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世
界
の
二
重
性
、
見
え
な
い
二
重
性
で
あ
る
。

ま
た
世
界
Ａ
は
、
自
己
の
世
界
、
世
間
性
、
制
度
的
社
会
、

競
争
的
能
率
的
産
業
社
会
、
国
際
社
会
な
ど
で
あ
る
が
、
世
界

Ｂ
は
そ
う
名
指
さ
れ
る
特
定
の
世
界
、
社
会
が
あ
る
の
で
は
な

く
、世
界
Ａ
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
、こ
と
が
、主
体
が「
我
な
し
」

で
あ
る
場
合
に
、
見
え
な
い
虚
空
を
開
示
す
る
そ
の
風
光
を
指

す
。
例
え
ば
「
地
上
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
」
桜
貝
で
あ
り
、

「
お
の
ず
か
ら
心
閑
か
に
生
き
ゆ
け
ば
、
病
い
あ
る
身
は
日
月
長

し
」
の
「
日
月
長
し
」
と
い
う
ゆ
っ
た
り
し
た
時
間
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
場
合
、
世
界
Ｂ
が
世

界
Ａ
の
「
於
い
て
あ
る
場
所
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
分
か
り
に

く
い
。
雲
に
於
い
て
一
日
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
桜
貝
も
あ

る
い
は
山
越
え
の
彌
陀
も
、
自
己
の
世
界
が
「
於
い
て
あ
る
」

「
二
重
世
界
内
存
在
」
と
そ
れ
に
対
す
る
若
干
の

疑
問

上
田
先
生
は
ご
著
書
『
実
存
と
虚
存
』
に
お
い
て1

、
存
在
の

自
覚
の
構
造
と
し
て
の
二
重
世
界
内
存
在
を
、
子
ど
も
の
詩2

を

通
し
て
、
世
界
Ａ
、
世
界
Ｂ
と
し
て
ま
ず
は
示
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
世
界
Ａ
は
雲
が
載
せ
て
い
る
「
一
日
の
出
来
ご
と
」

の
世
界
で
あ
り
、世
界
Ｂ
は
「
そ
の
一
日
を
載
せ
る
雲
」
で
あ
り
、

世
界
Ａ
を
包
ん
だ
世
界
、世
界
Ａ
が
「
於
て
あ
る
」
世
界
で
あ
る
。

こ
の
世
界
Ａ
、
Ｂ
は
見
え
る
二
重
性
で
あ
る
が
、
こ
の
世
界
Ａ
、

Ｂ
が「
於
て
あ
る
」世
界
が
あ
る
。
そ
れ
が「
限
り
な
い
ひ
ら
け
」

と
し
て
の
虚
空
で
あ
り
、「
死
に
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
き

得
る
『
何
処
』」
で
あ
る
。
世
界
（
Ａ
、
Ｂ
）
／
虚
空
が
本
来
の

研
究
発
表
Ⅲ    

佛
教
・
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
み
た
上
田
閑
照
先
生
の

 

「
場
所
‐
二
重
世
界
内
存
在
」

松
岡
由
香
子

TZ 4 Matsuoka.indd   166 2005/06/13   14:17:56



67 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

場
所
だ
と
は
容
易
に
は
思
え
な
い
。も
し「
場
所
と
場
所
が
並
び
、

そ
れ
が
ま
た
別
の
場
所
に
於
い
て
あ
る
と
い
う
よ
う
に
入
り
組

ん
で
多
元
的
重
層
的
に
な
っ
て
い
る
」（
二
七
頁
、
以
下
「
」
の

後
の
数
字
は『
実
存
と
虚
存
』の
頁
を
表
わ
す
）の
だ
と
す
れ
ば
、

世
界
Ａ
、
Ｂ
の
他
に
世
界
Ｃ
、
Ｄ
・
・
と
い
わ
れ
う
る
も
の
が

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
の
は
そ
う
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
意
味
空
間
と
し
て
の
世
界
Ａ
に
対
し
て
、

世
界
Ｂ
は
日
常
の
意
味
が
脱
落
し
た
と
き
、個
人
に「
日
月
長
し
」

と
感
じ
ら
れ
た
り
、「
世
界
の
縁
取
り
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て（
幻

現
し
て
）
く
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
一
種
の
主
観
の
世
界
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
最
初
の
詩
に
も
妥
当
す
る
。
自
己
の
立
場
を
離

れ
て
他
者
の
立
場
で
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
又

ひ
と
つ
の
主
観
で
あ
る
。
金
子
み
す
ず
の
「
大
漁
」
と
い
う
詩3

も
そ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
と
大
差
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
二
重
世
界
は
、
一
つ
が
他
方
に
「
於
い
て
あ
る
」

と
説
明
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
二
世
界
が
相
並
ぶ
の
で
も
表
裏
で

も
隔
絶
で
も
な
く
、
二
重
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
こ
を

詳
し
く
み
た
い
。

上
田
先
生
は
「
世
界
」
を
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
我
々
の

存
在
は
場
所
に
『
於
い
て
あ
る
』
存
在
で
あ
り
、場
所
と
は
『
わ

れ
わ
れ
の
い
る
場
所
』
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
そ
の
つ
ど
の

場
所
は
家
庭
と
か
都
市
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
シ
ベ
リ
ア
と
か
、

あ
る
い
は
ま
た
、
自
然
と
か
社
会
と
か
歴
史
と
か
あ
る
い
は
ま

た
産
業
界
と
か
文
学
界
と
か
空
想
界
と
か
、
限
ら
れ
た
特
定
の

意
味
空
間
（
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
的
・
歴
史
的
な
い
し
超
歴
史
的

連
関
も
ふ
く
め
て
）
で
あ
る
。・
・
す
な
わ
ち
様
々
な
場
所
を
包

括
す
る
最
終
的
場
所
、
諸
場
所
の
場
所
、
我
々
に
と
っ
て
の
包

括
的
な
意
味
空
間
、
そ
れ
が
世
界
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
」

（
二
七
）。

こ
こ
で
「
場
所
」
は
、
は
じ
め
は
主
体
が
置
か
れ
た
空
間
的

場
所
を
指
し
、
後
半
は
意
味
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
世
間
性
、

制
度
的
社
会
、
競
争
的
能
率
的
産
業
社
会
、
国
際
社
会
な
ど
の

絡
ま
り
と
し
て
の
世
界
Ａ
は
、
い
わ
ば
間
主
観
性
と
し
て
意
味

空
間
で
あ
り
、
場
所
空
間
で
は
な
い
。（
ち
な
み
に
西
田
哲
学
の

場
合
、
少
な
く
と
も
論
文
「
場
所
」
で
は
「
場
所
」
は
徹
頭
徹

尾
「
意
識
」「
思
惟
」
で
あ
る4

）。

意
味
空
間
と
場
所
空
間
は
同
一
範
疇
で
は
な
い
か
ら
、「
場
所
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と
場
所
が
並
び
、
そ
れ
が
ま
た
別
の
場
所
に
於
い
て
あ
る
」
と

い
う
よ
う
な
関
係
が
、
た
と
え
ば
シ
ベ
リ
ア
と
文
学
界
、
家
庭

と
空
想
界
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

先
生
は
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「
包
括
的
な
意
味
空
間
」
は
「
ま

