
 

To a region, w
ho perhaps didst thou first start.  

お
そ
ら
く
は
汝
の
来
た
り
し
初
め
の
場
所
に 

The m
ournful thought doth follow

 us like thief 

弔
う
思
い
は
秘
や
か
に
我
ら
に
従
い 

H
eavily oppressed w

e are w
ithout relief 

打
ち
沈
む
我
ら
に
安
息
は
な
い 

Eternal void, w
ould thou allay our heart! 

「
永
遠
の
空
」
よ
、
我
ら
の
心
を
癒
や
し
給
え 

A
nd yet ours is to strive, to w

eep, to bear; 

し
か
し
我
ら
の
心
は
、
苦
し
み
、
泣
き
、
忍
び 

H
um

an are w
e, w

ith fire in our veins burning;  
人
で
あ
る
我
ら
に
は
血
潮
が
た
ぎ
る 

To Reason’s hollow
 talk let’s not concede. 

一

日
露
戦
争
で
弟
を
亡
く
し
た
西
田
幾
多
郎
に
た
い
し
て
鈴
木

大
拙
は
次
の
よ
う
な
英
語
の
一
四
行
詩
を
捧
げ
て
追
悼
の
意
を

表
し
て
い
る

1

。

O
 hum

an life, w
hat a fragile thing thou art! 

あ
あ
、
人
の
命
よ
、
汝
は
な
ん
と
儚
い
も
の
か 

A
 drop of dew

 on a w
eather -beaten leaf,  

風
雨
に
晒
さ
れ
た
木
の
葉
の
上
の
露
の
一
滴 

By passers, feet dow
n-trodden; and how

 brief 

行
く
人
に
踏
ま
れ
、
そ
し
て
か
く
も
短
き 

Thy glitter! Too soon fated to depart 

汝
の
輝
き
！
あ
ま
り
に
は
や
く
逝
く
定
め 

発
題
Ⅳ    

絶
対
者
の 

人
格
性
と
非
人
格
性
を
め
ぐ
っ
て 

―
―

人
格
的
な
る
も
の
と
最
も
普
遍
的
な
る
も
の―

―

田
中 

裕
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理
性
の
空
虚
な
話
に
は
耳
を
貸
さ
ぬ
よ
う
に 

O
ur tears run free, the heart its w

oes declare!  

涙
を
存
分
に
流
し
、
心
は
悲
し
み
を
叫
ぶ 

From
 every grief endured life’s lesson learning 

耐
え
た
一
つ
一
つ
の
悲
し
み
か
ら
人
生
の
教
え
を
学
び 

Into the depths of M
ystery w

e read. 

「
不
可
思
議
」
の
奥
底
に
そ
れ
を
深
く
読
み
と
る

こ
の
追
悼
詩
の
な
か
で
、
若
き
大
拙
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
な

ら
ば
、
神
（G

od

）
と
呼
び
か
け
る
べ
き
と
こ
ろ
に
で
、「
永
遠

の
空
」Eternal V

oid 

と
云
い
、
次
に
「
汝
（thou
）」
と
呼
び

か
け
て
い
る
事
に
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
者
な

ら
ば「

神
」
よ
、
我
ら
の
心
を
癒
や
し
給
え 

G
od, w

ould thou allay our heart!

と
人
格
神
に
よ
び
か
け
る
べ
き
場
所
で
、
大
拙
は

「
永
遠
の
空
」
よ
、
我
ら
の
心
を
癒
や
し
給
え 

Eternal Void, w
ould thou allay our heart!

と
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
た
か
も
「
空

（eternal void

）」
が
人
格
化
さ
れ
、「
汝
」
と
し
て
呼
び
か
け
ら

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
大
拙
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
表

現
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
故
にEternal V

oid 

と
い
う
否
定
的
な
表
現
か
ら
、「
我
々

の
心
を
癒
す
」
べ
き
「
汝
」
と
い
う
人
格
へ
の
呼
び
か
け
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
ろ
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
絶
対
者
の
人
格
性
、

な
い
し
、
非
人
格
性
と
い
う
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
課
題
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

語
の
普
通
の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、Eternal Void 

は
、
肉
親

あ
る
い
は
自
分
に
と
っ
て
も
っ
と
も
親
し
き
も
の
の
死
に
直
面

し
た
空
虚
感
、
や
る
す
べ
の
な
き
感
情
で
あ
ろ
う
。
何
に
よ
っ

て
も
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
空
し
さ
」
と
い
う
意
味
が
第
一

の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
儚
さ
が
も
っ
と
も
切
実

に
感
じ
ら
れ
る
瞬
間
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
空
し
さ
」
は
、
理
性

に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
「
苦
し
み
」「
泣

き
」「
忍
ぶ
」
と
い
う
人
間
的
な
感
情
を
そ
の
ま
ま
に
吐
露
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
耐
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
、
全

人
格
的
な
存
在
の
根
柢
か
ら
「
汝
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
起
き

る
。
そ
し
て
、「
理
性
の
空
虚
な
話
」
に
は
耳
を
傾
け
ず
に
、「
涙

を
存
分
に
流
し
」「
耐
え
た
一
つ
一
つ
の
悲
し
み
か
ら
人
生
の
教



 

え
を
学
び
」「
神
秘
の
奥
底
に
そ
れ
を
深
く
読
み
と
る
」
こ
と
を

詠
ん
で
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
終
わ
っ
て
い
る
。「
永
遠
の
空
」
と

い
っ
て
も
、そ
れ
は
佛
教
哲
学
で
理
論
的
に
語
ら
れ
て
い
る
「
空

性
」
の
よ
う
に
、
非
人
格
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
だ
な

か
か
ら「
汝
」へ
の
呼
び
か
け
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な「
空
」

で
あ
る
。

こ
の
詩
を
捧
げ
ら
れ
た
頃
の
西
田
自
身
も
ま
た
、
鈴
木
の
書

簡
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
肉
親
の
死
に
見
舞
わ
れ
た
友
に

宛
て
て
次
の
よ
う
に
文
を
残
し
て
い
る

2

。

も
の
に
は
皆
値
段
が
あ
る
。一
人
、人
間
は
値
段
以
上
で
あ
る
、

目
的
そ
の
も
の
で
あ
る
。
い
か
に
貴
重
な
る
物
で
も
、
そ
は

た
だ
人
間
の
手
段
と
し
て
尊
い
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
人
間

ほ
ど
尊
い
も
の
は
な
い
、
物
は
こ
れ
を
償
う
こ
と
は
で
き
る

が
、
い
か
に
詰
ま
ら
ぬ
人
間
で
も
一
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
は
他
の

物
を
も
っ
て
償
う
こ
と
は
出
来
な
い
。（
中
略
）

今
ま
で
愛
ら
し
く
話
し
た
り
、
歌
っ
た
り
、
遊
ん
だ
り
し
て

い
た
も
の
が
、
忽
ち
消
え
て
壺
中
の
白
骨
と
な
る
と
い
う
の

は
、
い
か
な
る
訳
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
人
生
は
こ
れ
ま
で
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
人
生
ほ
ど
詰
ま
ら
ぬ
も
の
は

な
い
。
こ
こ
に
は
深
き
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
人
間
の

霊
的
生
命
は
か
く
も
無
意
義
の
も
の
で
は
な
い
。
死
の
問
題

を
解
決
す
る
と
い
う
の
が
人
生
の
一
大
事
で
あ
る
。
死
の
事

実
の
前
に
は
生
は
泡
沫
の
如
く
で
あ
る
。
死
の
問
題
を
解
決

し
得
て
、
始
め
て
真
に
生
の
意
義
を
悟
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
西
田
の
文
に
は
、
あ
き
ら
か
に
、
人
間
を
手
段
と
し
て

で
は
な
く
目
的
と
し
て
扱
う
べ
き
こ
と
を
説
い
た
カ
ン
ト
の
人

格
主
義
の
影
響
が
あ
る
が
、
た
ん
な
る
実
践
理
性
の
倫
理
的
な

要
請
と
し
て
で
は
な
く
、
肉
親
の
死
と
い
う
出
来
事
に
直
面
し

た
と
き
の
個
人
の
根
源
的
な
悲
哀
の
情
念
と
、
そ
れ
に
も
と
づ

く
全
人
格
的
な
応
答
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

哲
学
が
絶
対
智
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
プ
ラ

ト
ン
の
「
善
」
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
不
動
の
動
者
」
の
ご

と
き
非
人
格
的
・
非
歴
史
的
な
る
超
越
者
を
志
向
す
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
的
世
界
の
ご

と
く
、
人
格
的
・
歴
史
的
な
る
「
神
」
へ
の
信
仰
は
、
哲
学
的

知
恵
か
ら
見
れ
ば
「
愚
か
な
こ
と
」
で
あ
り
、
理
解
し
が
た
い

世
界
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、﹃
善
の
研
究
」
の
宗
教
論
の
テ

ー
マ
は
「
神
」
で
り
、
最
終
章
に
付
加
さ
れ
た
「
智
と
愛
」
に
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お
い
て
、
西
田
は

3

、

神
は
分
析
や
推
論
に
由
り
て
知
り
得
べ
き
も
の
で
な
い
。
實

在
の
本
質
が
人
格
的
の
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
最
人
格

的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
神
を
知
る
の
は
唯
愛
又
は
信
の

直
覺
に
由
り
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
は
神
を
知
ら

ず
我
唯
神
を
愛
す
又
は
之
を
信
ず
と
い
ふ
も
の
は
、
最
も
能

く
神
を
知
り
居
る
者
で
あ
る
。

と
云
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
西
田
に
と
っ
て
は
、
人

格
的
な
る
實
在
の
本
質
は
、
非
人
格
的
な
る
も
の
に
向
か
う
分

析
的
知
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
愛
」
ま
た
は
「
信
」
と
い
う

絶
対
者
へ
の
人
格
的
関
係
に
よ
っ
て
こ
そ
認
識
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

﹃
善
の
研
究
﹄で
は
、「
意
識
現
象
の
み
が
唯
一
の
實
在
で
あ
る
」

と
い
う
実
在
論
の
立
場
が
と
ら
れ
た
が
、
当
時
の
西
田
が
理
解

し
て
い
た
意
識
現
象
と
は
知
・
情
・
意
の
す
べ
て
の
精
神
活
動

が
含
ま
れ
て
お
り
、
人
格
的
存
在
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
よ
い

4

。 

そ
の
よ
う
な
個
人
的
精
神
の
働
き
は
、「
神

性
の
分
化
せ
る
も
の
」
で
あ
り
、「
各
自
の
発
展
は
即
ち
神
の
発

展
を
完
成
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
何
事
か
を
知
る
と
い

う
働
き
、
何
事
か
を
感
じ
、
そ
し
て
愛
す
る
と
い
う
働
き
、
何

事
か
を
意
欲
す
る
と
い
う
働
き
等
、
す
べ
て
の
意
識
現
象
の
根

柢
に
あ
る
「
統
一
的
或
る
も
の
」
を
「
神
」
と
し
て
人
格
的
に

把
捉
せ
し
め
る
「
愛
」
も
し
く
は
「
信
」
の
働
き
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。

我
々
の
個
人
的
な
知
情
意
の
根
柢
に
、
分
析
的
知
性
の
及
ば

ぬ
人
格
的
な
絶
対
者
を
信
仰
に
よ
っ
て
直
観
す
る
と
い
う
議
論

は
、
鈴
木
大
拙
の
﹃
大
乗
佛
教
概
論
﹄（O

utlines of M
ahayana 

Buddhism

）
に
も
見
ら
れ
る
。﹃
善
の
研
究
﹄
が
西
田
哲
学
の

原
点
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
す
れ
ば
、
鈴
木
大
拙
の
﹃
大
乗

