
塁
陽
藍
本
の
道
徳
的
實
践
、
袋
道
世
界
宣
布
、
，
將
來
の
創
遭
に
勤
す
る
響
導

的
指
針
が
輿
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
の
事
こ
そ
寓
毘
を
し
て
正
し

い
生
を
途
げ
し
め
、
天
業
の
事
理
に
翼
賛
し
奉
る
べ
き
「
日
本
本
來
の
地
理

攣
．
の
任
務
」
で
は
な
か
ら
う
か
。
之
を
明
示
し
、
「
現
代
漕
話
の
八
群
鳥
」
の

役
劇
を
渠
し
て
み
る
の
が
塁
壁
で
あ
る
。

　
私
は
早
昼
を
ご
度
、
・
三
度
囲
み
返
す
度
毎
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
事
を
告

白
す
る
と
共
に
「
英
國
は
滅
亡
す
」
の
篇
の
如
く
輕
い
随
筆
風
の
中
に
深
い
示

唆
を
與
へ
る
も
の
す
ら
あ
っ
て
、
著
者
の
熱
あ
る
交
章
は
一
驚
に
讃
者
を
巻

末
蝋
引
張
っ
て
行
く
で
あ
ら
う
纂
を
確
信
し
、
、
前
著
「
日
太
地
政
情
」
と
共
に

聡
く
熟
讃
さ
れ
ん
纂
を
蟄
ん
で
此
の
紹
介
を
終
り
度
い
Q
（
8
6
判
．
・
一
ご
瓢
嵩

頁
・
牽
七
年
十
コ
月
・
白
楊
就
獲
行
囁
・
定
儂
戴
剛
）
（
岡
本
信
太
郎
）
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濯
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嚢
一
課
難
學
一
同
　
　
著

　
地
理
墨
の
脇
浜
は
、
軍
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
科
學
災
と
し
て
の
み
取
扱
は
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
土
地
へ
の
自
費
そ
の

も
の
に
、
よ
り
多
く
の
關
は
の
を
も
っ
か
ら
で
あ
る
ρ
地
理
畢
的
世
界
像
は

地
坪
に
蘭
す
る
精
密
な
知
識
に
於
い
て
よ
り
も
、
そ
の
精
密
化
を
促
が
し
た

地
盤
の
上
に
こ
そ
成
立
し
て
み
る
ど
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
い
ふ
な
ら
ば
地

理
墨
の
獲
展
は
黒
土
と
世
界
と
へ
の
反
省
…
の
腿
史
で
あ
り
、
精
酵
史
に
於
け

る
ひ
と
つ
の
事
轡
ハ
と
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
も
の
を
も
っ
と
せ
ら
れ
る
で
あ
ら

う
。
そ
の
意
味
に
於
い
て
、
異
い
な
る
職
ひ
の
も
と
、
…
翼
翼
へ
の
思
念
と
倣
　

界
へ
の
意
識
が
限
り
’
な
く
昂
ま
り
つ
L
あ
る
駈
歩
、
わ
が
國
の
地
理
隠
州
史
に

關
す
る
研
究
が
深
い
期
待
を
以
て
挨
た
る
べ
き
こ
と
は
多
冨
を
要
し
な
い
。

最
近
翻
意
い
で
刊
行
さ
れ
た
上
記
の
蠕
著
を
紹
介
し
早
る
こ
と
は
、
そ
れ
故

に
同
陞
の
わ
れ
わ
れ
の
溌
び
た
る
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
藤
田
教
授
の
「
日
木
地
理
畢
史
」
は
早
く
昭
利
七
年
に
上
梓
せ
ら
れ
て
、
今

