
衆
生
の
心
の
内
に
仏
性
が

あ
る
こ
と
を
信
知
さ
れ
て
ゐ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
太
子
は
「
今
一
切
の
衆
生
に

皆
真
実
の
性
あ
る
こ
と
を
明
す
。
若も

し

此
性
な
く
ん
ば
、
卽
ち
一
化
便す

な
はち

尽

き
て
草
木
と
殊こ

と

な
ら
ず
。
此
性
あ
る
に

由
る
が
故
に
、
相
続
し
て
断
ぜ
ず
、
終

に
大
明
を
得
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
ゐ

る
。「
一
化
」
と
は
釈
迦
一
代
の
教
化

の
こ
と
で
「
大だ

い

明み
よ
う」

と
は
大
乗
の
悟

り
の
知
恵
を
指
し
て
ゐ
る
が
、
如
来
蔵

に
依
っ
て
仏
の
教
へ
が
絶
え
る
こ
と
な

く
継
承
さ
れ
て
い
く
や
う
に
太
子
が
希

求
さ
れ
た
国
民
生
活
の
理
想
の
姿
も
、

人
々
の
真
心
に
よ
っ
て
い
つ
の
日
か
必

ず
実
現
さ
れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
信
じ

て
ゐ
ら
れ
た
に
違
ひ
な
い
。

太
子
の
教
へ
と
理
想
は
、
争
ひ
に

よ
っ
て
災
ひ
が
民
に
及
ぶ
こ
と
を
避

け
る
た
め
御
身
を
捧
げ
ら
れ
た
御
嫡

嗣
山
背
大
兄
王
に
、
そ
し
て
、
時
代

を
経
て
最
澄
・
親
鸞
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
仏
教
徒
へ
、
更
に
国
民
全
体

へ
野
火
の
ご
と
く
拡
が
り
今
日
ま
で
受

け
継
が
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
仏
教

の
普
及
と
い
ふ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
実

に
秘
め
ら
れ
た
肇
国
以
来
連
綿
と
続

い
て
き
た
尊
い
日
本
精
神
の
継
承
で

も
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
と
思
ふ
。

　
（
鳥
栖
市
・
み
ど
り
ヶ
丘
保
育
園
園
長
）

釈し
や
くす

ら
く
、
無む

作さ

の
一
滅め

つ

は
卽
ち
如

来
蔵
な
り
。
生

し
よ
う

死じ

の
神じ

ん

明み
よ
うは

如
来
蔵

に
依
り
て
相
続
し
て
滅
せ
ず
。
但た

だ

惑

を
出
で
ゝ
方ま

さ

に
物
の
依
と
為
る
に
は

非
ず
、
惑
に
在
り
し
よ
り
依
と
為
る

な
り
と
。

　

意
味
は
凡
そ
次
の
と
ほ
り
で
あ
る
。

「（
前
章
の
一い

ち

依え

章
で
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
煩
悩

を
断
ち
真
実
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
最
も

大
切
な
こ
と
だ
と
い
ふ
教
へ
を
）
衆
生
が

聞
け
ば
、
煩
悩
を
脱
し
た
後
に
初
め

て
仏
に
至
る
真
実
の
心
を
拠
り
所
と

し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
っ
て
、
煩
悩
に
塗ま

み

れ
て
ゐ
て
は

そ
れ
が
で
き
な
い
と
考
へ
る
で
せ
う
。

確
か
に
煩
悩
を
脱
却
す
る
こ
と
で
芽

生
え
る
清
浄
な
心
こ
そ
如
来
蔵
で
す
。

そ
し
て
、
衆
生
が
本
来
持
っ
て
ゐ
る

真
実
の
心
は
如
来
蔵
に
よ
っ
て
相
続

さ
れ
決
し
て
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
煩
悩
を
脱
却
し

た
後
に
始
め
て
衆
生
が
真
実
の
心
を

拠
り
所
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
く
、
煩
悩
を
未
だ
脱
却

し
得
て
ゐ
な
い
中
に
あ
っ
て
も
、
闇

に
埋
も
れ
た
真
実
の
心
に
目
覚
め
れ

ば
、
そ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
生
き
て

い
く
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
」

親
族
が
相
争
ふ
動
乱
の
世
に
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
現
実
人
生
に
徹
し
一
筋
の

