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「
自
他
平
和
」 

 

二
〇
一
八
年
も
終
わ
り
が
近
づ
い
て
来
ま
し
た
ね
。
皆
さ
ん
は
今
年
一
年
、

ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
？
私
は
こ
の
一
年
間
の
ほ
と
ん
ど
を

修
士
論
文
と
向
き
合
っ
て
過
ご
し
ま
し
た
。
私
の
論
文
は
浄
土
真
宗
で
七
高

僧
の
第
二
祖
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
の
僧
、
天
親
菩

薩
（
新
訳
：
世
親
菩
薩
）（4

0
0
-4

8
0

頃
）
の
「
願
生
浄
土
」
に
つ
い
て
だ
っ

た
の
で
す
が
、
彼
の
遺
し
た
著
作
は
膨
大
で
、
そ
の
内
容
も
幅
広
く
資
料
を

集
め
る
の
に
大
変
苦
労
を
し
ま
し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
書
き
終
え
て
ホ
ッ
と

し
て
い
る
所
で
す
。 

 

来
年
の
事
を
言
う
と
鬼
が
笑
う
と
言
い
ま
す
が
、
私
は
基
本
的
に
は
何
か

目
標
が
な
い
と
ダ
ラ
ダ
ラ
と
し
て
し
ま
う
人
間
な
の
で
、
来
年
は
何
を
目
標

に
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
実
は
来
年
の
一
月
か
ら
お
寺
で
子
供
達

に
功
夫
の
基
礎
を
教
え
る
の
で
、
教
え
る
の
に
恥
ず
か
し
く
な
い
だ
け
の
自

己
鍛
錬
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
夏
に
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
の
学
階
（
学
僧
と
し
て
の
階
位
）
を
取
得
す
る
た
め
の
資

格
を
満
た
し
ま
し
た
か
ら
、
殿
試
（
学
階
取
得
の
為
の
筆
記
・
口
述
試
験
）

に
合
格
す
る
こ
と
（
通
暢
と
言
い
ま
す
）
を
目
標
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

 

さ
て
、
世
親
菩
薩
に
は
無
著
菩
薩
と
い
う
お
兄
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
も
し

奈
良
県
の
興
福
寺
に
お
参
り
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
北
円
堂
に
国

宝
、
無
著
菩
薩
・
世
親
菩
薩
の
立
像
が
弥
勒
如
来
像
の
横
に
安
置
さ
れ
て
い

る
の
を
目
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
立
像
は
鎌
倉
時
代
に
造

ら
れ
た
も
の
で
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
、
東
大
寺
南
大
門
の
金
剛
力
士
像
の
作 

者
（
造
像
指
揮
者
）
で
あ
る
運
慶
の
指
示
の
も
と
に
無
著
像
は
運
助
、
世
親
造
は
運

賀
が
造
像
し
た
と
言
い
ま
す
。
無
著
菩
薩
と
共
に
世
親
菩
薩
は
瑜
伽
行
唯
識
派
と

い
う
学
派
の
大
成
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
見
れ
ば
世
親
菩
薩
が
阿

弥
陀
仏
一
仏
に
帰
依
す
る
浄
土
真
宗
の
七
高
僧
の
一
人
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
不
思
議
な
感
じ
も
し
ま
す
。
し
か
し
、
世
親
菩
薩
の
残
さ
れ
た
『
浄

土
論
』
に
よ
っ
て
北
魏
（3

8
6
-5

3
4

）
の
曇
鸞
大
師
（4

7
6

-5
7

2

）
が
『
浄
土
論
註
』

を
著
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
中
国
で
は
浄
土
教
が
大
き
く
発
展
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
我
々
の
ご
開
山
、
親
鸞
聖
人
も
『
浄
土
論
註
』
を
非
常
に
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、「
親
鸞
」
と
い
う
名
前
は
世
親
菩
薩
と
曇
鸞
大
師
か
ら
一
文
字
ず
つ
取
っ
た

名
前
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
親
鸞
聖
人
が
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
二
人
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
世
親
菩
薩
の
著
作
に
『
摂
大
乗
論
釈
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
書

物
は
お
兄
さ
ん
の
無
著
菩
薩
の
『
摂
大
乗
論
』
の
解
説
書
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ

の
『
摂
大
乗
論
』
の
中
に
今
月
号
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
挙
げ
た
「
自
他
平
和
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
平
和
」
と
言
う
言
葉
に
は
「
戦
争
が
無
い
状
態
」
と
い
う
意
味
の
他
に
、

「
心
配
や
も
め
ご
と
が
な
く
、
お
だ
や
か
な
こ
と
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

心
配
事
、
も
め
ご
と
を
起
こ
す
の
は
誰
か
と
言
う
と
、
こ
の
「
私
（
自
己
）」
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
自
己
を
整
え
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

世
親
菩
薩
は
『
摂
大
乗
論
釈
』
の
中
で
、
こ
の
「
自
他
平
和
」
と
い
う
言
葉

を
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
「
忍
（
六
波
羅
蜜
の
一
つ
の
忍
辱[

に
ん
に

く]