で
は
こ
の
分
野
に
於
け
る
「
古
諏
こ
と
な
り
て
る
る
Q
し
か
し
斯
界
の
陳
呉
た

る
も
の
㌧
遜
け
難
い
誤
謬
が
白
玉
の
蝦
難
と
な
っ
て
み
た
こ
と
も
事
實
で
あ

っ
た
Q
今
調
帯
者
は
こ
れ
に
巖
密
な
改
訂
を
施
し
、
更
に
そ
の
後
の
研
鐵
に

　
ロ

成
る
佐
藤
政
調
の
地
堺
そ
の
仙
揖
篇
を
加
へ
て
蒋
刻
せ
ら
れ
た
。
日
劇
塊
理
ご

旧
史
を
一
雁
…
骨
儲
づ
け
た
こ
の
謄
史
的
な
著
書
の
新
し
い
門
出
を
、
老
母
釜

々
盛
な
著
渚
の
爲
に
も
お
悦
び
し
た
い
心
で
あ
る
Q

　
鮎
澤
三
士
の
こ
著
は
、
「
菓
洋
地
理
思
想
更
研
究
」
遠
州
倦
む
こ
と
な
き
署

者
の
精
進
の
結
晶
で
あ
る
。
「
言
動
時
代
の
批
界
地
理
學
」
は
西
川
如
見
、
林

子
李
、
叢
浦
梅
園
、
司
馬
江
漢
、
森
島
中
良
、
・
高
橋
三
保
、
齋
藤
拙
霊
、
渡

遊
華
山
、
吉
田
松
陰
、
武
田
簡
吾
の
諸
家
の
地
理
寮
的
業
績
を
紹
介
し
、
な

ほ
繹
司
松
村
元
綱
の
「
和
蘭
航
海
略
記
」
が
附
載
せ
ら
れ
て
み
る
Q
そ
れ
ぞ
れ

濁
蝕
し
た
論
文
で
あ
る
が
、
通
讃
し
て
幕
末
期
砂
わ
が
世
界
知
識
の
概
要
を

知
り
纏
る
で
あ
ら
版
り
し
、
幾
多
の
新
費
料
の
紹
介
、
r
重
壁
の
是
搬
が
そ
れ
を

　
一
激
憤
震
な
も
の
と
し
て
み
る
Q
同
じ
著
者
の
「
火
臼
木
海
」
は
、
い
は
で
よ

・
・
り
早
い
意
味
で
執
肇
さ
れ
た
論
文
を
集
録
さ
れ
た
も
の
で
、
夏
野
に
取
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
大
日
本
海
と
題
す
る
論
文
で
は
太
築
洋
を
火
日
本
海
と
窪
ん
だ
古
地
闘
を

考
誰
さ
れ
、
そ
の
総
軍
を
再
び
撮
擁
す
べ
き
こ
と
を
提
暇
さ
れ
て
要
路
諸
の

（21：v，〉
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聞
に
も
多
大
の
反
響
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
い
…
仁
者
と
し
て
は
、
こ
の
大

田
木
海
の
名
が
マ
ゼ
ラ
ン
的
な
太
畢
洋
の
概
念
と
支
那
人
の
所
謂
南
海
に
於

け
る
東
西
洋
、
特
に
小
東
洋
の
概
念
と
の
聞
に
如
何
に
位
曝
し
て
み
る
か
に

就
い
て
縛
識
の
著
者
の
教
示
を
乞
ひ
た
い
感
じ
が
す
る
。
謬
し
か
し
こ
の
爾
轡

を
特
色
づ
け
る
も
の
は
著
者
の
精
到
な
馳
駆
と
蒲
麗
な
調
査
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
懸
者
に
こ
の
貫
撃
な
作
晶
へ
の
信
頼
感
を
與
へ
て
く
れ
る
で
あ
ら

5
。
な
ほ
以
上
の
三
絶
と
も
出
版
の
不
自
由
な
際
、
比
較
的
鱗
明
な
肝
脳
が

多
数
茄
へ
ら
れ
鴛
た
こ
と
も
溌
ば
し
い
。
（
日
本
地
理
學
史
・
刀
江
書
院
刊
・

定
債
七
厨
猟
拾
銭
、
鎖
國
時
代
の
世
界
地
理
廉
・
臼
大
堂
刊
・
定
纏
滲
圓
八

拾
銭
、
大
日
木
海
∴
録
成
糺
調
薬
部
刊
・
定
債
参
圓
）
（
蜜
賀
頓
気
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目
，
o
寓
民
話
㎎
o
h
蜜
。
脳
霞
冨
翼
。
卓O
巳
頃
。
曽

　
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
が
階
黒
の
大
島
と
い
は
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
食
入
の
風
習

を
も
つ
未
開
民
族
の
住
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
り
、
一
面
こ
の
地
域
の
調

壷
が
今
ま
で
廃
り
行
は
れ
て
る
な
か
っ
た
爲
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

地
域
の
研
究
そ
れ
自
膿
が
確
か
に
大
き
い
意
義
を
も
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
融