佛
教
概
論
﹄
は
、
彼
の
佛
教
思
想
の
原
点
が
何
処
に
あ
っ
た
か

を
我
々
に
教
え
る
書
で
も
あ
る
。
こ
の
書
は
、
二
十
世
紀
の
米

国
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
大
拙
自
身
の
﹃
大
乗
起
信
論
﹄

と
い
う
性
格
を
も
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中
国
を
経
由
し
て

日
本
に
伝
え
ら
れ
た
大
乗
佛
教
の
伝
統
の
中
か
ら
、
現
代
に
通

じ
る
普
遍
性
を
持
つ
宗
教
思
想
を
大
乗
佛
教
者
と
し
て
生
き
て

い
る
大
拙
自
身
が
主
体
的
に
選
び
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

大
拙
は
、
大
乗
佛
教
に
於
け
る
絶
対
者
の
人
格
性
の
問
題
と
深

く
関
わ
り
を
持
つ
「
法
身
（dharm

akaya

）」
の
概
念
に
つ
い
て
、



 

次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
る

5

。

法
身
は
基
本
的
に
三
種
の
面
で
我
々
の
宗
教
的
意
識
の
中
に

映
し
出
さ
れ
る
。
第
一
は
知
恵
、
第
二
は
愛
、
第
三
は
意
志

で
あ
る
。
法
身
が
知
恵
で
あ
る
こ
と
は
、
法
身
が
宇
宙
の
流

れ
を
盲
目
的
に
で
は
な
く
合
理
的
に
方
向
付
け
る
と
い
う
言

明
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
法
身
が
愛
で
あ
る
こ

と
は
、
そ
れ
が
一
切
の
生
き
物
を
慈
父
の
優
し
さ
で
包
み
込

む
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
意
志
で
あ
る
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
こ
の
世
の
一
切
の
悪
が
最
終
的

に
は
善
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
確
固
た
る
活
動
の
目
的
に
し

て
居
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志
が
な
け
れ
ば
、
愛
と
知
恵

は
現
実
化
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
愛
が
な
け
れ
ば
、
意
志
と

知
恵
は
推
進
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
知
恵
が
な
け
れ

ば
、
愛
と
意
志
は
不
合
理
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
こ
の
三
つ
の
側
面
は
互
い
に
協
力
し
あ
っ
て
法

身
の
唯
一
性
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
佛

教
者
た
ち
、
と
く
に
浄
土
系
の
佛
教
者
達
は
、
法
身
の
う
ち

に
、
全
能
の
意
志
、
す
べ
て
を
包
含
す
る
愛
、
そ
し
て
一
切

を
知
る
知
恵
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
。し
か
し
、彼
等
は
、

よ
り
知
性
的
で
な
い
信
奉
者
た
ち
の
心
に
、
も
っ
と
具
体
的

な
表
象
を
、
も
っ
と
人
間
的
な
姿
で
著
し
出
そ
う
と
す
る
。

そ
し
て
其
の
結
果
、
法
身
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
一
切
衆
生
を
生
死
の
苦
し
み
か
ら
解
放
す
る
た
め

に
、
自
分
自
身
に
向
け
て
祈
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
身

が
自
己
の
内
奥
の
本
質
か
ら
起
こ
す
、
こ
の
自
分
自
身
に
向

け
ら
れ
た
祈
り
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
法
身
の
意
志
を
か
た
ち

づ
く
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。（But are not these self-

addressed prayers of the D
harm

akaya w
hich sprang out of 

its inm
ost nature exactly w

hat constitutes its w
ill?

）

こ
こ
で
、
大
拙
の
い
う
「
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
祈
り

self-addressed prayers

」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

祈
り
は
、
自
己
自
身
に
向
け
ら
れ
た
「
法
身
」
の
祈
り
で
あ
る

が
故
に
、
神
々
と
人
間
と
の
取
引
と
し
て
の
祈
祷―

―

相
対
的

な
祈
り―

―

と
は
こ
と
な
り
、
絶
対
者
と
し
て
の
法
身
自
身
の

本
性
に
従
う
自
発
的
な
る
「
意
志
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
大
拙
は
浄
土
真
宗
に
云
う
「
本
願
」
を
、究
極
的
に
は
、

そ
の
よ
う
な
法
身
の
「
自
己
自
身
に
向
け
ら
れ
た
祈
り
」
と
し

て
捉
え
、そ
れ
を
法
身
自
体
の
「
自
ら
な
る
意
志
（spontaneous 
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w
ill

）」
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る

6

。　

こ
の
よ
う
な
大
拙
の

大
乗
佛
教
解
釈
は
何
処
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

解
く
鍵
の
一
つ
は
、
大
拙
自
身
が
英
訳
し
た
﹃
大
乗
起
信
論
」

の
真
如
熏
習
を
論
じ
て
い
る
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
ろ
う
。

普
遍
的
な
知
恵
と
普
遍
的
な
意
欲
を
も
っ
て
す
べ
て
の
佛
陀

と
菩
薩
は
一
切
の
衆
生
の
普
遍
的
な
救
済
を
達
成
す
る
こ
と

を
望
む
。
彼
等
の
側
に
あ
っ
て
は
こ
の
要
求
は
永
遠
で
あ
り

自
ず
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
知
恵
と
こ
れ
ら

の
意
欲
が
一
切
の
衆
生
を
熏
習
す
る
力
を
有
す
る
の
で
、
衆

生
は
、
佛
陀
や
菩
薩
を
思
い
想
起
さ
せ
ら
れ
、
と
き
に
彼
等

に
聴
き
、
と
き
に
彼
等
を
見
、
一
切
衆
生
は
（
霊
的
な
）
利

益
を
得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
一
な
三
昧
に
入
り
、

彼
等
が
出
会
う
障
害
を
滅
ぼ
し
、
宇
宙
の
絶
対
的
な
一
性
を

意
識
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
無
数
の
佛
陀
と
菩
薩
を

見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
す
べ
て
を
貫
く
洞
察
を
獲
得
す
る

の
で
あ
る

7

。

大
拙
の
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
い
う
諸
佛
諸
菩
薩
の
「
普

遍
的
な
知
恵
と
普
遍
的
な
意
欲
（universal w

isdom
 and 

universal w
ishes=

平
等
知
恵
平
等
志
願
）」
と
は
、「
真
如
の
自

ず
か
ら
な
る
活
動
（spontaneous action

）」
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
大
い
な
る
活
動
を
大
拙
は
、
機
械
的
な
因
果
作

用
と
し
て
で
は
な
く
、
法
身
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
自
由
な
る

人
格
的
活
動
と
し
て
、
す
な
わ
ち
平
等
無
差
別
な
る
救
済
の
意

欲
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

次
に
、﹃
大
乗
起
信
論
」
の
帰
敬
偈
を
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
で

は
、
よ
く
読
ま
れ
て
き
た
真
諦
譯
の
テ
キ
ス
ト
と
、
鈴
木
が
従

っ
た
實
叉
難
陀
譯
の
テ
キ
ス
ト
の
両
方
を
考
察
す
る
。

佛
法
僧
へ
の
三
帰
依
を
表
明
す
る
偈
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
三
位
一
体
の
神
へ
の
信
仰
を
表
す
信
仰
宣
言
が
多
く
の
宗

派
に
共
通
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
佛
教
の
諸
宗
派
に
共
通
し
て

重
ん
じ
ら
れ
、
佛
教
的
な
信
の
根
本
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

後
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
信
仰
宣
言
の
代
表
的
な
も
の
と

し
て
使
徒
信
条
を
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
れ
ら
を
対
比
す
る
こ
と

は
、
佛
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
、
信
仰
宣
言
あ
る
い
は
三

帰
依
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
絶
対
者
の
持
つ
人
格
性
な
い
し
非

人
格
性
の
特
質
を
考
察
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま

ず
、
真
諦
訳
の
テ
キ
ス
ト
の
帰
敬
偈
を
英
訳
と
と
も
に
参
照
す

る
。



 

帰
命
盡
十
方　

最
勝
業
遍
知　

色
無
礙
自
在　

救
世
大
悲
者
、

及
彼
身
体
相　

法
性
真
如
海　

無
量
功
徳
蔵
、
如
実
修
行
等
。

為
欲
令
衆
生　

除
疑
捨
邪
執
、
起
大
乗
正
信
、
佛
種
不
断
故
。

I take refuge in the Buddha, the greatly C
om

passionate 

O
ne, the Savior of the w

orld, om
nipotent, om

nipresent, 

om
niscient, of m

ost excellent deeds in all the ten direc-

tions; A
nd in the D

harm
a, the m

anifestation of his Essence, 

the Reality, the sea of Suchness, the boundless storehouse 

of excellencies; A
nd in the Sangha, w

hose m
em

bers truly 

devote them
selves to the practice, M

ay all sentient beings 

be m
ade to discard their doubts, to cast aside their evil 

attachm
ents, and to give rise to the correct faith in the 

M
ahayana, that the lineage of the Buddhas m

ay not be 

broken off 8.

「
佛
」
に
対
す
る
こ
の
帰
依
文
は
、
大
乗
佛
教
に
於
け
る
人

格
的
な
も
の
に
対
す
る
「
信
」
を
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か

ろ
う
。
最
初
に
云
わ
れ
る
「
佛
」
を　

the Savior of the w
orld, 

om
nipotent, om

nipresent, om
niscient, of m

ost excellent 

deeds in all the ten directions

と
単
数
形
で
訳
し
、
さ
ら
に
、

om
nipotent, om

niscient, om
nipresent 

と
い
う
用
語
を
使
っ

て
訳
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
こ
の
英
文
に
訳
さ
れ
た

「Buddha

」
は
、
殆
ど
一
神
教
的
な
印
象
さ
え
与
え
る
。「
佛
」

を
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
と
言
い
換
え
て
も
さ
ほ
ど
不
自
然
さ

を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、次
に
帰
依
さ
れ
る
べ
き「
法
」

は
、「
彼
の
身
の
體
相
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
法
」
を
「
佛
」

と
い
う
人
格
的
存
在
の
「
本
質
の
顕
現
」
と
し
た
う
え
で
、
か

か
る
も
の
と
し
て
の
「
法
」
へ
の
帰
依
が
説
か
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
佛
と
い
う
人
格
性
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
先
な
る

も
の
で
あ
り
、「
彼
の
本
質
の
顕
現 the m

anifestation of his 

Essence

」
が
「
法
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
い
か

え
れ
ば
、
三
宝
そ
れ
自
体
は
三
一
的
で
あ
る
が
、
修
行
者
が
帰

依
を
表
明
す
る
場
合
、「
佛
」
が
最
初
に
帰
依
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
次
に
、「
佛
の
本
質
の
顕
現
」
と
し
て
の
「
法
」
へ
の

帰
依
が
説
か
れ
、し
か
る
の
ち
に
「
僧
」
へ
の
帰
依
が
語
ら
れ
る
。

次
に
實
叉
難
陀
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
大
拙
の
英
訳
を
参
照
す

る
。帰

命
盡
十
方　

普
作
大
饒
益　

智
無
限
自
在　

救
護
世
間
尊
、

及
彼
体
相
海　

無
我
句
義
法　

無
辺
徳
蔵
僧
、
勤
求
正
覚
者
。
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為
欲
令
衆
生　

除
疑
去
邪
執
、
起
信
紹
佛
種
、
故
我
造
此
論
。

A
doration to the W

orld-honored O
nes in all ten quarters, 

w
ho universally produce great benefits, w

hose w
isdom

 

is infinite and transcendent, and w
ho save and guard [all 

beings].

[A
doration] to the D

harm
a w

hose essence and attributes 

are like the ocean, revealing to us the principles of anat-

m
an and form

ing the storage of infinite m
erits.

[A
doration] to the congregation of those w

ho assiduously 

aspire after perfect know
ledge.

T
hat all beings m

ay rid them
selves of doubt, becom

e 

free from
 evil attachm

ent, and, by the aw
akening of faith, 

inherit Buddha-seeds, I w
rite this D

iscourse.