と
ま
っ
た
空
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
世
界
は
世
界
と
し
て
有
限

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
『
於
い
て
あ
る
』
そ
の
場

所
が
さ
ら
に
問
わ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
二
八
）
と
い

わ
れ
、
そ
れ
が
有
限
な
世
界
に
対
す
る
「
世
界
を
超
え
て
世
界

を
包
む
限
り
な
い
開
け
」
と
し
て
の
虚
空
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
」
と
は
、
人
類
全
体
に
と
っ

て
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
は
「
包

括
的
な
」
と
ひ
と
つ
に
括
れ
る
よ
う
な
意
味
空
間
は
存
在
し
ま

い
。
ま
た
個
人
の
意
味
空
間
で
あ
っ
て
も
、そ
の
有
限
性5

が
「
於

い
て
あ
る
」
場
所
を
要
請
す
る
と
は
思
い
に
く
い
。
こ
の
論
で

は
意
味
空
間
と
場
所
空
間
が
混
同
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
包
括
的
な
意
味
空
間
と
そ
う
で
な
い
世
界
（
虚
空

で
も
場
所
的
空
間
で
も
な
い
）
の
対
比
は
、
第
二
章
で
よ
り
よ

く
説
明
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
世
界
内
存
在
」
は
、「『
の
た
め
に
』
を

付
与
す
る
」
意
味
関
連
の
世
界
Ａ
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
後
期
に
言
及
さ
れ
る
「
四
方
界
」
で
は
、
人
間
は
世
界
を

開
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
死
を
能
く
し
得
る
も
の
」
と
し
て

脱
自
的
に
四
方
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
物
は
「
四
方
界
を

摂
め
宿
し
て
い
る
物
」
と
し
て
現
れ
る
、
意
味
関
連
を
離
れ
た

世
界
で
あ
る
。「
世
界
」と「
四
方
界
」が
二
重
だ
と
い
え
る
の
は
、

「
単
な
る
橋
」
と
「
真
の
橋
」
は
、
同
じ
橋
が
一
つ
の
用
具
で
あ

る
と
共
に
、
四
方
界
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
の
あ
り
方
の
（
解
釈
の
）
転
換
と
結
び
つ

い
て
示
さ
れ
れ
ば
、
二
重
世
界
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
が
、

そ
れ
は
人
間
の
意
識
の
有
意
味
性
が
抜
け
る
こ
と
に
よ
り
開
か

れ
る
も
の
で
あ
り
、「
虚
空
と
い
う
無
限
の
開
け
」
と
い
う
、
主

体
を
離
れ
た
場
所
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る6

。

ま
た
「
単
な
る
橋
」
と
「
真
の
橋
」
は
、
同
じ
橋
と
し
て
同
時

に
あ
る
か
ら
二
重
と
も
い
え
る
が
、
虚
空
は
見
え
る
も
の
と
し

て
現
在
す
る
の
で
は
な
く
（
現
わ
れ
る
も
の
は
世
界
Ｂ
）、
ど
こ

ま
で
も
「
見
え
な
い
開
け
」
と
い
わ
れ
て
い
て
、
把
捉
し
え
な

い
も
の
が
い
か
に
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
。

上
田
哲
学
で
「
於
い
て
あ
る
」
場
所
と
し
て
の
「
虚
空
」
概

TZ 4 Matsuoka.indd   168 2005/06/13   14:17:57



69 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

念
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
主
観
性
（
意
味

空
間
）
か
ら
空
間
的
場
所
へ
と
ず
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ず
ら
し
が
三
章
で
「
経
験
の
地
平
構
造
と
い
わ
れ
る
際
の

『
地
平
』が
あ
ま
り
に
も
地
平
線
の
構
造
に
相
応
し
て
い
る
故
に
、

…
そ
の
地
平
構
造
に
『
彼
方
』
を
決
定
的
に
考
え
入
れ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
か
ん
が
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

（
八
一
）
と
自
覚
的
に
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
重
世
界
の
見

取
り
図
が
「『
地
平
』
に
は
、
地
平
の
此
方
と
共
に
彼
方
が
必
然

的
に
属
し
て
い
る
」（
八
四
）
と
叙
述
さ
れ
る7

。

だ
が
そ
こ
で
地
理
学
に
依
拠
し
て
展
開
さ
れ
る
ボ
ル
ノ
ウ
の

論
で
さ
え
、「
そ
の
彼
方
の
無
限
性
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。

ま
し
て
経
験
の
地
平
構
造
の
哲
学
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
先
生

御
自
身
「『
地
平
の
彼
方
』
は
直
接
に
は
問
題
の
な
か
に
は
い
っ

て
き
て
い
な
い
。
問
題
に
し
よ
う
に
も
『
地
平
の
彼
方
』
を
問

題
に
し
得
る
「
地
平
」
そ
の
も
の
が
原
理
的
に
あ
た
え
ら
れ
て

い
な
い
」（
七
四
）
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ガ
ダ

マ
ー
の
「
地
平
」
概
念
の
定
義
「
或
る
特
定
の
視
点
か
ら
見
通

す
こ
と
の
出
来
る
す
べ
て
を
包
み
含
む
視
界
」（
八
〇
）
は
、「
主

観
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
…
世
界
が
流
動
す
る
そ
の
つ
ど
の
世
界

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（
六
九
）
と
、
主
観
性
が
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
そ
の
つ
ど
」
に
は
、
時
が
入
っ
て

お
り
、そ
れ
を
離
れ
た
空
間
的
場
所
で
は
な
い
。経
験
の
地
平
は
、

主
体
（
身
体
）
と
時
を
軸
に
開
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

離
れ
て
地
平
構
造
を
い
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
地
平
の
彼
方
」
が
い
わ
れ

る
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
実
存
を
離
れ
て
、
世
界
を
「
包

括
的
な
意
味
空
間
」
と
一
つ
に
括
っ
て
限
定
す
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
個
人
や
集
団
に
と
っ
て
意
識
の
彼
方
、
経
験
の
彼
方
、
知
、

見
の
限
界
と
そ
の
彼
方
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
認

識
論
的
な
知
、
不
知
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
「
虚
空
」

と
か
「
開
け
」
と
い
う
場
所
的
空
間
の
概
念
は
出
て
こ
な
い
よ

う
に
思
う
。
意
味
と
空
間
性
の
関
連
の
例
で
出
さ
れ
る
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
に
よ
る
空
間
意
識
の
革
命
は
、
神
の
創
造
に
な
る
限
界

づ
け
ら
れ
た
天
界
と
い
う
西
欧
の
間
主
観
性
に
あ
っ
て
は
、
無

と
か
不
安
、
虚
空
の
感
情
を
呼
び
起
こ
す
が
、
純
粋
に
場
所
空

間
の
問
題
と
し
て
み
れ
ば
、
現
代
の
物
理
学
的
世
界
の
た
ん
な

る
常
識
と
し
て
、
動
く
地
球
（
地
平
）
と
そ
の
彼
方
、
銀
河
系

宇
宙
と
そ
れ
が
於
い
て
あ
る
場
所
な
ど
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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だ
が
、
い
っ
た
い
、
主
体
に
お
け
る
構
築
（
主
観
性
、
間
主

