
人
を
育
て
る
こ
と
に
、正
解
は
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。

修
行
道
場
に
入
門
す
る
と
き
、私
は
父
か
ら「
褒
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
帰
っ
て
こ
い
」と
送
り
出
さ
れ
ま
し
た
。褒
め
ら

れ
る
の
は
見
ど
こ
ろ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
、で
は
あ
り

ま
せ
ん
。禅
の
修
行
に
お
い
て
褒
め
ら
れ
る
こ
と
は
、成
長
す
る

見
込
み
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

「
獅
子
の
子
落
と
し
」と
い
う
故
事
が
あ
り
ま
す
。獅
子
は
わ
が

子
を
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
千
尋
の
谷
に
落
と
す
。這
い
上
が
っ
て

き
て
、さ
ら
に
親
の
す
ね
に
噛
み
つ
く
ぐ
ら
い
強
い
子
だ
け
を

育
て
る
と
い
う
も
の
で
す
。修
行
道
場
も
同
じ
で
、と
に
か
く

叱
ら
れ
て
、叱
ら
れ
て
、こ
れ
で
も
か
と
叱
ら
れ
て
、そ
れ
で
も

這
い
上
が
っ
て
く
る
器
量
が
試
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

そ
う
や
っ
て
叱
ら
れ
て
成
長
し
て
き
た
せ
い
か
、私
は
自
分
の

子
を
褒
め
る
こ
と
が
苦
手
で
す
。
昨
今
の「
褒
め
て
伸
ば
す
」

子
育
て
論
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
は
、叱
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
叱
る
」は「
怒
る
」と
は
違
い
ま
す
。「
叱
る
」は
相
手
が
あ
っ
て

の
行
為
。相
手
の
こ
と
を
思
い
、言
動
や
思
考
の
非
を
正
し
、成
長

を
促
す
た
め
に
行
う
こ
と
で
す
。対
し
て
、「
怒
る
」は
あ
く
ま
で
も

自
分
の
感
情
。そ
れ
を
相
手
に
ぶ
つ
け
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

誰
か
を
叱
る
に
は
、そ
の
人
の
言
動
や
考
え
方
、成
績
や
成
果

な
ど
を
し
っ
か
り
見
て
、ど
こ
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
的
確
に

指
摘
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。も
ち
ろ
ん
、本
人
に
伝
え
る
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
、ど
う
す
れ
ば
改
善
で
き
る
の
か
も
見
極

め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
考
え
る
と
、褒
め
る
ほ
う
が
易
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

ま
す
。し
か
し
、褒
め
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
と
褒
め
る
べ
き
タ
イ
ミ

ン
グ
を
つ
か
む
に
は
、や
は
り
そ
の
人
を
し
っ
か
り
見
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。叱
る
に
し
て
も
褒
め
る
に
し
て
も
、そ
の
人
に
対

し
て
真
摯
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
、で
き
な
い
こ
と
で
す
。自
分

の
好
き
嫌
い
と
い
っ
た
感
情
で
評
価
を
変
え
る
よ
う
な
こ
と
を

す
れ
ば
、信
頼
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

部
下
や
わ
が
子
の
こ
と
を
、よ
く
見
る
。自
分
の
中
に
ぶ
れ
な

い
価
値
判
断
の
基
準
を
持
つ
。相
性
や
好
き
嫌
い
と
い
っ
た
思
い

込
み
を
捨
て
、相
手
の
立
場
で
考
え
る
。そ
う
し
た
姿
勢
が
根
底

に
あ
れ
ば
、叱
る
か
褒
め
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、そ
の
人
の
成

長
を
促
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
で
も
、相
手
を
気
に
か
け
、直
接
顔
を
合
わ

せ
る
機
会
を
大
切
に
し
て
向
き
合
え
ば
、あ
な
た
の
心
は
通
じ

る
は
ず
で
す
。

「
観
音
経
」（
法
華
経
第
25
章
）の
中
に「    

じ    

げ
ん    

し     

し
ゅ 

じ
ょ
う

慈
眼
視
衆
生
」と
い
う

一
節
が
あ
り
ま
す
。「
慈
眼
」と
は
慈
悲
の

ま
な
こ眼

、「
観
音
菩
薩
は
常

に
、生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
慈
悲
の
眼
で
見
て
く
だ

さ
る
」と
い
う
意
味
で
す
。 

仏
教
で
い
う「
慈
悲
」に
は
、「  

ば
っ  

く      

よ   

ら
く

抜
苦
与
楽
」と
い
う
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。抜
苦
と
は
相
手
の
苦
し
み
を
自
分
の
苦
し

み
と
す
る
こ
と
、与
楽
は
相
手
の
喜
び
を
自
分
の
喜
び
と
す
る

こ
と
。相
手
を
よ
く
見
る
こ
と
で
、そ
の
よ
う
に
自
分
と
重
ね
合

わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、慈
し
み
の
心
が
生
じ
ま
す
。

私
が
慈
眼
と
い
う
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
狩
野
芳
崖

作
の「
悲
母
観
音
」で
す
。生
ま
れ
た
ば
か
り
の
嬰
児
に
慈
愛
の

ま
な
ざ
し
を
向
け
な
が
ら
、生
命
の
水
を
優
し
く
注
ぎ
か
け
る

観
音
菩
薩
の
姿
が
描
か
れ
た
日
本
画
で
す
。母
の
慈
愛
を
表
す

観
音
像
は
嬰
児
を
胸
に
抱
く
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
中
、

こ
の「
悲
母
観
音
」は
少
し
離
れ
た
高
み
か
ら
嬰
児
を
見
つ
め

て
い
ま
す
。

胸
に
抱
い
た
ほ
う
が
慈
愛
は
伝
わ
る
。け
れ
ど
も
近
づ
き
す

ぎ
れ
ば
相
手
の
部
分
し
か
見
え
な
い
。あ
え
て
少
し
離
れ
、高
い

と
こ
ろ
か
ら
慈
悲
の
心
で
相
手
の
す
べ
て
を
見
守
り
、必
要
が

あ
れ
ば
生
命
の
水
を
注
ぐ
よ
う
に
助
け
を
出
す
。人
を
育
て
る

方
法
に
正
解
は
な
く
と
も
、こ
の「
悲
母
観
音
」が
表
す
慈
眼
を

心
構
え
と
す
れ
ば
、少
な
く
と
も
間
違
う
こ
と
は
な
い
と
私
は

思
い
ま
す
。

「
慈
眼
」で
相
手
を
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、

あ
な
た
自
身
も
成
長
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。人
を
育
て
る
と

は
、自
分
を
育
て
る
こ
と

で
も
あ
る
の
で
す
。

巻
頭
エ
ッ
セ
イ

︽
禅
の
こ
こ
ろ
︾

全
生
庵
七
世 

平
井
正
修
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慈
眼　
｜ 

人
を
育
て
る 

｜

慈悲の心をもって衆生（命あるもの）を見る
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