大
拙
訳
は
、H

akeda

訳
と
は
違
っ
て
、「
佛
」
は
、
単
数
で

は
な
く
複
数
で
あ
り
、
盡
十
方
の
世
界
に
あ
ま
ね
く
存
在
す
る

「
世
間
尊
」（the W

orld-honored O
nes

）
と
し
て
の
「
佛
」
へ

の
帰
依
と
な
っ
て
い
る
。　
「
法
」
と
は
「
世
間
尊
」
の
教
え
た

「
無
我
の
教
法
」
で
あ
り
、
そ
の
「
法
」
の
「
本
質
と
諸
属
性
＝

體
相
」
が
海
の
如
く
無
限
の
功
徳
を
も
つ
と
訳
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
三
帰
依
に
お
い
て
は
、
人
格
的
存
在
と
し
て
の

「
佛
」
へ
の
帰
依
が
最
初
に
来
る
も
の
で
あ
り
、
次
に
、
そ
の
人

格
的
存
在
の
本
質
な
い
し
諸
属
性
（
體
相
）
と
し
て
の
「
法
」

へ
の
帰
依
が
い
わ
れ
、
最
後
に
「
如
実
に
修
行
す
る
」
僧
へ
の

帰
依
が
い
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
起
信
論
の
本
論
の
叙
述
に
於
い
て
は
、
そ

の
「
発
起
序
」
に
お
い
て
「
有
法
能
起
摩
訶
衍
信
根
、
是
故
応

説
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
信
」
を
起
こ
す
「
法
」
が
説
か
れ
、
そ

の
「
法
」
の
あ
り
か
た
が
、「
一
心
二
門
三
大
」
と
し
て
具
体
的

に
縷
説
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
事
柄
自
体
に
於
い
て
、「
法
」

は
「
佛
」
よ
り
も
先
な
る
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
必
ず
し
も
「
教
法
（
佛
陀
の
教
え
）」
と
い
う
に
と
ど

ま
ら
ず
、
教
法
や
佛
陀
と
い
う
人
格
の
根
柢
に
あ
る
も
の
、
法

を
法
と
し
て
成
り
立
た
せ
、
佛
陀
を
し
て
佛
陀
た
ら
し
め
て
い

る
根
源
が
「
真
如
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
。

衛
藤
即
應
は
、﹃
大
乗
起
信
論
講
義
﹄
に
お
い
て
、
事
柄
自
体

に
於
い
て
は
、「
法
」
が
「
佛
」
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る

9

。

佛
の
教
法
と
は
、
佛
が
佛
に
な
る
こ
と
に
由
っ
て
、
佛
を
通



 

し
て
始
め
て
見
出
さ
れ
た
常
恒
不
變
の
法
を
衆
生
に
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
も
し
後
か
ら
法
と
佛
と
を
離
し
て
見
る
な
ら

ば
、
法
は
佛
に
よ
っ
て
今
始
め
て
あ
る
所
の
も
の
で
は
な
く

し
て
、
始
め
よ
り
有
り
し
所
の
も
の
と
し
て
佛
陀
の
自
覚
の

絶
対
性
を
裏
付
け
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
法
は
佛

に
論
理
的
に
先
行
す
る
も
の
、
即
ち
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ィ
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。

衛
藤
に
依
れ
ば
、
佛
教
に
於
い
て
は
、
法
は
佛
よ
り
も
、
高

き
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
こ
そ
覺
者
の
絶
対

性
が
保
証
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
衆
生
に
対
し
て
見
る
時
に
は
、

「
佛
は
法
よ
り
も
高
き
位
置
を
占
む
る
も
の
で
あ
り
」「
佛
は
法

の
上
に
位
し
、
佛
法
僧
の
三
寶
の
順
序
が
成
立
す
る
」
と
云
う
。

つ
ま
り
事
柄
自
体
に
於
い
て
は
非
人
格
的
な
る
「
法
」
こ
そ
が
、

人
格
的
な
る
「
佛
」
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
が
、
我
々
衆
生
に

と
っ
て
は
、「
佛
」
の
ほ
う
が
、「
法
」
よ
り
も
先
な
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
の
が
、
起
信
論
に
限
ら
ず
、
佛
教
に
汎
通
的
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、「
法
身
の
（
平
等
無
差
別
の
）
意
志
」
を
云
う
大
拙

の
場
合
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
に
於
い
て
は
、

む
し
ろ
、
形
而
上
学
的
な
原
理
で
あ
る
「
真
如
」
で
は
な
く
、

根
源
的
な
人
格
性
を
帯
び
て
い
る
法
身
そ
の
も
の
が
、
宗
教
と

し
て
の
大
乗
佛
教
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
大
拙
は「
宗

教
的
對
象
」
と
し
て
の
「
法
身
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
云
う

0

。

法
身
は
一
心
で
あ
り
意
志
を
持
ち
認
識
す
る
存
在
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
が
意
志
と
知
性
、
思
想
と
活
動
に
ほ
か
な
ら
ぬ
一

な
る
も
の
で
あ
る
。
大
乗
佛
教
徒
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
、

法
身
は
真
如
の
よ
う
な
抽
象
的
な
形
而
上
學
的
原
理
で
は
な

く
、
思
想
の
み
な
ら
ず
自
然
界
に
も
そ
の
姿
を
現
し
て
い
る

生
き
た
精
神
で
あ
る
。
こ
の
精
神
の
一
表
現
と
し
て
の
宇
宙

は
、
盲
目
的
な
諸
力
の
意
味
の
な
い
戯
れ
で
は
な
い
し
、
様
々

な
機
械
的
な
諸
力
の
闘
技
場
で
も
な
い
。
そ
の
う
え
、
佛
教

徒
は
、
法
身
に
は
無
数
の
功
徳
と
美
徳
、
絶
対
に
完
全
な
知

性
が
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
愛
と
慈
し
み
の
無
盡
蔵
の
源
泉

と
す
る
の
で
あ
る
。

上
の
よ
う
な
大
拙
の
「
大
乗
」
佛
教
觀
が
、
た
と
え
ば
イ
ン

ド
で
成
立
し
た
大
乗
佛
教
の
客
観
的
・
学
問
的
な
解
説
と
し
て

歴
史
的
に
妥
当
す
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
は
様
々
な
異
論
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
大
乗
」
と
い
う
言
葉
を
、
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イ
ン
ド
に
於
い
て
歴
史
的
に
成
立
し
、
中
国
や
チ
ベ
ッ
ト
、
朝

鮮
や
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
特
殊
な
宗
教
運
動
と
し
て
の
み
捉
え

る
の
で
な
く
、
ち
ょ
う
ど
﹃
起
信
論
」
著
者
が
そ
の
よ
う
に
解

し
た
よ
う
に
、「
大
い
な
る
教
え
」
す
な
わ
ち
、「
本
質
に
於
い

て
も
属
性
に
於
い
て
も
働
き
に
於
い
て
も
、
最
も
「
大
い
な
る
」

教
え
、
最
も
普
遍
的
な
宗
教
的
教
え
と
い
う
意
味
に
と
れ
ば
、

大
拙
の
概
論
は
、
そ
の
い
み
で
の
「
佛
教
の
普
遍
性
」
を
現
代

人
に
示
し
た
書
物
な
の
で
あ
る

a

。

二　

前
節
で
、
大
乗
起
信
論
の
帰
敬
偈
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ

れ
は
佛
・
法
・
僧
へ
の
三
帰
依
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
の
で
あ

る
。「
佛
」
が
人
格
的
、「
僧
」
が
社
会
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
法
」

は
、
そ
の
根
柢
に
あ
る
非
人
格
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
佛
を
見
る
も
の
は
法
を
み
る
」
と
い
う
ご
と
き
言
い
方
に
如
実

に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佛
法
僧
の
三
帰
依
は
一
体
を
な
し
て

お
り
、
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。

佛
教
の
場
合
、「
佛
陀Buddha

」 

と
い
う
言
葉
自
身
に
「
覺

者
（
目
覚
め
た
も
の
）」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
第
一
義
的
に
は
「
覺
の
宗
教
」
で
あ
る
。
佛
陀
が

覚
す
る
も
の
は
「
法
」
で
あ
り
、「
法
」
は
釈
尊
と
い
う
一
人
の

人
格
的
存
在
が
歴
史
的
に
登
場
す
る
以
前
か
ら
、
い
う
な
れ
ば

久
遠
の
昔
か
ら
、
厳
然
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
法
」

の
真
實
と
そ
の
働
き
に
目
覚
め
た
「
人
」
が
「
佛
」
で
あ
る
。

釈
尊
は
、
そ
の
よ
う
な
佛
の
一
人
、
す
な
わ
ち
先
覚
者
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
佛
教
に
於
い
て
は
、
い
か
に
崇
敬
さ
れ
る

べ
き
教
祖
と
い
え
ど
も
、
法
は
そ
の
人
個
人
の
専
有
物
で
は
な

く
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
佛
陀
を
佛
陀
と
し
て
生
か
す
根
源
と
し

て
、
そ
れ
自
体
は
非
個
人
的
な
い
し
超
人
格
的
な
る
「
普
遍
」

と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、﹃
善
の
研
究
﹄
を
書
い
た
頃
の
西
田
幾
多
郎

に
と
っ
て
も
、ま
た
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
を
英
訳
し
、み
ず
か
ら
﹃
大

乗
佛
教
概
論
﹄
を
書
い
た
鈴
木
大
拙
に
と
っ
て
も
、
實
在
の
根

柢
に
は
人
格
的
な
も
の
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
し
て
、
大
乗
起
信
論
の
三
帰
依
や
、
法
身
の
概
念
、
大

拙
に
よ
る
人
格
的
な
捉
え
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
佛

教
の
普
遍
性
」
と
し
て
の
「
大
乗
」
と
い
う
概
念
に
至
っ
た
。

こ
の
節
で
は
、焦
点
を
佛
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
移
し
、ま
ず
、



 

使
徒
信
条
を
手
び
き
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
と
い
う

問
題
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、キ
リ
ス
ト
教
の
有
す
る「
普
遍
性
」

は
、
他
な
ら
ぬ
「
こ
の
私
」
と
い
う
絶
対
的
に
個
的
な
人
格
と

不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

使
徒
信
条
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ア
ン

グ
リ
カ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
（
聖
公
会
）、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸

宗
派
に
共
通
す
る
信
仰
宣
言
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
要

を
な
す
三
位
一
体
の
神
へ
の
信
仰
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
日
本
語
の
典
礼
訳
だ
け
で

な
く
、
原
文
の
ラ
テ
ン
語
と
英
訳
を
参
照
し
つ
つ
、
と
く
に
「
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て

考
察
し
た
い
。

使
徒
信
条
は
、
父
と
子
と
聖
霊
の
三
位
一
体
の
神
へ
の
信
仰

を
宣
言
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
三
番
目
の
、
聖
霊
へ
の
信
仰
を

宣
言
す
る
箇
所
で
、「
聖
な
る
普
遍
の
教
会
」
と
い
う
言
葉
が
出

て
く
る
。

日
本
語
典
礼
訳
：
聖
霊
を
信
じ
、
聖
な
る
普
遍
の
教
会
、
聖

徒
の
交
わ
り
、
罪
の
ゆ
る
し
、
か
ら
だ
の
復
活
、
永
遠
の
い

の
ち
を
信
じ
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。

ラ
テ
ン
語
典
礼
訳

C
redo in Spiritum

 Sanctum
; sanctam

 ecclesiam
 catho -

licam
; sanctorum

 com
m

unionem
; rem

issionem
 pecca-

torum
; carnis resurrectionem

; vitam
 æ

ternam
. A

m
en.  

英
訳

I believe in the H
oly G

host; the holy catholic C
hurch; 

the com
m

union of saints; the forgiveness of sins; the 

resurrection of the body; and the life everlasting. A
m

en.