観
性
）、
と
そ
れ
を
離
れ
た
事
柄
（
客
観
、
物
自
体
、
存
在
そ
の

も
の
等
）
と
が
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
、

あ
る
意
味
で
デ
カ
ル
ト
以
来
の
哲
学
の
根
本
問
題
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
こ
で
神
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
し8

、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
問
題
と
し
た
「
世
界
と
世
界

意
識
と
の
超
越
論
的
相
関
関
係
」（
六
九
）
も
そ
う
で
あ
ろ
う
し
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
無
の
う
ち
に
差
し
入
れ
ら
れ
て
保
た
れ
て

い
る
場
合
に
の
み
、
現
存
在
と
し
て
の
人
間
は
存
在
す
る
も
の

に
関
わ
り
得
る
」（
四
四
）
と
、「
無
」
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
し
得
る
も
の
か

ら
ど
こ
ま
で
も
逃
れ
る
「
存
在
そ
の
も
の
」
を
「
包
越
者
」
と

し
た
の
も
そ
の
問
題
と
関
わ
る
。

こ
の
難
問
に
対
し
て
、上
田
哲
学
が
世
界
の
「
此
方
」
と
「
彼

方
」を「『
地
平
』理
解
0

0

（
筆
者
圏
点
）の
う
ち
に
入
れ
る
」（
七
一
）

こ
と
は
、「
彼
方
」
を
ふ
た
た
び
「
此
方
」
に
い
れ
な
お
す
こ
と

に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

主
観
性
と
空
間
性
と
い
う
「
世
界
」
の
定
義
の
曖
昧
性
が
、

根
本
的
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
の
問
題
は
、
二
重
世
界
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
と
虚

空
が
同
時
的
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
む
は
ず
で
あ
る
が
、
そ

の
同
時
性
が
明
確
で
な
い
点
で
あ
る
。
上
田
哲
学
で
は
世
界
Ａ

と
同
時
で
あ
る
の
は
世
界
Ｂ
で
あ
り
、
虚
空
は
「
死
に
ゆ
く
」

と
い
う
別
の
時
を
媒
介
に
し
て
主
体
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、

二
重
性
と
い
う
よ
り
、
切
断
さ
れ
た
別
世
界
と
い
う
印
象
を
残

す
。
も
っ
と
も
『
実
存
と
虚
存
』
で
は
、「
宗
教
の
言
葉
で
言
え

ば
虚
空
と
は
『
死
に
逝
く
と
こ
ろ
』、
し
か
し
実
存
的
に
は
、
死

ん
で
は
じ
め
て
行
く
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
我
々
が
世
界
内
に
現

存
在
す
る
と
き
、
そ
の
我
々
が
『
於
い
て
あ
る
』
限
り
な
い
開

け
で
あ
る
」（
三
五
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

仏
教
か
ら
み
た
「
二
重
世
界
」

仏
教
で
は
、
世
界
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
「
我
」
を

立
て
な
い
。
と
り
わ
け
死
後
も
存
続
す
る
よ
う
な
「
我
」
は
無

い
と
す
る
。
む
し
ろ
主
体
と
世
界
（
環
境
）
は
は
じ
め
か
ら
不

二
で
あ
り
、
そ
れ
を
例
え
ば
五
蘊
（
色
受
想
行
識
。
色
と
は
い

わ
ゆ
る
物
質
で
あ
り
、
行
は
広
義
で
は
一
切
の
現
象
を
指
す
）

と
す
る
。
あ
る
い
は
感
覚
器
官
と
そ
の
対
象
と
し
て
十
二
処
、
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さ
ら
に
そ
の
認
識
の
働
き（
識
）を
加
え
て
十
八
界
と
捉
え
る
が
、

処
、
界
な
ど
は
、
漢
字
の
印
象
と
は
異
な
っ
て
、
い
ず
れ
も
主

体
が
於
か
れ
て
い
る
場
所
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
仏

教
は
そ
の
五
蘊
等
を
「
無
常
」
と
す
る
。
無
常
と
は
、
常
に
変

化
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
変
化
す
べ
き
元
の
も
の
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
空
や
縁
起
と
同
じ
で
あ
る
。「
恒
常
的
に
存

在
す
る
も
の
」（
自
性
）
は
一
切
な
い
の
で
、
そ
れ
が
「
於
い
て

あ
る
」
世
界
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
世
界

が
（
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
）
有
限
か
無
限
か
に
つ
い
て
は
、

答
え
る
必
要
の
な
い
問
い
（
無
記
）
と
す
る
。

原
始
仏
教
で
は
こ
の
無
我
、
無
常
と
い
う
洞
察
こ
そ
が
、
自

我
と
世
界
に
対
す
る
妄
執
を
取
り
除
き
、
苦
か
ら
人
間
を
解
放

す
る
（
解
脱
）
と
し
た
。

部
派
仏
教
に
な
っ
て
五
蘊
、
十
二
処
、
十
八
界
な
ど
が
主
体

の
根
源
的
迷
妄
と
結
び
つ
い
て
有
爲
界
と
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
、

無
爲
（
涅
槃
）
界
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
上
座
部
は
ゴ

ー
タ
マ
以
外
に
仏
は
な
い
と
し
た
の
で
、
有
爲
界
の
み
が
詳
し

く
論
じ
ら
れ
た
が
、
例
え
ば
有
部
で
は
無
常
、
無
我
を
説
明
す

る
の
に
、
五
蘊
、
十
八
界
等
の
諸
要
素
を
不
変
の
ダ
ル
マ
す
な

わ
ち
実
体9

と
し
て
、
さ
ら
に
現
在
・
過
去
・
未
来
を
も
実
体
化

し
て0

、
一
刹
那
に
そ
れ
ら
を
諸
ダ
ル
マ
が
通
過
す
る
運
動
と
し

た
。
時
間
が
空
間
的
に
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
は
い
え
、

有
爲
法
と
し
て
の
世
界
は
空
間
的
場
所
的
な
も
の
で
は
な
い
。

有
爲
界
と
無
爲
界
は
、
主
体
が
迷
う
か
覚
る
か
に
よ
っ
て
名

付
け
ら
れ
る
区
別
で
あ
り
、
二
重
世
界
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

同
じ
こ
と
が
修
行
の
深
浅
に
よ
る
対
境
と
し
て
の
三
界a

と
仏
の

境
界
で
あ
る
涅
槃
界
に
も
い
え
、
た
と
え
三
界
が
、
階
層
的
に

表
象
さ
れ
て
もb

、
空
間
的
に
も
間
主
観
的
に
も
主
体
を
離
れ
た

多
重
世
界
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
大
乗
仏
教
の
空
観
派
で
は
、
い
か
な
る
恒
常