灯
明
を
得
ん
と
経
典
に
臨
ま
れ
苦
悩
濁

乱
の
ご
生
涯
を
送
ら
れ
た
太
子
は
、
迷

ひ
や
不
安
、
執
着
と
い
っ
た
煩
悩
が
現

り
な
が
ら
独
自
の
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て

を
り
、
太
子
ご
自
身
の
実
人
生
に
照
ら

し
て
考
察
探
求
さ
れ
た
独
創
的
文
献
で

あ
る
こ
と
が
偲
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

第
十
二
章
の
顚
倒
真
実
章
で
は
、
惑わ

く

（
煩
悩
）
と
如に

よ

来ら
い

蔵ぞ
う

（
如
来
と
な
り
得
る
清

浄
な
心
）
と
の
関
係
が
説
か
れ
て
ゐ
る
。

世
尊
、
生

し
よ
う

死じ

は
如
来
蔵
に
依よ

る
。
如

来
蔵
を
以
て
の
故
に
本ほ

ん

際ざ
い

不
可
知
と

説
く
。

こ
れ
が
章
の
冒
頭
に
出
て
く
る
経
典

の
本
文
で
、
凡
そ
の
意
味
は
次
の
や

う
に
な
る
。「
生
死
（
迷
ひ
多
き
衆
生
の
人

生
）
は
如
来
蔵
を
拠
り
所
と
し
て
ゐ
ま

す
。
衆
生
が
こ
の
如
来
蔵
を
有
し
て
ゐ

る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
の
心
の
根
源
を

推
し
量
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
の
で

す
」。
こ
の
短
い
文
章
に
つ
い
て
義
疏

で
は
次
の
や
う
に
解
釈
さ
れ
て
ゐ
る
。

物
聞
き
て
便す

な
はち

謂お
も

へ
ら
く
、
然
ら
ば

即
ち
惑わ

く

を
出い

で
ゝ
後の

ち

方ま
さ

に
物
の
依え

と

為な

る
、
惑
に
在あ

り
て
依
と
為
る
と
言

ふ
に
は
非あ

ら

ざ
る
べ
し
と
。
所ゆ

以ゑ

に
今

　
　標

題
に
掲
げ
た
『
勝

し
よ
う

鬘ま
ん

経き
よ
う

義ぎ

疏し
よ

』

は
、
今
か
ら
凡
そ
千
四
百
余
年
前
、
国

家
制
度
が
や
う
や
く
整
ひ
始
め
た
飛

鳥
時
代
に
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
撰
述

さ
れ
た
。
こ
の
書
物
は
仏
教
経
典
の
一

つ
で
あ
る
勝
鬘
経
に
つ
い
て
の
注
釈
書

で
、
三
十
六
歳
か
ら
三
十
八
歳
に
か

け
て
の
一
年
九
ヶ
月
余
を
費
や
し
て

著
述
さ
れ
た
。

経
典
の
名
と
も
な
っ
た
勝
鬘
は
、
印

度
の
ガ
ン
ジ
ス
川
中
流
域
に
あ
っ
た
古

代
国
家
舎し

や

衛え
い

国こ
く

の
王
家
に
生
ま
れ
て
亜あ

踰ゆ

闍じ
や

国こ
く

の
有ゆ

う

稱し
よ
う

王お
う

の
妃
と
な
っ
た
女

性
で
、
か
つ
て
小
乗
の
教
へ
を
信
奉
し

て
ゐ
た
勝
鬘
が
両
親
の
勧
め
に
よ
っ
て

大
乗
の
教
へ
に
目
覚
め
、
仏
の
教
へ
を

信
受
し
広
説
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ

て
ゐ
る
。

勝
鬘
経
義
疏
で
は
、
経
典
の
一
語
一

語
に
つ
い
て
詳
細
な
注
釈
が
加
へ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、「
私
に
懐お

も

へ
ら
く
」「
今
は

須も
ち

ひ
ず
」
な
ど
の
言
葉
が
随
所
に
見
ら

れ
、
経
典
に
込
め
ら
れ
た
仏
の
心
に
迫

 

聖
徳
太
子
撰
述
『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
触
れ
て

　  —

「
惑
に
在
り
し
よ
り
依
と
為
る
な
り
」—  
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