ま
ず
、
注
意
す
べ
き
事
は
、
信
仰
宣
言
の
も
つ
人
称
性
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
私
は
信
じ
る
」
と
述
べ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
「
我
々
は
信
じ
る
」
で
は
な
い
。
常
に
「
一
人
称
単
数
」

で
宣
言
す
る
と
こ
ろ
に
、信
仰
宣
言
な
い
し
信
仰
告
白（C

redo=I 

believe)

の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
信
仰
共
同
体
と
し
て
の

「
我
々
」
の
中
に
個
の
主
体
性
を
埋
没
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
一
個
人
に
徹
す
る
」
こ
と
を
通
じ
て
、「
普
遍
の

教
会
」
を
信
じ
る
こ
と
を
「
公
に
」
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
聖
霊
へ
の
信
仰
」
が
、
同
時
に
「
聖
霊
の
う
ち
に
あ

る
信
仰
」
で
あ
る
こ
と
。
聖
霊
こ
そ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
「
私

は
信
じ
る
」
と
い
う
信
仰
の
生
起
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ



 ――― 東西宗教研究　第  号・ 年

し
て
聖
霊
の
場
に
於
い
て
「
聖
な
る
普
遍
の
教
会
」、
す
な
わ
ち

「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
へ
の
信
仰
が
生
起
す
る
。

日
本
語
典
礼
訳
の
「
聖
な
る
普
遍
の
教
会
」
は
英
訳
で
は
、 

the holy catholic church 

す
な
わ
ち
「
聖
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
日
本
語
訳
の
方
が
、

良
い
と
思
う
。
こ
こ
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、the holy C

hristian C
hurch

と
訳
し
て
、

catholic 

と
い
う
語
を
避
け
る
場
合
も
あ
る
し
、
日
本
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、「
聖
な
る
公
同
の
教
会
」
と
訳
す
こ
と
が

多
い
。
よ
う
す
る
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
公
同
的
、
普
遍
的

と
い
の
が
原
義
な
の
で
あ
る
。

「
普
遍
の
教
会
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
こ
で
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
け
っ
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
如
き
意
味
に
特
殊
化
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
も
ま
た
、
使
徒
信

条
を
自
ら
の
信
仰
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
限
り
で
は
、
カ
ト
リ

ッ
ク
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト

リ
ッ
ク
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
と
考
え
る
人
も
い
る
が
、
真
に
普
遍
的

な
も
の
に
、
西
も
東
も
な
く
、
ロ
ー
マ
も
東
京
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
人
も
、
ア
フ
リ
カ
の
人
も
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
人
に
劣
ら
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
あ
り
得
る
。
そ
れ
故
に
、

真
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
民
族
と
い
う
特
殊
性
か
ら
自
由
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
特
定
の
教
派
か
ら
も
自
由
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

私
は
、さ
ら
に
も
う
一
歩
を
進
め
て
、日
本
の
「
無
教
会
主
義
」

の
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
そ
の
原
理
を
旧
約
聖
書
に
ま
で
遡
っ

て
、
理
解
し
よ
う
と
し
た
関
根
正
雄
の
「
無
教
会
思
想
」
の
な

か
に
も
ま
た
、
本
来
的
な
意
味
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
原
点
を
見

る
。
こ
こ
に
云
う
「
無
」
は
教
会
の
否
定
で
は
な
い
。「
無
」
の

場
所
に
徹
す
る
と
こ
ろ
に
「
聖
霊
へ
の
信
仰
」
が
あ
り
、
聖
霊

の
内
に
あ
る
こ
と
こ
そ
、
新
た
に
誕
生
し
、
あ
る
い
は
刷
新
さ

れ
る
べ
き
教
会
の
原
点
な
の
で
あ
る
。

も
し
「
無
」
が
西
田
哲
学
に
於
け
る
よ
う
に
、
決
し
て
主
語

と
し
て
対
象
化
さ
れ
得
な
い
究
極
の
普
遍
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、「
無
教
会
」
こ
そ
が
真
の
「
普
遍
の
教
会
」
で
あ
る
と
云
う

こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
、究
極
の
普
遍
と
し
て
の
「
無

の
場
所
」
に
お
い
て
「
私
は
信
じ
る
」
と
個
人
の
信
仰
を
「
公
に
」



 

宣
言
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
正
の
意
味
に
於
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信

仰
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

三

前
節
で
は
、
使
徒
信
条
に
於
け
る
個
人
の
人
格
と
普
遍
の
教

会
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
帰
敬
偈

が
拠
り
所
と
す
る
「
佛
法
僧
」
の
三
位
一
体
と
比
較
し
て
、
使

徒
信
条
の
三
一
神
へ
の
信
仰
告
白
は
、
そ
れ
ら
が
一
人
称
単
数

で
、
自
己
の
責
任
に
於
い
て
語
ら
れ
る
と
い
う
事
を
指
摘
し
た
。

こ
の
一
人
称
単
数
の
「
私
」
の
も
つ
普
遍
性
、
公
同
性
は
、
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
の
特
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
カ
ト
リ

ッ
ク
的
信
仰
に
お
い
て
は
、
更
に
、
信
仰
の
対
象
そ
の
も
の
が
、

歴
史
的
な
存
在
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

り
わ
け
そ
の
受
肉
、
十
字
架
上
の
死
、
黄
泉
へ
の
降
下
、
死
者

の
内
か
ら
の
復
活
、
昇
天
し
て
父
の
右
に
座
す
キ
リ
ス
ト
と
い

う
歴
史
的
人
格
的
な
存
在
へ
の
信
仰
を
キ
リ
ス
ト
者
が
告
白
す

る
点
で
、
そ
こ
に
は
佛
教
よ
り
も
遙
か
に
人
格
的
な
色
彩
の
強

い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
非
歴
史
的
な
普
遍
者
を
原
理
と
す

る
ギ
リ
シ
ャ
的
な
哲
学
的
理
性
と
は
容
易
に
ふ
れ
合
わ
ぬ
も
の

で
あ
る
が
、
一
個
の
歴
史
的
人
格
を
原
点
と
す
る
福
音
書
の
物

語
的
な
統
一
性
が
、
人
格
か
ら
人
格
へ
と
響
き
渡
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
世
界
に
於
け
る
個
人

の
人
格
的
な
行
為
を
直
接
に
喚
起
す
る
と
い
う
働
き
を
持
っ
て

い
る
。

日
本
語
に
於
い
て
、「
人
格
の
尊
厳
」、「
人
格
の
回
復
」、「
人

格
の
形
成
」
な
ど
の
成
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
人
格
」
と
い

う
言
葉
は
既
に
市
民
権
を
得
て
い
る
。
基
本
的
人
権
と
は
、「
個

人
の
譲
渡
で
き
ぬ
生
得
的
権
利
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
人

格
へ
の
配
慮　

cura personalis

」
と
は
、
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク

系
の
教
育
機
関
が
標
榜
し
て
い
る
「
人
間
教
育
」
の
基
本
原
理

で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
、「
人
間
」
と
「
人
格
」
は
何
処
が
違
う

の
か
。
日
本
語
に
即
し
て
云
え
ば
、
人
間
が
文
字
通
り
「
人
と

人
の
間
」（
関
係
性
）
す
な
わ
ち
、
社
会
性
を
含
意
す
る
の
に
対

し
て
、「
人
格
」
は
「
個
人
性
」
を
も
含
意
す
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
両
者
、
す
な
わ
ち
社
会
性
と
個
人
性
と
は
如
何

な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
基
本
的
な
事
柄
に
対
し
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て
、
必
ず
し
も
我
々
は
明
瞭
な
自
覚
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。

嘗
て
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
は
、「
個
体
（individu

）」
と
「
人

格
（personne
）」
を
区
別
し
て
使
う
こ
と
を
提
案
し
、「
個
体

は
社
会
の
た
め
に
存
在
す
る
が
、
社
会
は
人
格
の
た
め
に
存
在

す
る
」
と
い
う
原
則
を
以
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
格
主
義
の

原
則
と
な
し
た
。
こ
の
定
式
は
、
今
か
ら
六
〇
年
以
上
も
前
の

も
の
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
て
い
た
全

体
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
資
本
主
義

諸
国
に
於
け
る
ブ
ル
ジ
ュ
ア
的
個
体
主
義
を
も
同
時
に
批
判
し
、

個
人
の
人
格
の
尊
厳
を
第
一
義
的
と
み
な
す
キ
リ
ス
ト
教
的
な

人
格
主
義
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
提
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。「
個
人
」
と
「
人
格
」
と
の
区
別
は
、
存
在

論
的
な
議
論
を
必
要
と
す
る
と
同
時
に
、
社
会
福
祉
の
よ
う
な

実
践
の
場
面
に
於
い
て
深
い
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
於
い
て
「
人
格
」
や
「
個
人
」
と

い
う
言
葉
は
、
宗
教
的
な
背
景
な
い
し
含
意
は
捨
象
さ
れ
た
上

で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
人
の

人
格
を
何
よ
り
も
重
ん
じ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
に
よ
っ
て
人
類
の
思
想
史
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
単
な
る
哲
学
的
思
索
で
は
な
く
、
哲
学
に
先
行
す
る

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
所
与
に
ほ
か
な
ら
ぬ
聖
書
の
読
解
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と―

―

こ
の
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ

う
。人

格
神
の
概
念
は
、
我
々
が
聖
書
に
於
い
て
出
会
う
神
と
は

誰
か―

―

キ
リ
ス
ト
と
は
誰
か
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ

て
二
つ
の
枢
要
な
る
問
い
か
け
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

信
仰
が
自
己
反
省
を
始
め
る
や
い
な
や
、
こ
れ
ら
の
根
本
的

な
問
い
か
け
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
索
は
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
に
於
い
て
は
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
人
格

（prósw
pon = persona

）」
と
い
う
概
念
を
使
っ
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
思
索
は
こ
の
言
葉
に
新
し
い
意
味
を

与
え
、
新
し
い
次
元
を
開
い
た
と
い
え
る
。

こ
こ
で
は
、
人
格
概
念
の
成
立
を
廻
る
教
理
の
歴
史
に
た
ち

い
る
余
裕
は
な
い
が
、
幾
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
お
き

た
い

b
。
ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
思
想
家
は
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
で

あ
ろ
う
。
彼
は
「
三
つ
の
人
格
的
存
在
を
も
つ
ひ
と
つ
の
実
体

una substantia–tres personae

」
と
い
う
三
位
一
体
論
の
な
か



 

で　

人
格
的
存
在
（persona

）
と
い
う
語
を
用
い
て
、
キ
リ
ス

ト
教
的
な
神
概
念
を
定
式
化
し
た
。
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
は
、「
不

合
理
故
に
我
信
ず
」
と
か
「
ア
テ
ネ
と
エ
ル
サ
レ
ム
と
の
あ
い

だ
に
何
の
関
わ
り
が
あ
る
か
」
と
い
う
言
葉
で
知
ら
れ
て
い
る

護
教
家
で
あ
る
が
、
聖
書
の
神
の
本
質
（essentia

） 

な
い
し
実

体
（substantia

）
が
不
可
知
で
あ
る
に
し
て
も
、
神
の
内
な
る

三
つ
の
人
格
的
存
在
は
、
不
可
知
な
る
神
の
本
質
を
我
々
に
分

か
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
啓
示
と
し
て
語
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。
人
格
的
な
る
神
は
、
決
し
て
知
性
に
よ
る

認
識
を
絶
す
る
闇
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
我
々
に
む
け
て
語
ら
れ
る
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
に

現
存
し
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
、
神
の
不
可
知
な
る
本
質
か
ら
、

言
葉
へ
と
語
り
出
る
と
こ
ろ
に
三
位
一
体
と
い
う
「
人
格
的
存

在
（persona

）」
が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
三
位
一
体
の
人
格
神
の
意
味
す
る
も
の
は
、「
信
仰

の
神
秘
」
を
知
性
に
解
消
す
る
こ
と
な
く
、む
し
ろ
知
性
を
「
信

仰
の
神
秘
」
へ
と
人
格
的
な
言
葉
を
通
し
て
導
く
も
の
で
あ
る
。

　

三
位
一
体
論
は
、
人
間
の
知
性
に
よ
る
内
在
的
了
解
を
常
に

越
え
で
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
、
神

と
人
と
の
人
格
的
関
係
と
内
的
対
話
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
的

思
索
が
始
ま
る
と
い
う
意
味
で
、
決
し
て
反
知
性
的
な
も
の
で

は
な
い
。

も
っ
と
も
神
を
人
格
化
し
て
語
る
と
云
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、

か
な
ら
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
的
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
古

典
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
は
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
や
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
如
き

詩
人
は
テ
オ
ロ
ゴ
イ
（
神
を
語
る
人
＝theologian

）
と
呼
ば
れ

た
が
、
彼
等
は
、
物
語
に
生
気
を
与
え
る
た
め
に
、
神
々
を
人

格
的
存
在
と
し
て
描
き
、
彼
等
に
語
ら
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物

語
を
進
行
さ
せ
る
。
人
格
的
存
在
は
、
様
々
な
「
役
割
」
を
も

っ
て
お
り
、
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
役
割
を
通
し
て
、
行
為
が
対
話