不
変
の
法
（
自
性
）
も
無
い
と
し
た
。
無
常
と
は
、
主
体
の
い

ま
こ
こ
に
お
い
て
一
切
が
構
築
さ
れ
るc

だ
け
で
生
・
住
・
異
・

滅
す
る
ダ
ル
マ
を
想
定
し
な
い
の
で
「
不
去
不
来
不
生
不
滅
」

等
と
も
表
現
さ
れ
た
。
つ
ま
り
主
体
自
身
が
刻
々
変
化
推
移
し

て
い
る
（
無
常
）
の
で
、
環
境
世
界
も
刻
々
変
化
し
て
留
ま
ら

な
い
か
ら
、
如
如
、
幻
、
露
な
ど
に
譬
え
ら
れ
る
。
色
即
是
空
、

空
即
是
色
と
は
こ
の
こ
と
を
い
い
、
色
（
物
質
）
の
世
界
と
空

（
虚
空
）
の
世
界
の
関
係
が
即
で
あ
る
と
か
、
二
重
で
あ
る
と
い
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う
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
洞
察
こ
そ
が
覚
り
で
あ
る
か
ら
、

修
行
の
果
と
し
て
の
涅
槃
を
た
て
な
い
。

唯
識
派
は
唯
識
無
境
と
し
て
こ
れ
を
主
体
の
側
に
収
斂
す
る
。

そ
こ
で
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
は
時
空
的
世
界
と
自
我
の
二
つ
を
構
想

す
る
根
源
識
と
さ
れ
る
。
こ
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
依
っ
て
マ
ナ（
自

我
意
）
識
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
六
識
に
よ
る
対
象
的
世
界
へ
の

妄
執
で
あ
る
迷
い
が
始
ま
る
が
、
そ
の
迷
の
根
源
で
あ
る
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
暴
流
的
活
動
が
止
ん
だ
と
こ
ろ
が
、
す
な
わ
ち
涅
槃

で
あ
る
。
そ
こ
は
時
空
的
世
界
も
自
我
も
な
い
と
は
い
え
、
な

に
も
な
い
無
と
い
う
よ
り
は
絶
え
ず
流
動
変
化
す
る
現
象
を
識

に
そ
の
ま
ま
に
写
し
出
し
て
そ
れ
に
拘
泥
し
な
い
あ
り
方
で
あ

り
、
大
円
鏡
智
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
夢
幻
、
草
露
と
譬

え
ら
れ
た
は
か
な
い
あ
り
方
が
、
主
体
の
側
か
ら
の
執
着
を
離

れ
て
、
真
如
（
如
々
、
実
相
、
涅
槃
）
と
な
る
。

も
っ
と
も
浄
土
教
は
彼
岸
と
此
岸
、
穢
土
と
浄
土
を
空
間
的

場
と
し
て
表
象
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、『
観
無
量
寿
経
』
に
は
「
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
、
諸
仏
の

正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ずd

」
と
説
か
れ
、曇
鸞
は
こ
れ
を
「
法

界
は
是
れ
衆
生
の
心
法
な
り
」「
心
外
無
仏e

」
と
解
釈
す
る
。
た

だ
し
、
曇
鸞
や
親
鸞
に
お
い
て
は
、
主
体
の
側
か
ら
の
覚
で
は

な
く
、
涅
槃
（
あ
る
い
は
如
來
）
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
の
応

答
と
し
て
主
体
の
転
換
が
な
さ
れ
る
。

と
ま
れ
、
以
上
の
よ
う
に
三
界
と
涅
槃
界
、
有
為
と
無
為
、

此
岸
と
彼
岸
、
生
死
と
涅
槃
な
ど
一
見
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な

っ
た
世
界
は
、
場
所
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と

主
体
の
二
つ
の
あ
り
方
、
無
明
と
覚
、
迷
と
悟
の
世
界
（
依
報
）

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
田
先
生
も
「
こ
の
運
動
は
自

己
の
運
動
、
自
己
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
と
い
う
運
動
で

あ
る
と
と
も
に
、
世
界
、
す
な
わ
ち
世
界
／
虚
空
と
い
う
気
流

運
動
で
も
あ
る
」（
二
六
）
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
言
説
は
ど
こ
ま
で
も
観
念
の
世
界

を
抜
け
な
い
。
そ
れ
を
生
身
の
人
間
の
即
今
の
事
柄
と
し
て
問

答
や
実
践
（
坐
禅
）
で
直
接
に
示
し
た
の
が
禅
宗
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
禅
宗
二
祖
と
さ
れ
る
慧
可
は
、
実
在
と
し
て
の
六
道

や
浄
土
、
涅
槃
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
心
識
の
筆
子
も
て
刀
山
剣
樹
を
画
き
作
し
、
還
っ
て
心
識
を

以
て
之
を
畏
る
る
な
り
。
意
識
の
筆
子
も
て
色
味
声
香
触
を
画

き
作
し
、
還
っ
て
自
ら
之
を
見
て
、
貪
瞋
痴
を
起
こ
し
…
…f

」、
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「
法
界
の
体
性
中
に
は
凡
聖
有
る
こ
と
無
く
、
天
堂
と
地
獄
も
亦

た
無
しg
」。

こ
れ
が
禅
宗
の
基
本
で
あ
り
、
例
え
ば
石
頭
希
遷
は
「
三
界

六
道
は
唯
だ
自
心
の
現h

」
と
示
し
、
臨
済
は
「
汝
が
一
念
心
は

三
界
を
生
じ
て
、
縁
に
随
い
境
を
被
っ
て
、
分
か
れ
て
六
塵
と

な
るi

」、「
汝
が
一
念
心
の
貪
は
是
れ
欲
界
、
汝
が
一
念
心
の
瞋

は
是
れ
色
界
、
汝
が
一
念
心
の
痴
は
是
れ
無
色
界
、
是
れ
汝
が

屋
裡
の
家
具
子
な
りj

」
と
語
る
。

世
界
Ａ
の
範
疇
に
入
る
も
の
は
、
人
間
の
心
が
現
し
た
も
の

で
あ
り
、主
観
で
あ
れ
、間
主
観
（
場
所
の
名
も
含
む
）
で
あ
れ
、

迷
で
あ
り
、
夢
幻
で
あ
り
、
虚
妄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
言

で
言
え
ば
、
人
の
住
む
世
間
は
虚
仮
な
の
だ
。

で
は
、
二
重
世
界
の
も
う
一
つ
の
「
虚
空
」
は
ど
う
か
。
大

乗
経
論
に
は
法
や
我
の
空
を
説
明
す
る
の
に
「
虚
空
の
如
しk

」

と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。
仏
教
の
虚
空
に
は
果
た

し
て
「
場
所
的
開
け
」
と
い
う
意
味
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
虚
空
」
に
つ
い
て
は
六
祖
の
弟
子
、
慧
忠
國
師
の
問
答
が
あ

る
。
慧
忠
は
粛
宗
が
質
問
し
た
時
、
帝
に
目
を
向
け
な
か
っ
た
。

帝
は
「
朕
の
身
は
一
国
の
天
子
だ
ぞ
」
と
そ
の
無
礼
を
糺
す
。

そ
の
時
慧
忠
は
「
目
前
の
虚
空
が
見
え
ま
す
か
、
そ
れ
は
眼
を

貶
め
て
帝
を
見
ま
し
た
か
」
と
答
え
て
い
るl

 

。
慧
忠
の
、
貴
賎

の
分
別
な
ど
し
な
い
で
い
る
身
体
、
そ
れ
が
虚
空
の
身
な
の
だ
。

そ
し
て
そ
れ
が
空
で
あ
り
、
仏
で
も
あ
るm

。
道
元
は
「
ほ
と
け

に
な
る
に
い
と
や
す
き
み
ち
あ
り
。
…
…
よ
ろ
ず
を
い
と
ふ
こ

こ
ろ
な
く
、
ね
が
ふ
心
な
く
て
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
な
く
、
う