會
粟
粥
と
し
て
の
蔚
者
が
こ
の
島
の
研
究
を
志
し
た
の
は
彼
の
考
へ
で
は
こ

の
島
が
「
鰍
人
と
黒
入
の
七
化
的
接
鰯
の
實
験
場
」
と
し
て
の
好
個
の
地
域
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
木
書
に
取
扱
は
れ
て
る
る
地
域
は
薦
盤
領
で
後

に
醐
際
聯
盟
に
よ
っ
て
濠
洲
委
任
統
治
領
と
な
っ
た
北
東
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に

限
定
さ
れ
て
る
る
。

　
第
一
章
土
地
と
住
民
に
於
い
て
出
入
渡
來
以
前
の
本
島
の
土
齋
丈
化
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
「
巾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
τ

膿
を
述
べ
、
第
二
章
に
木
島
が
漁
人
に
獲
見
さ
れ
て
よ
り
砂
洲
國
家
の
一
つ

の
「
附
講
評
」
と
な
っ
て
行
っ
た
一
聯
の
腿
史
的
事
件
を
記
述
し
、
第
三
章
に
、

．
一
八
八
四
年
鰍
入
支
配
…
稚
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
十
ケ
年
闘
に
漸
次
貿
易
者

盤
業
纏
懐
者
、
布
教
者
な
ど
の
欧
人
の
鳩
硯
に
よ
っ
て
始
ま
る
交
化
的
接
腸

を
取
扱
ひ
、
次
い
で
痴
人
の
政
治
的
優
位
が
い
か
に
し
て
獲
得
さ
れ
そ
れ
が

土
民
歳
會
の
生
活
に
新
し
き
黒
蓋
を
強
喫
し
て
行
っ
た
か
を
考
察
し
よ
う
と

す
る
が
、
こ
の
島
に
樹
立
さ
れ
た
二
つ
の
鰍
洲
就
治
樫
、
部
ち
濁
領
の
時
代

と
濠
洲
委
任
統
治
領
の
時
代
と
の
ご
章
に
分
け
て
土
機
統
治
の
具
膿
的
考
察
・

が
な
さ
れ
る
。

　
こ
の
島
の
纏
濟
的
搬
相
は
鰍
人
と
の
接
鰯
に
よ
り
今
で
は
干
肉
の
土
浩
経

濟
と
鰍
洲
的
資
本
主
義
機
構
と
が
殆
ん
ど
確
別
さ
れ
鶴
な
い
三
態
と
な
っ
て

を
り
、
こ
れ
は
こ
の
島
の
主
要
莚
業
た
る
コ
ブ
ラ
二
二
、
鑛
肉
企
業
を
鰍
人
が

輕
渇
す
る
こ
と
に
よ
り
齎
さ
れ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
が
、

第
六
章
は
か
」
る
産
業
と
貿
易
よ
り
專
ら
現
在
當
領
の
馬
丁
力
を
定
心
に
考

察
が
な
さ
れ
、
最
後
に
現
代
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
ー
…
「
博
し
き
漁
礁
の
創
生
」
の

　
一
章
を
設
け
、
欧
人
と
の
接
胴
か
ら
本
島
に
新
し
き
江
海
が
形
造
ら
れ
つ

　
」
あ
る
と
な
し
、
そ
の
文
化
的
接
燭
に
於
け
る
個
人
の
役
捌
と
か
、
新
し
き
文

化
構
造
を
創
堕
す
る
素
因
を
論
じ
、
糺
會
思
者
と
し
て
の
蔚
譜
の
最
も
碍
意

と
す
る
薩
で
あ
る
こ
と
は
椎
瀾
に
難
く
な
い
。
か
く
て
最
後
に
「
高
低
文
化

の
接
鰯
を
解
す
る
も
の
の
多
く
は
土
潜
帯
化
の
逝
去
を
悲
む
」
が
「
ニ
ユ
ー
ギ

　
ニ
ア
の
古
い
文
化
も
亦
急
速
に
潤
失
し
つ
」
あ
る
。
併
し
之
は
若
い
世
代
の

も
の
が
そ
の
生
誕
よ
り
慣
ら
さ
れ
て
來
た
状
態
で
あ
る
」
「
木
島
の
土
昆
は
よ
・

り
大
な
る
安
全
感
に
よ
り
よ
き
健
康
に
、
よ
り
安
定
せ
る
食
糧
に
、
昔
よ
り
・

｛　9．16　）