の
中
で
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、「
ペ
ル
ソ
ナ
」

と
は
、「
役
割
」
を
意
味
し
、
俳
優
の
付
け
る
仮
面
を
意
味
し
て

い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
神
話
や
物
語
に
生
命

を
与
え
る
た
め
に
詩
人
達
が
創
造
し
た
劇
的
役
割
、
対
話
的
役

割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、「
人
格
的
釈
義
」
と
呼
ば
れ
た
が
、

初
代
の
教
父
達
も
ま
た
、
こ
の
人
格
的
釈
義
を
聖
書
釈
義
に
盛

ん
に
応
用
し
た
。
教
父
達
は
、
神
が
複
数
形
で
導
入
さ
れ
、
自

己
自
身
と
語
る
と
い
う
事
実
を
、
人
格
的
に
釈
義
し
た
の
で
あ
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り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
人
格
」
と
い
う
言
葉
に
新
し
い
意
味
が

生
ま
れ
た
。
二
世
紀
中
頃
に
ユ
ス
チ
ノ
ス
は
す
で
に
「
聖
な
る

著
者
は
異
な
る
人
格
的
存
在
（persona

）、
異
な
る
役
割
を
導

入
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
聖
書
の
釈
義
家
達
に
よ
っ
て

導
入
さ
れ
た
「
役
割
」
は
、
対
話
的
な
実
存
と
し
て
、
単
な
る

現
象
に
は
と
ど
ま
ら
ぬ
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
、「
預
言
者
が

あ
た
か
も
一
人
の
人
が
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
述
べ
る
の
を

聞
く
と
き
、
諸
君
は
、
そ
れ
ら
が
霊
に
満
た
さ
れ
た
者
達
（
す

な
わ
ち
預
言
者
）
に
よ
っ
て
話
さ
れ
た
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、そ
れ
は
彼
等
を
動
か
し
て
い
る
御
言
葉
（
ロ

ゴ
ス
）
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
」
と
ユ
ス
チ
ノ
ス
は
言
う
。

だ
か
ら
、
預
言
者
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
対
話
的
な
役
割
は
、

決
し
て
単
な
る
文
藝
上
の
装
置
で
は
な
い
。「
役
割
」
は
た
し
か

に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
ペ
ル
ソ
ナ
」
で
あ
り
、「
顔
で
」
あ
り
、

此
処
で
真
実
を
語
り
つ
つ
、
預
言
者
と
の
対
話
的
関
係
に
参
入

す
る
「
御
言
葉
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

人
格
的
存
在
の
概
念
は
、
聖
書
を
読
み
そ
れ
を
釈
義
す
る
こ

と
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
対
話
の
観
念
、
よ
り
詳

し
く
言
え
ば
、
対
話
的
に
語
る
神
現
象
の
「
人
格
的
釈
義
」
に

起
源
を
有
つ
。
神
自
身
が
物
語
る
聖
書
、
人
と
の
対
話
の
な
か

に
現
存
す
る
神
が
人
格
の
概
念
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。我
々

が
聖
書
に
よ
っ
て
導
き
入
れ
ら
れ
る
根
本
現
象
は
、
物
語
る
主

体
と
し
て
の
三
位
一
体
の
人
格
神
で
あ
り
、
語
り
か
け
ら
れ
る

個
人
（
＝person

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
格
の
観
念
は
、

そ
の
起
源
に
於
い
て
、
対
話
の
観
念
と
対
話
的
存
在
と
し
て
の

神
の
観
念
を
表
現
し
て
い
る
。
人
格
は
、
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
の

中
に
現
存
し
、「
私
」「
あ
な
た
」「
我
々
」
の
よ
う
な
言
葉
か
ら

成
立
す
る
存
在
と
し
て
の
神
を
示
し
て
い
る
。

五
世
紀
を
迎
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、「
神
は
三
つ
の

人
格
に
於
け
る
一
つ
の
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的

な
人
格
神
の
テ
ー
ゼ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
を
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学

の
論
理
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
踏
み
越
え
て
表
現
で
き
る
よ
う
な

段
階
に
達
し
た
。
神
学
者
は
「
人
格
」
は
「
実
体
」
と
し
て
で

は
な
く
「
関
係
」
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

神
に
お
け
る
三
つ
の
「
人
格
的
存
在
」
は
、
並
列
す
る
あ
る

い
は
序
列
を
有
つ
三
つ
の
異
な
る
実
体
な
の
で
は
な
く
、
具
体

的
な
活
動
と
し
て
の
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
活
動
す
る
関
係
、



 

な
い
し
関
係
づ
け
ら
れ
て
活
動
す
る
こ
と
は
、「
人
格
的
存
在
」

と
い
う
「
実
体
」
に
付
け
加
え
ら
れ
る
何
も
の
か
で
あ
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
は
「
人
格
存
在
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

の
本
性
に
於
い
て
、
人
格
的
存
在
は
た
だ
関
係
と
し
て
の
み
活

動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
実
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。 

た
と
え
ば
第
一
の
人
格
的
存
在
（
父
）
は
、
第
二
の
人
格
的

存
在
（
子
）
を
生
む
と
い
う
活
動
を
な
す
が
、
こ
の
働
き
は
す

で
に
完
成
し
た
人
格
的
存
在
に
付
加
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
人
格
的
存
在
が
、
生
む
と
い
う
活
動
、
自
己
を
与
え
る
と

い
う
活
動
、
自
己
を
発
出
さ
せ
る
と
い
う
活
動
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。
人
格
的
存
在
と
は
、
こ
の
自
己
贈
与
の
活
動
と
同
じ

で
あ
る
。

一
つ
の
人
格
的
存
在
は
他
の
人
格
的
存
在
に
向
け
ら
れ
た
純

一
な
関
わ
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
人
格
的
存
在
を
、
相
互
内
在

を
も
た
ら
す
関
係
性
す
な
わ
ち
、ペ
リ
コ
ー
レ
ー
シ
ス（
回
互
性
）

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
父
と
子
と
聖
霊
は
、
ど
の
ひ
と
つ

の
人
格
的
存
在
を
と
っ
て
も
、
他
の
二
つ
の
人
格
的
存
在
が
内

在
す
る
と
い
う
い
み
で
、
純
一
な
る
他
者
へ
の
関
係
と
な
る
の

で
あ
る
。
人
格
は
実
体
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
で
は
な
く―

―

実
体
は
一
で
あ
る―
―

対
話
的
な
現
実
性
、
他
者
へ
の
純
粋
な

関
係
性
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
。

か
つ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
死
に
至
る
病
」
の
な
か
で
、
人

間
精
神
を
「
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
よ
う
な
関
係
」
と

規
定
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
い
う
人
格
の
規
定
に
も
当
て
嵌

ま
る
。
他
者
へ
の
活
動
的
な
関
係
に
お
い
て
、
自
己
自
身
に
関

係
し
、
自
己
同
一
を
保
持
す
る
純
一
な
る
関
係
こ
そ
が
、「
出
来

事
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
存
在
」
で
も
あ
る
人
格
を
形
成
す
る

の
で
あ
る
。

四

西
谷
啓
治
の
﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄
はR

eligion and 

N
othingness 

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で　

U
niversity of C

alifornia 

Press 

か
ら
一
九
八
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
と
く

に
「
宗
教
に
於
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性
」
と
い
う
章
を
と
り

あ
げ
、
彼
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
考
え
方
を
手
引
き
と
し

て
、
佛
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
通
底
す
る
も
の
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。

西
谷
の
﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄
の
議
論
は
、「
人
格
」
と
「
絶
対
無
」
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と
の
関
わ
り
を
巡
っ
て
展
開
す
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う

c

。

人
格
と
し
て
の
人
間
と
い
う
観
念
が
、
従
来
現
れ
た
最
高
の

人
間
観
念
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
人
格
と
し

て
の
神
と
い
ふ
観
念
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
主
体
的
自

覚
が
確
立
さ
れ
て
以
来
、
人
格
と
し
て
の
人
間
と
い
ふ
観
念

は
殆
ど
自
明
的
に
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
人
格
と
い
ふ
も

の
に
つ
い
て
従
来
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
き
た
や
う
な
考
へ
方

が
、
果
し
て
唯
一
の
可
能
な
考
へ
か
た
な
の
で
あ
ら
う
か
。

「
人
格
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
従
来
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
き
た

考
え
方
」
と
い
う
こ
と
で
、
西
谷
が
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、

お
そ
ら
く
、
デ
カ
ル
ト
の
自
我
の
概
念
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
の

人
格
概
念
な
ど
の
近
代
に
固
有
の
も
の
に
限
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
に
ま
で
遡
る
基
本
的
な
思
惟
の
あ
り
か
た
指
し
て
語
っ
て

お
り
、「
我
」
を
何
ら
か
の
形
で
実
体
化
し
て
捉
え
る
人
格
概
念

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

我
々
は
第
一
節
に
於
い
て
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
や
大
拙
の
﹃
大

乗
佛
教
概
論
﹄
を
手
引
き
と
し
て
、
佛
教
的
な
思
索
の
展
開
の

中
で
、
と
り
わ
け
佛
法
僧
の
三
一
性
に
お
い
て
如
何
に
人
格
的

な
る
も
の
が
語
ら
れ
得
る
か
を
論
じ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

佛
教
の
根
本
は
「
無
我
説
」
で
あ
り
、
実
体
化
さ
れ
た
自
我
の

存
在
は
斥
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
佛
教
に
は
「
法
灯
明
」

「
自
灯
明
」
と
い
う
佛
陀
の
遺
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
客
観
的

な
「
法
」
と
と
も
に
、
主
体
的
な
「
自
己
」
が
拠
り
所
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
自
己
は
、
他
者
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
實
體
で
は

な
く
、
前
節
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
人
格
主
義
」
の
説
明
で
述

べ
た
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、「
個
体
」
で
は
な
く
、「
人
格
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

人
格
を
實
體
と
し
て
と
ら
え
る
伝
統
は
確
か
に
西
洋
哲
学

に
は
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
あ
る
。「
理
性
的
本
性
を
有
つ
個

別
的
実
体
で
あ
る　

Persona est natura rationalis individua 

substantia

」
と
は
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
遡
る
定
義
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
人
格
を
「
個
的
実
体
」
と
と
ら
え
る
理
解
は
、
優
れ
て

ギ
リ
シ
ャ
的
、
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
実
体
と
は
、
存
在
す
る
た
め
に
他
を
必
要
と
し

な
い
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
で
は
、
第
一
実

体
と
し
て
の
基
礎
個
体
で
あ
る
。そ
れ
は「
理
性
的
本
性
を
も
つ
」

と
い
う
人
間
に
固
有
の
特
有
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
他

の
生
物
学
的
個
体
や
単
な
る
物
体
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
西



 

谷
啓
治
が
言
及
し
た
「
人
格
」
の
伝
統
的
な
と
ら
え
方
に
、
是

が
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

西
洋
の
形
而
上
学
の
伝
統
の
中
で
は
、
と
く
に
人
間
と
い
う

物
質
的
な
基
盤
を
持
つ
存
在
に
つ
い
て
は
個
的
實
體
と
し
て
の

人
格
概
念
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
に
は
、

そ
う
い
う
實
體
概
念
と
は
別
の
も
う
ひ
と
つ
の
人
格
概
念
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
前
節
で
言
及
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
論

に
由
来
す
る
「
人
格
」
概
念
の
伝
統
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
格

を
「
実
体
」
で
は
な
く
「
関
係
」
と
見
な
す
伝
統
と
い
っ
て
よ
い
。

中
世
の
初
め
に
於
い
て
、
聖
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
リ
シ
ャ
ー

ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
か
ら
由
来
す
る
人
格
概
念
を
、

「
霊
性
を
有
つ
通
約
不
可
能
な
実
存
＝spiritualis naturae 

incom
m

unicabilis existentia

」
と
定
義
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
で
は
、常
に
主
題
と
な
る
の
は
「
類
的
存
在
」
な
い
し
「
種