れ
ふ
る
こ
と
な
き
、
こ
れ
を
仏
と
な
づ
く
」《
生
死n

》
と
示
す
。

心
が
思
い
計
ら
い
を
離
れ
れ
ば
、そ
れ
が
仏
で
あ
る
。つ
ま
り「
虚

空
」
と
は
人
間
や
も
の
の
あ
り
方
で
あ
り
、
場
所
で
は
な
い
。

上
田
哲
学
に
お
い
て
「
虚
空
」
が
人
の
あ
り
方
と
結
び
つ
い

て
論
じ
ら
れ
る
の
が
、
第
六
章
の
十
牛
図
で
あ
る
。
そ
の
第
八

図
円
相
は
「
場
所
的
自
己
の
包
括
的
場
所
と
し
て
の
世
界
の
『
於

い
て
あ
る
』
限
り
な
い
開
け
に
自
己
が
『
我
な
し
』
と
真
に
切

り
開
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」（
一
七
八
）
と
説
明
さ
れ
る
。

だ
が
、
図
の
円
相
は
、「
自
己
が
『
我
な
し
』
と
真
に
切
り
開
か

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
は
い
え
て
も
、
そ
こ
に
限
り
な

い
開
け
は
図
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
無
理
な
読
み

込
み
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
八
、九
、十
図
が
と
も
に「
等

根
源
的
」
で
あ
る
以
上
、「
第
八
図
が
世
界
の
『
於
い
て
あ
る
』
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虚
空
を
示
し
、
第
九
と
第
十
は
虚
空
に
『
於
い
て
あ
る
』
世
界

を
示
す
」（
一
八
二
）
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

十
牛
図
は
「
世
界
」
と
い
う
よ
り
、
自
己
を
示
す
も
の
で
あ
る

は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
虚
空
」
を
「
永
遠
に
隠
さ
れ
て
い

る
地
平
の
彼
方
」
と
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
徹
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
禅
で
は
不
染
汚
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
読
み
込
む
理
由
は
分
か
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
道
元
は
只
管
打
坐
に
お
い
て
身
心
脱
落
し
た
と
こ
ろ

を
、
尽
十
方
界
真
実
人
体
と
示
す
。
そ
れ
は
た
し
か
に
と
ら
わ

れ
を
離
れ
た
身
心
（
自
己
）
が
尽
十
方
と
い
う
限
り
な
い
も
の

と
し
て
開
か
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
尽
十

方
界
に
人
体
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
尽
十
方
界
が0

人
体
な

の
で
あ
る
。
於
い
て
あ
る
場
所
は
な
い
。
も
っ
と
も
仏
で
あ
る

時
に
尽
十
方
界
真
実
人
体
で
あ
っ
て
、
衆
生
は
「
悉
有
の
一
悉

を
衆
生
と
い
ふ
」《
仏
性
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
万
法
の
一
つ
で

あ
る
。

ま
た
打
坐
は
魚
行
飛
鳥
に
譬
え
ら
れ
「
魚
、
水
を
行
く
に
、

ゆ
け
ど
も
水
の
き
は
な
く

0

0

0

0

、
鳥
、
そ
ら
を
と
ぶ
に
、
と
ぶ
と
い

へ
ど
も
そ
ら
の
き
は
な
し

0

0

0

0

」《
現
成
公
案
》
と
い
わ
れ
て
、
こ
の

海
、
空
は
限
り
な
い
開
け
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
何
も
無
い

虚
空
で
は
な
く
「
證
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
」『
辨
道
話
』
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
万
法
、
諸
法
あ
る
い
は
悉
有
と
名
指
さ
れ
る

あ
ら
ゆ
る
有
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
人
間
の
行
（
打

坐
）
と
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
し
ば
ら
く
い
ま
の
時
に
も
れ

た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観
想
す
べ
し
」《
有
時
》
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
打
坐
の
而
今
に
現
成
し
て
い
る
万
法
で
あ
るo

。

こ
こ
で
も
仏
教
の
基
本
で
あ
る
主
体
と
環
境
世
界
の
不
二
が
確

認
さ
れ
る
。

禅
宗
で
二
重
世
界
と
い
い
う
る
の
は
、
人
間
が
六
識
に
よ
っ

て
対
象
的
に
見
る
諸
法
と
、
人
間
の
識
の
計
ら
い
が
止
ん
だ
法

界
、
す
な
わ
ち
（
第
一
義
的
に
は
打
坐
に
お
け
る
）
證
上
の
万

法
と
の
二
重
性
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
道
元
は
「
山
是
山

と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
是
や
ま
と
い
ふ
な
り
」《
山
水
経
》
と
表

わ
し
、
大
燈
國
師
は
「
億
劫
相
別
れ
て
須
臾
も
離
れ
ず
、
尽
日

相
対
し
て
刹
那
も
対
せ
ず
」
と
表
わ
す
。
人
間
が
見
る
限
り
の

山
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
物
は
真
如
と
は
天
地
懸
隔
す
る
が
、
事
実

と
し
て
人
は
そ
れ
と
一
如
で
あ
り
、
見
る
こ
と
聞
く
こ
と
を
や

め
た
と
き
、
現
れ
聞
こ
え
る
も
の
が
真
如
で
あ
る
。
別
の
大
乗
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論p
で
い
わ
れ
る
一
水
四
見
で
は
、
主
体
と
し
て
人
間
以
外
の
異

種
を
も
考
察
に
入
れ
、
一
つ
の
同
じ
も
の
を
水
・
瓔
珞
・
宮
殿
・

血
膿
と
見
る
と
喩
え
る
。
つ
ま
り
真
実
に
は
二
重
世
界
で
は
な

く
、
た
だ
一
つ
の
世
界
、
一
つ
の
実
相
、
一
法
界
で
あ
る
の
に
、

意
識
を
も
っ
た
生
類
が
そ
れ
ぞ
れ
に
己
の
世
界
を
構
築
し
て
い

る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
上
田
哲
学
の
二
重
世
界
は
、
禅
の
表
現
と
酷

似
し
て
い
る
が
、
禅
に
は
世
界
が
そ
こ
に
於
い
て
あ
る
虚
空
は

な
い
。
む
し
ろ
世
界
Ｂ
と
し
て
い
わ
れ
た
「
日
月
長
し
」
等
が
、

「
生
活
」
つ
ま
り
何
か
の
為
に
す
る
こ
と
、
を
離
れ
た
時
空
と
し

て
、
し
な
い
こ
と
を
す
る
打
坐
に
お
け
る
現
成
と
近
似
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
世
界
Ｂ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
先
生
は
「
い
づ
く
に
か
、

帰
る
日
近
き
こ
こ
ち
し
て
／
こ
の
世
の
も
の
の
懐
か
し
き
こ
ろ
」

の
「
い
づ
く
に
か
」
を
「
虚
空
」
と
さ
れ
た
が
、「
こ
の
世
の
も

の
の
懐
か
し
き
」
と
い
う
思
い
こ
そ
真
如
へ
の
一
つ
の
気
付
き
、

死
に
ゆ
く
と
き
自
我
が
薄
れ
、
あ
り
の
ま
ま
が
見
え
や
す
く
な

っ
た
と
こ
ろq

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「『
虚
空
』
は
死
に
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
き
え
る
」
と