）」
に
よ
っ
て
怒
り
の
心
（
瞋
恚
・
忿
）・
恨
み
の
心
が
起
こ
ら
な
い
た
め
に

自
が
平
和
で
あ
る
こ
と
、
自
が
平
和
で
あ
る
か
ら
他
を
苦
し
め
ず
、
そ
れ
が
故

に
他
が
平
和
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
自
分
が
平
和
で
あ
れ
ば
他
を
苦
し
め
な 



 

 
い
、
傷
つ
け
な
い
の
で
す
か
ら
「
自
他
平
和
」
に
な
る
。
簡
単
な
よ
う
で
難

し
い
こ
と
で
す
が
、
非
常
に
大
切
な
教
え
で
す
ね
。 

 
ま
た
、
こ
の
「
忍
」
を
行
ず
る
事
で
五
つ
の
徳
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。 

１
．
無
恨
：
う
ら
み
を
い
だ
く
こ
と
が
な
い 

２
．
無
訶
：
大
声
で
ど
な
る
（
し
か
る
）
こ
と
が
な
い 

３
．
衆
人
所
愛
：
全
て
の
人
に
愛
さ
れ
る 

４
．
有
好
名
聞
：
よ
い
名
声
が
あ
る 

５
．
生
善
道
：
正
し
い
道
を
生
じ
る
。 

 

私
の
母
方
の
祖
父
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
シ
ベ
リ
ア
抑
留
を
経
験
し

ま
し
た
。
そ
こ
で
の
生
活
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
祖
父
で
す
が
、

絵
が
得
意
で
し
た
の
で
『
シ
ベ
リ
ア
抑
留
画
集
』
を
残
し
、
そ
の
本
は
国
会

図
書
館
に
も
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
祖
父
の
好
き
な
言
葉
が
こ
の

「
忍
」
で
、
様
々
な
場
面
で
「
忍
」
と
い
う
書
を
残
し
て
い
た
記
憶
が
あ
り

ま
す
。 

 

し
か
し
、
現
代
社
会
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
す
ぐ
に
大
声
で
怒
鳴
り
散
ら

し
、
恨
み
を
基
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
渋
滞
時
な
ん
か
に
も
よ
く
見
ま
す
ね
。
割
り
込
ま
れ
た
か
ら
と
言
っ
て

あ
お
り
運
転
を
し
、
大
声
で
怒
鳴
り
散
ら
す
人
。
ま
た
、
こ
な
い
だ
は
漫
才

の
賞
レ
ー
ス
で
認
め
て
も
ら
え
な
か
っ
た
腹
い
せ
に
審
査
員
の
陰
口
を
言
っ

て

S
N

S

に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
こ
と
で
問
題
と
な
っ
た
人
も
い
ま
し
た
。

ど
う
も
現
代
社
会
に
は
「
忍
」
が
欠
け
て
い
る
気
が
い
た
し
ま
す
。 

 

確
か
に
「
忍
」
を
行
ず
る
と
い
っ
て
も
私
達
、
一
般
の
人
間
に
は
な
か
な

か
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
も
し
自
他
の
平
和
を
願
う
の
で
あ
れ
ば
、

ま
ず
は
自
分
の
平
和
が
大
切
だ
と
言
う
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。 

 

さ
て
、『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
「
讃
仏
偈
」
に
は
私
た
ち
一
般
の
人
間
の
た

め
に
法
蔵
菩
薩
が
「
忍
」
の
成
就
を
誓
わ
れ
て
い
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。「
忍
」

を
含
む
様
々
な
修
行
を
成
就
さ
れ
て
阿
弥
陀
如
来
に
な
ら
れ
た
の
が
法
蔵
菩 

薩
で
す
。
私
た
ち
は
法
蔵
菩
薩
の
ご
苦
労
を
完
全
に
真
似
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
が
、「
自
他
平
和
」
を
心
に
留
め
て
、
少
し
く
ら
い
は
「
忍
」
を
真
似
て
み
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
強
く
感
じ
ま
す
。
二
〇
一
八
年
も
も
う
す
ぐ
終
わ
り

ま
す
が
、
少
し
で
も
「
忍
」
の
大
切
さ
に
気
づ
く
人
が
増
え
る
こ
と
を
願
う
ば

か
り
で
す
。 

合
掌 

文
責
・
菅
原
祐
軌 

央
州
寺
駐
在
開
教
使 

 

〈
十
二
月
の
予
定
〉 

 

十
二
月
二
十
三
日
：
餅
つ
き
（
朝
の
お
勤
め
が
あ
り
ま
せ
ん
） 

 

十
二
月
三
十
日
：
十
時
よ
り
朝
の
お
勤
め 

 

十
二
月
三
十
一
日
：
除
夜
会
十
八
時
よ
り
―
（
除
夜
の
鐘
・
年
越
し
蕎
麦
） 

 

〈
一
月
の
予
定
〉 

 

一
月
一
日
：
十
時
よ
り
元
旦
会 

 

一
月
六
日
：
十
時
よ
り
朝
の
お
勤
め 

 

一
月
十
二
日
：
報
恩
講
セ
ミ
ナ
ー 

ご
講
師
：
ハ
リ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
開
教
使 

 

一
月
十
三
日
：
十
時
よ
り
報
恩
講
法
要 

ご
講
師
：
ハ
リ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
開
教
使 

  
 

皆
様
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 
 

そ
れ
で
は
、
良
い
お
年
を
。 