的
存
在
」
と
し
て
の
本
質
を
備
え
た
「
人
間
」
で
あ
り
、
個
人

と
い
う
も
の
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
あ
の
人
間
も
こ
の
人

間
も
、「
人
間
性
」
と
い
う
共
通
の
本
性
に
於
い
て
は
通
約
可
能

で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
学
問
的
な
研
究
の
対
象
に
な
る
。
し

か
し
、
人
格
と
は
、
第
一
義
的
に
は
共
通
本
質
で
は
な
く
通
約

不
可
能
な
実
存
（existentia

）
で
あ
る
。

ま
た
、「
霊
的spiritualis

」
と
い
う
言
葉
も
、
理
性
的
と
同

義
で
は
な
い
。
聖
書
の
伝
統
で
は
、
霊
的
な
る
も
の
は
、
理
性

だ
け
で
は
な
く
感
覚
的
な
身
体
を
含
む
人
間
の
全
体
を
指
す
の

で
あ
り
、
身
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
精
神
的
な
実
体
で
は
な
い
。

「
通
約
不
可
能
な
実
存
」
と
し
て
の
人
格
は
、
す
ぐ
れ
て
個
々

の
人
間
の
自
由
と
責
任
の
問
題
、
類
的
存
在
の
よ
う
な
共
通
性

に
還
元
さ
れ
ぬ
代
替
不
可
能
な
生
き
た
全
体
と
し
て
の
人
間
に

関
わ
り
を
持
つ
。
こ
の
考
え
方
こ
そ
、
掛
け
替
え
の
な
い
個
人

の
価
値
を
第
一
義
的
に
考
え
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
表
す
も

の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
個
人
へ
の
配
慮 

cura personalis

」
こ
そ
、
人
間
論
を
実
践
哲
学
へ
と
架
橋
す
る

キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
の
核
心
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄
に
お
け
る
西
谷
の
人
格
論
は
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
思
想
に
依
拠
し
、
そ
こ
に
お
け
る
「
神
と
神
性
の
区
別
」

を
も
と
に
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
鈴
木
大
拙
も
西
田
幾

多
郎
も
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
注
目
し
て
い
た
が
、
あ
る
意
味

で
、そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
佛
教
に
も
通
底
す
る
普
遍
性
を
我
々

に
課
題
と
し
て
示
し
た
先
覚
者
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
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西
谷
に
よ
れ
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
「
神
性
」
と
は
神

の
本
質essentia

で
あ
り
、「
神
を
し
て
神
た
ら
し
め
る
も
の
」

で
あ
る
。
西
谷
に
は
﹃
神
と
絶
対
無
﹄
と
い
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

研
究
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
神
性
を
「
絶
対
無
」
と
等
値

し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
質essentia 

と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
由
来
す
る
哲
学
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
の
が
「
何
で
あ

る
か
」
を
言
い
表
す
説
明
方
式
（
ロ
ゴ
ス
）
で
あ
り
、
実
体
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
本
来
言
わ
れ
る
べ
き
事
で
あ
る
。　

従

っ
て
、
神
の
本
質
と
し
て
の
神
性
と
い
う
と
ら
え
方
自
体
が
、

存
在
を
表
す
言
葉essentia

に
派
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
を
「
絶
対
無
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
あ
る
文
脈
に
於
い
て
、「
無
」

に
該
当
す
る
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
文
脈
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、「
神
が
何
で
あ
る
か
」
を
、
我
々
が
、
人
間
の
理
性

の
立
場
で
は
け
っ
し
て
知
り
得
な
い
と
言
う
こ
と
、
人
知
の
限

界
を
承
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
否
定
神
学
の
正
当
な
る
主
張
を
摂
取
し
た
ト
マ
ス
の
根
本
主

張
で
も
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
こ
の
先
人
の
考
え
に
従
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
神
性
が
無
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
神
性

に
つ
い
て
は
我
々
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
絶
対
に
出

来
な
い
と
言
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
「
無
」
と

い
う
こ
と
は
適
当
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自
身
、
被
造
的
存

在
を
「
有
」
と
い
う
そ
の
尺
度
を
当
て
は
め
る
限
り
、
神
は
決

し
て
「
有
」
で
は
な
い
と
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、

こ
の
主
張
の
裏
に
あ
る
も
う
対
立
的
主
張
を
見
落
と
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
神
の
存
在
を
「
有
」
と
す
る
尺
度
を
あ
て
は
め

る
な
ら
ば
、
ど
の
被
造
物
も
決
し
て
「
有
」
で
は
あ
り
得
な
い

と
い
う
対
立
命
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
組
み
合
わ
せ
て
始
め
て
、

「
神
性
」
を
「
無
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
動
的
な
転
換
を
し
め
す
命
題

と
し
て
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
著
作
を
読
む
限
り
、
彼
は
「esse

（
動
詞
と
し
て
の
有
）」
を
機
軸
と
し
て
考
え
る
ト
マ
ス
の
伝
統

を
受
け
継
い
で
い
る
。そ
の
伝
統
で
は
、神
性
は
、純
一
な
る「
有
」

と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、決
し
て
、「
絶
対
の
無
」と
は
い
え
な
い
。



 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
著
作
を
後
世
に
伝
え
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク

ザ
ー
ヌ
ス
は
、「
神
は
有
で
も
無
で
も
な
い
」
と
し
、
有
無
の
対

立
を
超
越
し
た
神
を
「
絶
対
に
最
大
な
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
究

極
の
普
遍
」
と
し
て
言
い
表
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
真
の
意

味
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
目
指
す
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
指
針
を

与
え
る
。

究
極
の
普
遍
は
、
そ
れ
を
限
定
す
る
も
の
を
持
ち
得
な
い
が
、

あ
る
も
の
を
「
無
」
と
よ
ぶ
場
合
は
、
必
ず
「
有
」
を
否
定
す

る
こ
と
に
よ
る
限
定
が
伴
う
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
有
無

は
つ
ね
に
相
関
し
て
お
り
、
そ
の
両
者
を
越
え
る
も
の
を
言
い

表
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

西
谷
に
お
い
て
も
、
又
一
般
に
所
謂
京
都
学
派
に
於
い
て
も
、

「
絶
対
無
」
と
い
う
言
葉
は
、
有
を
聊
か
も
含
ま
な
い
絶
対
的

無
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
有
無
の
対
立
を
越
え
た
絶
対
無
、

有
の
否
定
で
は
な
い
無
と
い
う
、
独
特
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
が
、「
我
は
あ
り
て
あ
る
も
の
で
あ
る
（ego sum

 qui sum

）」

と
い
う
言
葉
で
自
己
を
啓
示
す
る
聖
書
の
人
格
的
な
る
神
、
か

か
る
宗
教
的
経
験
に
立
脚
す
る
絶
対
者
を
言
い
表
す
の
に
、「
絶

対
無
」
は
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
か
と
い
っ

て
、
そ
れ
を
「
有
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
用
語
で
概
念
化

す
る
の
も
不
適
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
の
神
名

の
啓
示
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
動
詞
「
ハ
ヤ
ー
」

を
も
っ
て
、「
有
無
を
超
え
る
純
一
な
る
生
成
」
を
言
い
表
す―

―

こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
普
遍
を
表
す
も
っ
と
も
適
切
な
言

葉
で
あ
ろ
う
。

存
在
論
と
神
学
と
の
結
び
つ
き
を
絶
ち
、「
実
体
の
形
而
上
学
」

で
は
な
く
、
真
の
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
的
形
而
上
学
は
、「
オ

ン
ト
ロ
ギ
ア
」（
存
在
論
）で
は
な
く「
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
」（
現
成
論
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

d

。　

こ
こ
で
は
詳
説
し
な
い
が
、
佛
教
に
お
い
て
す
ら
、
有
無
を

超
え
る
「
絶
対
」
を
再
び
「
無
」
と
は
、
必
ず
し
も
呼
ば
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
中
論
」
で
明
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く

「
空
」
は
「
縁
起
」
と
同
義
な
の
で
あ
り
、決
し
て
老
荘
的
な
「
無
」

で
は
な
い
。
大
乗
起
信
論
で
は
、佛
の
根
源
は
「
法
身
」
で
あ
り
、

法
の
根
源
は
「
真
如
」
で
あ
る
が
、
真
如
は
「
絶
対
無
」
と
い

う
よ
り
は
、
離
言
と
依
言
、「
空
」
と
「
不
空
」
の
二
つ
の
側
面

を
持
つ
根
本
原
理
で
あ
る
。



 ――― 東西宗教研究　第  号・ 年

五

我
々
は
、
四
節
で
西
谷
啓
治
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
関
す
る
議

論
に
言
及
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
「
神
性
」
が
、
有
無
の

二
元
対
立
を
越
え
つ
つ
、「
無
」
と
「
有
」
の
二
つ
の
側
面
を
持

つ
動
的
原
理
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
の
さ
い
に
、
神
の

本
質essentia

は
、
絶
対
無
と
い
う
言
葉
よ
り
は
、
ク
ザ
ー
ヌ

ス
の
い
う
ご
と
き
有
無
を
越
え
た
「
絶
対
的
に
大
な
る
も
の
」

と
い
う
言
い
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
述
べ
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
絶
対
的
に
大
な
る
も
の
」
を
、
最
も
普
遍

的
な
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
お
け
る
三

大
に
か
ん
す
る
議
論
と
同
じ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
普
遍
性
へ

と
開
か
れ
た
議
論
に
導
か
れ
る
。

以
下
で
は
、
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
試
論
に
過
ぎ
な
い
が
、

こ
の
「
も
っ
と
も
普
遍
的
な
る
も
の
」
の
も
つ
「
場
所
性
」
と

い
う
こ
と
を
論
じ
た
い
。

一
四
五
六
年
の
公
現
の
主
日
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス

は 

「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
と
し
て
生
ま
れ
た
方
は
今
何
処
に
い

ま
す
か
？
」 

（U
bi est qui natus est rex Iudaeorum

?

） 

と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
説
教
を
し
て
い
る

e

。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
い
え

ば
、
東
方
教
会
の
伝
統
、
と
く
に
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
文
書
に

代
表
さ
れ
る
否
定
神
学
、
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
、

マ
イ
ス
タ
ー
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
独
逸
神
秘
主
義
の
伝
統
を
継
承

し
た
思
想
家
で
あ
る
。
彼
は
真
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
、
す

な
わ
ち
、「
真
に
普
遍
的
な
も
の
」
を
探
求
し
、
教
会
の
一
致
と
、

イ
ス
ラ
ム
教
と
の
平
和
共
存
を
説
い
た
先
駆
的
な
思
想
家
で
も

あ
っ
た
。
彼
の
「
智
あ
る
無
知
」
や
「
隠
れ
た
神
」
な
ど
の
主

著
は
既
に
邦
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
言
及
し
た
ラ
テ
ン
語

説
教
の
様
な
も
の
は
残
念
な
が
ら
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
説
教
は
、
彼
の
根
本
思
想
を
、
我
々

自
身
の
自
己
の
実
存
の
問
題
に
架
け
橋
す
る
上
で
重
要
な
も
の

で
あ
る
と
思
う
。

「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
」
と
は
キ
リ
ス
ト
（
救
世
主
に
し
て
王
、

あ
る
い
は
神
の
子
）
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
イ
ス

ラ
エ
ル
の
王
と
し
て
生
ま
れ
た
方
は
今
何
処
に
い
ま
す
か
？
」 

（U
bi est qui natus est rex Iudaeorum

?