い
わ
れ
る
が
、
禅
で
は
、
道
元
が
「
生
死
の
ほ
か
に
ほ
と
け
を

も
と
む
れ
ば
、
な
が
え
を
き
た
に
し
て
越
に
む
か
ひ
」、「
た
だ

生
死
す
な
は
ち
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て
、
生
死
と
し
て
い
と
ふ
べ

き
も
な
く
、
涅
槃
と
し
て
ね
が
ふ
べ
き
も
な
し
。
こ
の
と
き
は

じ
め
て
生
死
を
は
な
る
る
分
あ
り
」《
生
死
》
と
い
う
通
り
、
い

ま
こ
こ
の
あ
り
の
ま
ま
の
ほ
か
に
涅
槃
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の

道
元
の
言
葉
も
「
宗
教
の
言
葉
」
な
の
で
あ
る
。

た
だ
上
田
哲
学
と
仏
教
は
根
本
的
に
違
う
こ
と
が
あ
る
。
仏

教
は
現
実
の
肯
定
で
は
な
い
。
間
主
観
性
で
あ
る
世
界
は
、人
々

の
住
む
世
界
で
あ
り
、
家
族
、
村
落
、
国
、
国
々
の
社
会
、
歴

史
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
世
界
Ａ
は
、
仏
教
で
は
虚
妄
で
あ

り
、
真
の
安
ら
ぎ
で
あ
る
涅
槃
を
得
た
人
は
そ
こ
に
住
め
な
いr

。

家
族
か
ら
も
国
家
か
ら
も
立
ち
去
っ
て
放
浪
す
る
一
処
不
住（
出

家
遊
行
）
と
い
う
生
き
方
が
仏
教
徒
の
生
き
方
で
あ
る
。
生
死

と
涅
槃
は
即
で
あ
り
う
る
が
、
世
界
Ａ
と
涅
槃
は
相
反
す
る
と

い
え
よ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
た
二
重
世
界

キ
リ
ス
ト
教
は
創
世
記
に
そ
の
世
界
観
を
多
く
負
っ
て
い
る
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の
で
、
五
章
の
エ
リ
ア
ー
デ
の
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
た
ヒ
エ
ロ

フ
ァ
ニ
ー
に
よ
る
世
界
と
い
う
こ
と
と
問
題
が
繋
が
る
。
神
の

創
造
に
な
る
世
界
は
、
神
が
善
し
と
さ
れ
た
コ
ス
モ
ス
で
あ
る

が
、
し
か
し
な
が
ら
エ
リ
ア
ー
デ
の
論
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、

原
罪
に
よ
っ
て
人
間
の
存
在
や
社
会
、
歴
史
（
人
間
世
界
）
が

神
か
ら
背
む
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
周
辺
宗
教
は
唯

一
神
信
仰
に
と
っ
て
迷
信
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
Ｈ
・
コ
ッ
ク

ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
迷
信
か
ら
の
脱
却
と
し
て
の
世
俗
化

は
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
が
む
し
ろ
遂
行
し
て
き
た
の
だ
と

い
う
点
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
「
も
う
一
つ
の
次
元
」
は
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
（
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
）
に
よ
っ
て
希
望
と
し
て
あ
ら

わ
に
な
っ
た
来
る
べ
き
「
世
（
ア
イ
オ
ー
ン
）」
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
「
世
」
は
世
界
期
と
も
訳
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
・
空
間

に
支
配
さ
れ
る
一
定
の
持
続
し
た
時
で
あ
る
が
、「
世
（
コ
ス
モ

ス
）
は
言
に
よ
っ
て
成
っ
た
が
、
世
は
言
を
認
め
な
か
っ
たs

」、

と
い
わ
れ
る
世
（
コ
ス
モ
ス
）
は
創
造
さ
れ
た
世
界
、
人
々
が

住
ま
う
社
会
を
主
に
表
わ
すt

。
こ
の
世
界
（
コ
ス
モ
ス
）
が
、

善
悪
共
存
・
善
神
支
配
・
悪
神
支
配
・
善
悪
闘
争
（
終
末
）
を

経
て
新
し
い
世
（
ア
イ
オ
ー
ン
）
に
な
る
と
い
う
思
想
は
、
古

く
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
発
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
や
仏
教
で
は
成
・
住
・
壊
・
空
の
諸
世
界
期
（
劫u

）
が
知

ら
れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
こ
の

世
界
は
終
末
を
迎
え
、
新
し
い
創
造
に
よ
る
世
が
来
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
新
た
な
世
は
未
来
に
の
み

あ
る
の
で
は
な
いv

。
復
活
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
教
義

と
し
て
で
は
な
く
、
私
の
内
に
生
き
て
働
い
て
い
る
主
イ
エ
ス

と
し
て
実
存
す
る
し
、
そ
の
イ
エ
ス
と
関
る
力
は
イ
エ
ス
を
信

じ
た
者
に
与
え
ら
れ
る
聖
霊
で
あ
っ
て
、
新
し
い
生
き
方
を
可

能
に
さ
せ
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
世
に
属
し
て
は
い

る
が
、
新
し
い
世
（
神
の
国
）
に
も
属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
世
界
と
い
う
よ
り
、
人
間
存
在
（
意
味
空
間
と
実
存
）
が
二

重
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
田
哲
学
に
引
き
寄
せ
て
い
え
ば
、

聖
霊
こ
そ
こ
の
世
に
あ
っ
て
新
し
い
世
を
瞥
見
さ
せ
る
（
世
界

Ｂ
）
働
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
聖
書
に
基
く
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
キ
リ
ス

ト
者
が
共
有
す
る
一
つ
の
意
味
空
間
、
間
主
観
性
と
し
て
の
世
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界
Ａ
で
あ
る
と
い
え
ば
い
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
世
界
が
、
科

学
的
世
界
観
や
そ
れ
に
基
づ
く
技
術
文
明
の
絢
爛
さ
や
資
本
主

義
に
よ
る
「
豊
か
さ
」
の
暴
流
の
中
で
喪
失
、
崩
壊
の
一
途
を

辿
っ
て
久
し
い
。

ま
た
し
い
て
キ
リ
ス
ト
教
で
は
虚
空
に
あ
た
る
よ
う
な
、
世

界
Ａ
・
Ｂ
が
そ
れ
に
於
い
て
あ
る
も
の
は
な
に
か
、
と
い
え
ば
、

神
と
答
え
る
ほ
か
な
い
。
ち
な
み
に
神
の
国
は
、
空
間
世
界
の

ど
こ
か
将
来
存
在
す
る
と
か
、
死
後
人
間
が
行
く
向
こ
うw

と
い

う
よ
り
は
、
こ
の
地
上
に
再
び
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
来
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
す
る
世
界
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て

い
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
大
き
な

類
似
点
を
二
つ
指
摘
し
た
い
。

ひ
と
つ
は
家
族
、
国
家
権
力
、
経
済
的
力
な
ど
こ
の
世
の
力

に
対
す
る
明
確
な
拒
否
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
従
う
者
も
仏
教

の
出
家
者
と
同
じ
く
、
家
族
、
国
家
、
権
力
、
財
産
を
捨
て
る

こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
だ
れ
で
あ
れ
、
こ
の
世

に
安
住
す
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
。
あ
く
ま
で
来
る
べ
き
神
の
国

を
待
つ
。

第
二
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
再
び
来
ら
れ
る
の
は
、
こ
の

世
の
力
を
完
全
に
一
掃
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
人
間
以
外
の
被

造
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
神
に
背
い
た
と
い
う
こ
と
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
裁
か
れ
る
と
も
記
さ
れ
な
い
。「
野
の
花
、
空

の
鳥
」
は
神
の
配
慮
の
下
に
、
み
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
生
き
て
い

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
ら
は
禅
の
「
木
石
」
や
「
牆
壁
瓦
礫
」

の
よ
う
に
、
人
間
が
神
の
み
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
生
き
る
模
範
と

な
り
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
大
き
な
歴
史
的
負

の
遺
産
を
負
いx

、
現
代
の
社
会
状
況
と
は
懸
け
離
れ
た
言
説
に

満
ち
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
上
田
哲
学
は
現
代
哲
学
と
の
対

話
の
中
で
、
現
代
の
病
い
と
そ
こ
か
ら
の
回
復
の
手
掛
か
り
を

分
か
り
や
す
く
示
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
科
学
的
世
界
観
や

経
済
一
辺
倒
と
い
う
浅
薄
な
世
界
、
さ
ら
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
は
じ
め
と
す
る
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
に
浸
さ
れ
て
、
五
官

に
よ
る
欲
望
の
世
界
よ
り
な
お
浮
薄
な
現
代
の
世
界
Ａ
に
あ
っ

て
、
科
学
的
知
の
思
い
及
ば
ぬ
世
界
、
我
々
の
五
官
で
感
じ
ら

れ
る
よ
り
よ
ほ
ど
深
い
世
界
へ
と
通
路
を
開
い
て
、
深
く
生
き

る
こ
と
を
宗
教
用
語
を
用
い
ず
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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註
1

 
『
場
所　

二
重
世
界
内
存
在
』（
上
田
閑
照
、
弘
文
堂
、
一
九
九
二
）

に
基
づ
い
て
発
表
を
し
た
が
、
こ
れ
は
後
に
改
訂
さ
れ
て
『
実
存

と
虚
存
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
）
と
し

て
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
後
者
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
こ

の
論
を
ま
と
め
た
。

2
 

夕
焼
け

　
　
「
黒
姫
山
と
妙
高
山
の
間
に
日
は
し
ず
む
／
そ
の
時
み
か
ん
色
の
雲

が
／
す
う
っ
と
わ
た
し
の
目
の
前
を
通
る
／
一
日
の
出
来
ご
と
を

の
せ
て
雲
は
動
く
／
わ
た
し
が
学
校
で
勉
強
し
て
い
た
の
は
／
み

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

3
 

「
朝
焼
け
小
焼
け
だ
／
大
漁
だ
／
大
羽
鰯
の
／
大
漁
だ

　
　

浜
は
祭
り
の
／
よ
う
だ
け
ど
／
海
の
な
か
で
は
／
何
万
の
／
鰯
の

と
む
ら
い
／
す
る
だ
ろ
う
」

4
 

「
我
と
非
我
と
の
対
立
を
内
に
包
み
、
い
わ
ゆ
る
意
識
現
象
を
内

に
成
立
せ
し
め
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
此
の
如
き
イ
デ
ヤ

を
受
け
取
る
も
の
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
の
語
に
倣
う
て
場
所
と
名
ず
け
て
置
く
」（『
西
田
幾
多
郎
哲

学
論
集
一
』
上
田
閑
照
編
、
岩
波
文
庫
、
六
八
頁
）

　
　
「
真
に
無
の
場
所
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
の
有
無
の

対
立
を
も
超
越
し
て
こ
れ
を
内
に
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
何
処
ま
で
も
類
概
念
的
な
る
も
の
を
破
っ
た
所
に
、

真
の
意
識
を
み
る
の
で
あ
る
。」（
同
書
八
〇
頁
）

　
　
「
直
覚
の
背
後
に
意
識
の
野
と
か
、場
所
と
か
い
う
も
の
を
認
め
る
」

（
同
書
八
二
頁
）

　
　
「
デ
カ
ー
ト
は
延
長
と
思
惟
と
を
第
二
次
的
本
体
と
考
え
、
一
方
に

運
動
を
も
延
長
の
様
態
と
考
え
、
一
方
に
意
志
を
も
思
惟
の
様
態

と
考
え
た
が
、
か
か
る
意
味
に
お
け
る
真
の
延
長
は
物
理
的
空
間

の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
と
も
に
、
真
の
思
惟
は
、
右

の
如
き
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
同
書
八
四
頁
）

　
　
「
最
も
深
い
意
識
の
意
義
は
真
の
無
の
場
所
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」（
同
書
八
四
頁
）　

5
 

も
っ
と
も
個
人
の
意
味
空
間
も
時
に
従
っ
て
変
化
す
る
の
だ
か

ら
、
厳
密
に
は
有
限
性
を
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

6
 

第
五
章
の
エ
リ
ア
ー
デ
の
と
こ
ろ
で
「
も
う
ひ
と
つ
の
次
元
」
と

い
わ
れ
る
の
も
、
意
味
空
間
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
第
二
の
脈
絡

で
同
じ
石
が
、
た
ん
な
る
一
箇
の
石
で
あ
る
と
同
時
に
聖
な
る
石

で
あ
る
の
も
、
主
観
性
に
お
け
る
二
重
性
で
あ
る
。

7
 

こ
れ
は
は
じ
め
か
ら
二
重
世
界
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。「
地
平
に
は
必
ず
『
地
平
の
彼
方
』
が
有
る
」
と
い
う
絶

対
的
な
事
態
で
あ
る
。」（
三
一
頁
）

8
 

「
私
は
す
べ
て
の
人
々
が
幾
何
学
の
証
明
に
帰
し
て
い
る
あ
の
大

き
な
確
実
性
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
明
証
的
に
理
解
す
る
と
い
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う
点
だ
け
根
拠
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
と
同
時
に
、
そ

れ
ら
の
証
明
の
な
か
に
は
、
そ
れ
ら
の
対
象
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
保
証
す
る
も
の
は
何
も
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
も
し

我
々
が
、
我
々
の
う
ち
に
あ
っ
て
現
実
的
で
、
真
実
な
す
べ
て
の

物
が
、
完
全
か
つ
無
限
な
ひ
と
つ
の
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
由
来
す
る
こ
と
を

知
っ
て
い
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
我
々
の
観
念
が
ど
ん
な
に
明
瞭

で
判
明
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
観
念
が
、
真
実
で
あ
る

と
い
う
完
全
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
に
保
証
す
る
な
ん
ら

の
理
由
も
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
我
々
の
観

念
、
ま
た
は
概
念
は
、
そ
れ
ら
が
明
瞭
か
つ
判
明
で
あ
る
限
り
、

客
観
的
事
実
で
あ
り
、
神0

か
ら
由
来
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
真
実
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」