）
と
い
う
問
は
、

「
キ
リ
ス
ト
は
い
ま
何
処
に
い
ま
す
か
？
」 

と
い
う
問
と
同
じ

で
あ
る
。



 

ル
カ
傳
が
伝
え
る
キ
リ
ス
ト
生
誕
の
物
語
な
ら
ば
、
答
え
は

「
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
お
ら
れ
ま
す
。
空
の
星
が
あ
な
た
を
導
い
て
下

さ
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
答
え
で
す
む
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
四
五
六
年
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
と
っ
て
、「
キ
リ
ス

ト
は
今
ど
こ
に
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
は
、
過
去
の
歴
史

的
な
事
実
に
関
す
る
問
だ
け
で
は
す
ま
ぬ
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、二
〇
〇
五
年
の
こ
の
物
語
を
聞
く
私
に
と
っ
て
も
、「
キ

リ
ス
ト
は
今
何
処
に
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
は
、
単
に
、「
ベ

ツ
レ
ヘ
ム
に
」
と
か
あ
る
い
は
「
ナ
ザ
レ
に
」
と
か
い
う
空
間

的
場
所
を
指
し
示
す
だ
け
で
は
す
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
は
今
何
処
に
い
ま
す
か
？
」

こ
の
問
に
対
し
て
、
あ
な
た
な
ら
ば
ど
う
答
え
る
の
か―

―

そ
れ
は
単
純
な
問
で
は
あ
る
が
、
公
現
の
主
日
に
発
せ
ら
れ
た

基
本
的
な
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
は
何
処
に
い
る
か
、

と
問
う
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
あ
な
た
は
今
何
処
に

い
る
の
か
、
と
問
い
か
け
て
い
る
様
に
も
思
わ
れ
る
。

神
学
者
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
に
答
え
る
仕
方
を
何
通
り

も
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
死
せ
る
も
の
と
活
け

る
も
の
と
を
裁
く
た
め
に
今
、
キ
リ
ス
ト
は
父
の
右
に
座
し
て

お
ら
れ
る
」
な
ど
と
。
神
学
者
で
な
い
人
は
、
た
と
え
ば
公
教

要
理
な
ど
の
専
門
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
権
威
あ
る
書
物
を
繙

く
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、自
己
を
学
者（
ソ

フ
ィ
ス
ト
）
で
は
な
い
と
断
言
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
で
も

あ
る
。「
無
学
者
」
と
し
て
、
一
人
の
信
仰
者
と
し
て
、
彼
は
聴

衆
に
語
る
。
そ
の
場
合
、
神
学
が
与
え
る
様
な
他
人
ご
と
の
知

識
で
は
な
く
、
彼
自
身
が
自
ら
の
実
存
の
深
み
に
於
い
て
端
的

に
了
解
し
、
そ
こ
に
お
い
て
生
き
、
行
為
す
べ
き
答
え
こ
そ
が
、

説
教
者
に
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
用
心
深
い
神
学
者
な
ら
ば
キ
リ
ス
ト
と

い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
も
っ
と
端
的
に
、
あ

の
大
工
の
一
人
息
子
、
イ
エ
ス
の
名
を
も
っ
て
語
る
。
即
ち
、

「
イ
エ
ス
は
い
ま
何
処
に
い
ま
す
か
？
」 U

bi est Iesus? 

（W
here is Jesus?

）

と
い
う
三
語
に
よ
っ
て
も
語
る
。「
キ
リ
ス
ト
」
は
元
来
、
普

通
名
詞
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
、イ
エ
ス
は
固
有
名
詞
で
あ
り
、

肉
体
を
持
っ
て
生
き
た
歴
史
上
の
人
物―

―

一
個
人
（person

）

―
―

の
名
前
で
あ
る
。

イ
エ
ス
と
い
う
一
個
人
の
名
前
は
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
前
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と
不
可
分
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
と
は
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト

で
あ
る
、
と
証
言
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ

の
問
に
対
し
て
、
如
何
な
る
答
え
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
あ

る
意
味
で
、
出
来
合
の
答
え
と
い
う
も
の
は
な
い
。
各
人
が
、

自
ら
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
実
存
を
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ

生
涯
を
か
け
て
答
え
る
べ
き
根
源
的
な
問
で
あ
る
と
も
言
え

よ
う
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
は
ど
う
答
え
た
の
か
。
彼
は
、
あ
る
端
的

な
答
え
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、

U
bi est Christus. 

（W
here is Christ.

）
と
。

す
な
わ
ち
、 

「
何
処
（ubi

）」
す
な
わ
ち
「
場
所
（locus

）」

こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
私
は
キ
リ
ス

ト
に
お
い
て
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
こ
そ
が
私
の
「
場
所
」
に
他

な
ら
な
い
、
と
言
う
の
が
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
答
え
で
あ
っ
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
救

世
主
（
メ
シ
ア
）
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、
あ
る
い
は
全
能
永

遠
の
神
の
一
人
子
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、
と
い
う
よ
う
な
神

学
者
の
言
葉
に
寄
っ
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
端
的
に
、「
キ
リ

ス
ト
は
私
の
場
所
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
よ
く
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、「
キ
リ
ス
ト
に
於
い
てešn C

ristw
› =

in C
hrist

」

と
い
う
言
い
方
は
パ
ウ
ロ
書
簡
で
多
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。「
私
は
キ
リ
ス
ト
に
於
い
て
真
実
を
語

る
」
と
い
う
よ
う
に
。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
は
自
己
と
は
別

の
実
体
で
は
な
く
、
そ
こ
に
於
い
て
私
が
生
き
、
語
り
、
証

す
る
場
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
と
は
、
私

の
主
体
性
が
そ
こ
に
お
い
て
成
り
立
つ
「
場
所
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
キ
リ
ス
ト
と
い
う
場
所
」
は
、
メ
シ
ア
（
王
あ
る
い

は
救
世
主
）
と
い
う
伝
統
的
な
意
味
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
。

そ
れ
は
イ
エ
ス
自
身
が
、「
あ
な
た
は
キ
リ
ス
ト
な
の
か
？
」

と
問
わ
れ
た
と
き
に
、「
我
在
りeŠgw

– eišmi = I A
M

」
と
答

え
て
い
る
箇
所
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
決
し
て
、「
私
こ

そ
ユ
ダ
ヤ
の
王
で
あ
る
」
等
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
端
的
な
「
我
在
り
」
こ
そ
が
イ
エ

ス
自
身
の
証
言
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
を
キ
リ
ス
ト
者
の
場
所
と
し
て
捉

え
る
見
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
に
固
有
の
も
の
で
あ
ろ
う



 

か
。
私
に
は
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
旧
約
聖
書
に
於
い
て
は
、

信
仰
が
向
け
ら
れ
る
も
の
は
、
決
し
て
固
有
名
を
も
た
な
い
。

そ
れ
は
対
象
化
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
の
中
に

あ
る
ひ
と
つ
の
対
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
を

有
限
な
る
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、
無
限
な
る
場
所
と
し
て

捉
え
る
見
方
は
、
旧
約
聖
書
の
伝
統
の
中
に
も
厳
然
と
し
て

存
在
す
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
マ
ー
コ
ム
と
い
う
言
葉
が
、「
場

所
」
に
該
当
す
る
が
、
ミ
ド
ラ
シ
ュ
の
伝
承
に
寄
れ
ば
、
神

は
世
界
の
中
に
は
存
在
し
な
い
が
、
世
界
は
神
の
中
に
（
神

に
於
い
て
）
存
在
す
る
と
明
言
さ
れ
る
。

世
界
の
中
に
あ
る
有
限
な
る
対
象
は
、
如
何
な
る
も
の
も
神

で
は
な
い
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、
存
在
す
る
も
の
の
総
体
で

あ
る
世
界
そ
の
も
の
が
有
限
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
う
い
う

世
界
を
構
成
す
る
一
要
素
、
あ
る
い
は
世
界
の
全
体
を
神
と

等
値
す
る
思
想
（
汎
神
論
）
は
聖
書
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
神
の
超
越
性
だ
け
を
述
べ
る
の
は
ま
だ
一
面
的

で
あ
る
。
こ
の
考
え
で
は
、
神
は
絶
対
的
に
超
越
的
で
あ
っ

て
、
人
間
と
神
、
世
界
と
神
の
関
係
は
疎
遠
な
ま
ま
に
留
ま

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
神
は
世
界
の
場
所
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
に
於
い
て
は
、
神
は
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
世
界
、

世
界
の
構
成
要
素
た
る
個
々
の
人
間
と
不
可
分
で
あ
り
な
が

ら
、
有
限
な
る
世
界
に
は
還
元
さ
れ
ぬ
無
限
者
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
旧
約
の
伝
統
に
お
け
る
超
越
者
、
い
う
な
ら
ば

名
付
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
無
限
な
る
「
吾
が
主
」
が
、
一

個
の
人
格
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
根
本
問
題

を
、
一
個
人
の
「
私
」
の
場
所
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
機
軸

に
し
て
考
え
る
こ
と―

―

こ
れ
が
「
私
は
キ
リ
ス
ト
に
於
い

て
語
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
核
心
に
あ

る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
世
界
の
場
所
、
個
人
の
人

格
が
そ
こ
に
於
い
て
成
り
た
つ
場
所
と
い
う
思
想
は
、
キ
リ
ス

ト
教
的
人
格
が
そ
こ
に
於
い
て
成
立
す
る
場
所
で
あ
る
が
、
同

時
に
、
有
限
な
る
世
界
を
無
限
に
超
越
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め
る
場
所
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
所
は
、
キ
リ
ス
ト

と
い
う
人
格
、
個
々
の
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
人
格
と
不
可
分
で

あ
り
、
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
共
に
キ
リ
ス

ト
の
内
に
あ
る
」
教
会
の
典
礼
に
与
る
諸
々
の
人
格
の
共
同
体

の
成
立
す
る
場
所
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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注
1

 

﹃
鈴
木
大
拙
未
公
開
書
簡
﹄（
井
上
禅
定
編
、
禅
文
化
研
究
所
、

一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。
日
本
語
訳
は
英
文
か
ら
、
筆
者
が
直
接

に
訳
し
た
。

2
 

 「
國
文
學
史
講
話
」の
序（
西
田
幾
多
郎
全
集
第
一
巻
、四
一
八
頁
）。

3
	

 「
善
の
研
究
」の
最
終
章（
西
田
幾
多
郎
全
集
第
一
巻
、二
〇
〇
頁
）。

4
	

﹃
善
の
研
究
﹄
で
西
田
の
云
う
「
意
識
」
は
、
西
欧
哲
学
の

consciousness

が
、
意
志
と
は
区
別
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
意
志
」

と
い
う
要
素
を
「
感
情
」
と
と
も
に
含
む
事
、
精
神
的
現
象
の
す

べ
て
を
含
む
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

5

　

D
.T.Suzuki, O

utlines of M
ahayana Buddhism

, Schocken Books, 

N
ew

 York, 1963, pp.240-241.　

This book w
as first published in 

1907 by Luzac and C
om

pany, London.

6

　

こ
の
よ
う
な
法
身
觀
は
、
鈴
木
の
「
大
乗
佛
教
概
論
」
の
書
評

を
書
い
た
プ
サ
ン
に
よ
っ
て
「
法
身
の
意
志
と
い
う
考
え
は
、
イ

ン
ド
大
乗
佛
教
の
特
質
で
は
な
く
」「
鈴
木
の
思
想
は
、
佛
教

で
は
な
く
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
哲
学
や
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
一
神
教

的
世
界
に
近
い
」
と
批
判
さ
れ
た
。（The Journal of the Royal 

A
siatic Society of G

reat Britain and Ireland, 1908, pp.885-894

）

（
鈴
木
大
拙
、「
大
乗
佛
教
概
論
」、
佐
々
木
閑
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
年
、
四
二
八
頁
の
訳
者
注
参
照
）。
こ
の
書
評
で
、
プ

サ
ン
は
鈴
木
の
大
乗
佛
教
思
想
に
対
す
る
日
本
真
言
宗
の
影
響
を

示
唆
し
て
い
る
が
、
鈴
木
の
思
想
は
、
真
言
宗
の
法
身
觀
に
直
接

に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
真
言
宗
の
教
義
に
も
多
大

の
影
響
を
与
え
た
「
大
乗
起
信
論
」
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
と
考

え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

7

　

Suzuki &
 G

oddard, The Aw
akening of Faith in the M

ahayana 

and its C
om

m
entary, The Principle and practice of M

ahayana 

Buddhism
, SM

C
 Publishing IN

C
, Taipei, 1990, p.93

こ
れ
は
、
實
叉
難
陀
譯
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
参
考

ま
で
に
漢
訳
原
文
を
示
す
と
、

一
切
諸
佛
及
諸
菩
薩
以
平
等
知
恵
平
等
志
願
普
欲
抜
濟
一
切
衆
生
。
任

運
相
續
常
無
斷
絶
。
以
此
知
願
熏
衆
生
故
令
其
憶
念
諸
佛
菩
薩
或

見
或
聞
而
作
利
益
。
入
浄
三
昧
随
所
斷
障
得
無
礙
眼
於
念
念
中
一

切
世
界
平
等
現
見
無
量
諸
佛
及
諸
菩
薩
。（
兩
譯
對
照
内
容
分
科

　