『
方
法
論
序
説
』
四
九
頁
〜
五
三
頁
、
角
川
文
庫
一
九
八
一
（
圏

点―

筆
者
）

9
 

法
体
恒
有

0
 

三
世
実
有

a
 

欲
界
・
色
界
・
無
色
界
（
欲
望
的
、
物
質
的
、
精
神
的
世
界
）

b
 

欲
界
に
属
す
る
地
獄
〜
四
大
洲
、
六
欲
天
（
梵
天
、
と
う
利
天
、

究
竟
天
等
）
で
あ
り
、
色
界
は
初
禅
天
〜
四
禅
天
、
無
色
界
は
空

無
辺
処
、
識
無
遍
処
、
無
所
有
処
、
非
想
非
非
想
処
と
さ
れ
る
。

修
行
に
よ
っ
て
だ
ん
だ
ん
進
む
境
地
で
あ
る
の
で
階
層
で
あ
ろ

う
。

c
 

施
設
有

d
 

『
浄
土
三
部
経
』
下
五
三
頁
、
一
九
六
四
、
岩
波
文
庫
。

e
 

『
浄
土
論
註
』
真
宗
聖
教
全
書
（
一
）、
三
〇
一
頁
。

f
 

『
達
摩
の
語
録
』
一
四
〇
頁
（
雑
録
一
の
一
八
）
柳
田
聖
山
、
筑

摩
書
房
、
一
九
九
六
。

g
 

『
達
摩
の
語
録
』
二
二
一
頁
（
雑
録
一
の
三
五
）。

h
 

『
景
徳
傳
燈
録
』
巻
一
四
（T51p.309b

）。

i
 

『
臨
済
録
』
七
一
頁
、
入
矢
義
高
編
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
。

j
 

『
臨
済
録
』
一
〇
一
頁
。

k
 

例
え
ば
「
觀
見
諸
法
猶
如
虚
空
。
是
名
正
慧
。
具
正
慧
者
。
遠
離

一
切
煩
惱
諸
結
。
是
名
解
脱
。」（『
涅
槃
経
』T12 p. 0527a

）

l
 

肅
宗
帝
の
問
訊
す
る
次
、
師
は
帝
を
視
ず
。
帝
曰
く
、「
朕
の
身
は

一
國
の
天
子
な
る
に
、
師
は
何
ぞ
殊
に
些
子
も
朕
を
視
る
な
き
を

得
た
る
」。
師
云
く
、「
皇
帝
、
目
前
の
虚
空
を
見
る
や
」。
帝
曰
く
、

「
見
る
」。
師
曰
く
、「
還
た
曾
て
眼
を
貶
め
て
陛
下
に
向
い
し
や
」。

（『
祖
堂
集
』
五
九
頁
ａ
中
文
出
版
、
一
九
七
二
）。

m
 

次
の
慧
忠
の
問
答
は
、
色
即
是
空
と
、
不
生
不
滅
を
具
体
的
に
慧

忠
の
身
と
し
て
答
え
て
い
る
。「
進
ん
で
曰
く
、「
和
尚
の
身
は
是

れ
色
身
な
れ
ば
豈
に
便
ち
法
身
の
不
生
滅
と
同
じ
き
を
得
ん
や
」。

師
曰
く
、「
汝
、
今
、
那
ん
ぞ
邪
道
に
入
る
を
得
た
る
や
」。
禪
客

曰
く
、「
某
甲
、
早
晩
邪
道
に
入
る
や
」。
師
曰
く
、「《
金
剛
經
》

に
曰
く
、『
若
し
色
を
以
て
我
を
見
、
音
聲
を
以
て
我
を
求
む
れ
ば
、
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是
の
人
は
邪
道
を
行
じ
て
、
如
來
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
』
と
。
汝
、

既
に
色
も
て
我
を
見
る
を
作
せ
り
。
豈
に
邪
道
に
入
る
に
非
ざ
る

や
」。『
祖
堂
集
』
六
四
頁
ｂ
。

n
 

道
元
禅
師
全
集
（
二
）、
五
二
九
頁
、
春
秋
社
、
一
九
九
三
。

o
 

「
い
ま
右
界
に
現
成
し
、
左
方
に
現
成
す
る
天
王
天
衆
、
い
ま
も

わ
が
尽
力
す
る
有
時
な
り
。
そ
の
余
外
に
あ
る
水
陸
の
衆
有
時
、

こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し
て
現
成
す
る
な
り
。
冥
陽
に
有
時
な
る
諸

類
諸
頭
、
み
な
わ
が
尽
力
現
成
な
り
、
尽
力
経
歴
な
り
。
わ
が
い

ま
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
一
法
一
物
も
現
成
す
る
こ
と
な
し
、

経
歴
す
る
こ
と
な
し
と
参
学
す
べ
し
。」《
有
時
》
と
も
い
わ
れ
る
。

p
 

唐
訳
『
摂
大
乗
論
釈
』
に
説
か
れ
る
。

q
 

高
見
順
の
死
に
近
い
こ
ろ
の
詩
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。

 

「
電
車
の
窓
の
外
は
／
光
に
み
ち
／
喜
び
に
み
ち
／
い
き
い
き
と

い
き
づ
い
て
い
る
／
こ
の
世
と
も
う
お
別
れ
か
と
お
も
う
と
／
見

な
れ
た
景
色
が
／
急
に
新
鮮
に
見
え
て
き
た
／
こ
の
世
が
／
人
間

も
自
然
も
／
幸
福
に
み
ち
み
ち
て
い
る
」

r
 

も
っ
と
も
大
聖
は
街
に
住
み
、
小
聖
は
山
に
住
む
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
出
家
し
て
世
を
捨
て
て
後
の
こ
と

で
あ
る
。

s
 

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
：
一
〇

t
 

「
コ
ス
モ
ス
」
が
も
っ
と
も
多
く
（
一
八
六
回
）
使
わ
れ
、
ア
イ

オ
ー
ン
は
三
三
回
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
人
間
と
生
物
が
生
存
す
る

自
然
環
境
を
あ
ら
わ
す
オ
イ
ク
メ
ネ
ー
（
一
五
回
）
が
あ
る
。

u
 

仏
教
の
四
劫
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
影
響
に
よ
る
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
自
体
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
影
響
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
。

v
 

「
私
が
神
の
指
に
よ
っ
て
悪
霊
を
追
い
出
し
て
い
る
の
な
ら
、
神

の
国
は
す
で
に
あ
な
た
が
た
の
と
こ
ろ
に
き
た
の
で
あ
る
」（
ル

カ
福
音
書
一
一
：
二
〇
）
と
も
い
わ
れ
る
。

w
 

も
っ
と
も
そ
う
い
う
表
現
も
喩
え
と
し
て
イ
エ
ス
が
言
及
し
（
ル

カ
一
六
：
一
九
〜
三
一
）、
パ
ウ
ロ
が
希
望
と
し
て
語
っ
て
は
い

る
。

x
 

「
宗
教
の
名
に
お
い
て
地
上
の
権
力
が
暴
動
し
か
え
っ
て
地
上
を

破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
」（
二
〇
二
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
キ

リ
ス
ト
教
自
体
の
歴
史
的
な
犯
罪
の
数
々
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
大
き
い
。
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