大
乗
起
信
論　

明
石
恵
達
著　

永
田
文
昌
堂
、
昭
和
六
二
年
、

三
八
頁
）。

8
　

こ
の
英
訳
は
、Yoshito S. H

akeda, Aw
akening of Faith Attributed 

to A
svaghosha, (C

olum
bia U

niversity Press, 1974)

に
よ
る
。

9

　

衛
藤
即
応
﹃
大
乗
起
信
論
講
義
﹄（
大
蔵
経
講
座
一
二
、名
著
出
版
、

復
刻
版
、
昭
和
六
〇
年
）。

0

　

 Suzuki, op.cit., pp. 222-223.

a

　

池
田
魯
山
﹃
現
代
語
訳　

大
乗
起
信
論―

―

佛
教
の
普
遍
性
を
説



 

く
﹄（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
八
年
）
で
は
、「
大
乗
」
を
「
普
遍
性
」

と
訳
し
て
い
る
。

b

　

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
人
格
主
義
」
と
、
人
格
概
念
の
起
源
に

関
す
る
文
献
は
多
い
。
こ
こ
で
は
、
特
に
以
下
の
文
献
を
参
考
に

し
た
。

 
Jacques M

aritain, “T
he H

um
an Person and Society”, in 

Scholaticism
 and Politics, Books for Libraries Press, 1940; H

ans 

U
rs von Balthasar, “O

n the C
oncept of Person,” C

om
m

unio 13 

(1986); Josef R
atzinger, C

oncerning “Retrieving the Tradition 

C
oncerning the N

otion of Person in Theology,” Com
m

unio 17 

(1990).

c

　

西
谷
啓
治
﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄（
創
文
社
、昭
和
三
六
年
、七
九
頁
）

d

　

 

「
現
成
」
と
い
う
言
葉
は
、
道
元
の
「
正
法
眼
蔵
」
に
あ
る
言
葉

で
あ
る
が
、「
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
」
を
日
本
語
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、

私
は
、
そ
れ
に
最
も
近
い
と
信
じ
る
佛
教
者
の
言
葉
を
使
っ
た
。

道
元
は
、「
正
法
眼
蔵
」
に
お
い
て
、
無
や
空
を
「
絶
対
化
」
せ
ず
、

有
無
を
超
え
る
絶
対
を
「
現
成
」
と
言
っ
て
い
る
。

 

　

ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
い
う
名
称
は
、
有
賀
徹
太
郎　
﹃
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
存
在
論
の
問
題
﹄（
有
賀
鐡
太
郎
著
作
集
四
、一
九
六
九
）

で
用
い
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
的
な
存
在
論
で
は
、
絶
対
者
は
永
遠

な
る
「
存
在
」
と
し
て
言
い
表
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
聖
書

の
世
界
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
現
実
の
歴
史
的
世
界
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
永
遠
で
は
な
く
、
創
造
、
受
肉
、
十
字
架
に
よ
る
救
済

の
ご
と
き
歴
史
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
永
遠
な
る
も

の
と
歴
史
的
な
る
も
の
の
一
体
性
で
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
に

特
徴
的
な
世
界
に
内
在
す
る
存
在
・
生
成
の
理
解
を
展
開
さ
せ
た

も
の
が
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
で
あ
る
。

e

　

Josef K
och, Cusanus-Texte: I. Predigten 2/5, In die Epiphaniae, 

Brixinae,1456, pp.84-117.
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二
〇
〇
五
年
度
の
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
総
合
主
題｢

絶
対

者
の
人
格
性
と
非
人
格
性
を
め
ぐ
っ
て｣
に
つ
き
考
察
す
る
た

め
、
田
中
氏
は
秀
逸
な
方
法
を
披
瀝
す
る
。
日
露
戦
争
で
弟
を

亡
く
し
た
西
田
幾
多
郎
に
親
友
鈴
木
大
拙
が
捧
げ
た
英
語
の

十
四
行
詩
に
あ
る｢

永
遠
の
空｣Eternal V

oid

へ
の
、
人
格
神

に
対
す
る
よ
う
な
、呼
掛
け
、こ
れ
は
何
か
と
い
う
設
問
で
あ
る
。

︽「
永
遠
の
空
」
よ
、
我
ら
の
心
を
癒
し
給
え　

し
か
し
我
ら
の

心
は
、
苦
し
み
、
泣
き
、
忍
び　

人
で
あ
る
我
ら
に
は
血
潮
が

た
ぎ
る　

理
性
の
空
虚
な
話
に
は
耳
を
貸
さ
ぬ
よ
う
に　

涙
を

存
分
に
流
し
、
心
は
悲
し
み
を
叫
ぶ
︾
と
い
う
章
句
を
機
縁
に
、

二
つ
の
問
い
を
田
中
氏
は
提
起
す
る
。

１　

何
故
にEternal V

oid

と
い
う
否
定
的
な
表
現
か
ら
、

「
我
々
の
心
を
癒
す
」
べ
き
「
汝
」
と
い
う
人
格
へ
の
呼
び
か
け

が
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

２　

ま
た
、
そ
れ
は
、
絶
対
者
の
人
格
性
、
な
い
し
、
非
人

格
性
と
い
う
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
課
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
二
重
の
設
問
で
も
っ
て
田
中
氏
は
以
下
、
第
一
節

で
は
鈴
木
大
拙
の
「
大
乗
佛
教
概
論
」
及
び
「
大
乗
起
信
論
」

の
帰
敬
偈
、
第
二
節
で
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
「
使
徒
信
条
」、
第

三
節
で
は
三
位
一
体
論
、
第
四
節
で
は
西
谷
啓
治
の
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
論
、
第
五
節
で
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
キ
リ
ス

ト
論
、
を
逐
次
検
討
し
て
ゆ
く
。
こ
の
応
答
で
は
、
は
じ
め
に

第
一
節
の
重
要
な
問
題
提
起
を
検
討
し
た
う
え
で
、
応
答
者
の

論
評
を
提
出
す
る
。
次
に
、
あ
と
の
四
節
の
問
題
提
起
に
対
す

る
論
評
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

第
一
の
問
い
へ
の
回
答
を
追
究
す
る
な
か
で
田
中
氏
は
、
哲

学
的
絶
対
智―

―
プ
ラ
ト
ン
の
「
善
」
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「
不
動
の
動
者
」
の
ご
と
き
非
人
格
的
・
非
歴
史
的
な
る
超
越
者

レ
ス
ポ
ン
ス

延
原
時
行



 

へ
の
志
向―

―

を
哲
学
的
に
消
去
す
る
手
法
を
と
る
。
む
し
ろ
、

キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
神
信
仰
の｢

愚
か｣

を
肯
定
し
な
が
ら
、

西
田
の｢
善
の
研
究｣

の
最
終
章
に
目
を
む
け
、
当
時
の
西
田

に
と
っ
て
は
、
人
格
的
な
る
実
在
の
本
質
は
、
非
人
格
的
な
る

も
の
に
向
か
う
分
析
的
知
性
よ
り
も
、
愛
ま
た
は
信
と
言
う
絶

対
者
へ
の
人
格
的
関
係
に
よ
っ
て
こ
そ
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
言
う
。
す
べ
て
の
意
識
現
象
の
根
底
に
あ
る
「
統
一
的

或
る
も
の
」
と
し
て
の
神
把
握
に
注
目
す
る
。

さ
ら
に
、
鈴
木
大
拙
の
「
大
乗
佛
教
概
論
」O
utlines of 

M
ahayana Buddhism

の
中
の
独
特
の
「
法
性
（dharm

akāya

）」

解
釈
が
絶
対
者
の
人
格
性
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

大
拙
に
と
っ
て
、
法
身
は
基
本
的
に
、
一
切
を
知
る
知
恵
、
す

べ
て
を
包
含
す
る
愛
、
全
能
の
意
思
で
あ
り
つ
つ
、
互
い
に
協

力
し
合
っ
て
法
身
の
唯
一
性
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

田
中
氏
が
注
目
す
る
の
は
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

「
法
身
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
一
切
衆
生
を

生
死
の
苦
し
み
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
自
分
自
身
に
向
け
て

祈
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
身
が
自
己
の
内
奥
の
本
質
か
ら

起
こ
す
、
こ
の
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
祈
り
（self-addressed 

prayers

）
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
法
身
の
意
思
を
か
た
ち
づ
く
る

も
の
な
の
で
は
な
い
か
。」

こ
の「
自
己
祈
祷
」は「
本
願
」と
同
定
さ
れ
、法
身
自
体
の「
自

ら
な
る
意
思（spontaneous w

ill

）」と
解
釈
さ
れ
る
。
田
中
氏
は
、

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
の
大
乗
佛
教
解
釈
は
何
処
に
由
来

す
る
の
か
と
問
い
つ
つ
、大
拙
自
身
が
英
訳
し
た「
大
乗
起
信
論
」

の
「
真
如
熏
習
」
の
思
想
（
知
恵
と
意
欲
が
一
切
衆
生
を
熏
習

す
る
力
を
持
つ
と
す
る
救
済
観
）
に
解
答
を
探
る
。
そ
し
て
「
帰

敬
偈
」
が
、
仏
法
僧
へ
の
三
帰
依
を
表
明
す
る
点
、
キ
リ
ス
ト

教
に
お
い
て
三
位
一
体
へ
の
信
仰
を
表
す
「
使
徒
信
条
」
と
の

パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
感
得
す
る
。

論
評

以
上
の
論
述
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
は
じ
め
の
設
問
へ
の
解

答
が
明
示
的
に
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
。
解
答
の
基
軸
に
な
る

の
は
、
法
身
の
「
自
己
祈
祷
」
が
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
、

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、
私
は
、
こ
れ
に
対
し
て

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
方
で
パ
ラ
レ
ル
な
概
念
と
し
て
、「
祈
祷
の

キ
リ
ス
ト
論
」
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
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カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
和
解
論
の
中
心
的
内
容
で
あ
る
「
受
肉
の

外
的
契
機
：
謙
り
な
い
し
苦
難
」
と
「
内
的
契
機
：
従
順
」
を

踏
ま
え
た
上
で
、
従
順
の
具
体
相
を
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
絶

叫
と
執
成
し
（intercessio C

hristi

）
に
見
出
す
観
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
冒
頭
の
「
言
葉
は
神
と
共
に
あ
っ
た
」

の
「
神
と
共
に
」︽pros ton theon

︾
を
そ
れ
自
体
「
永
遠
に
祈

る
存
在
」
と
解
釈
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、冒
頭
の
大
拙
の
「
我

ら
の
心
を
癒
し
給
え
」
と
い
う
祈
り
は
、
先
ず
は
キ
リ
ス
ト
に

よ
っ
てvorbeten

さ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
のV

or-G
ebet

こ
そ
が
、
田
中
氏
が
論
文
末
尾
に
提

起
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
論
的
場
所
論
の
根
拠
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
人
格
的
な
場
所
な
の
で
あ
っ
て
、
西
田
的
な
絶

対
無
の
場
所
で
は
な
い
。

第
一
節
に
は
、
田
中
氏
の
も
う
一
つ
重
要
な
問
題
提
起
が
記

さ
れ
て
い
る
。

③ 

佛
と
い
う
人
格
性
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
先
な
る
も
の
で

あ
り
、「
彼
の
本
質
の
顕
現the m

anifestation of his Essence

」

が
「
法
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
（
五
頁
［
本
書
、
一
八
一

頁
下
段
］）。
し
か
し
、
こ
の
「
法
」
は
佛
に
論
理
的
に
先
行
す

る
（
六
頁
［
本
書
、一
八
三
頁
上
段
］、江
藤
即
応
よ
り
の
引
用
）。

こ
の
逆
転
を
ど
う
説
明
す
る
か
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
考
え
方
は
、
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
のT

he 

D
ivine Relativity: A

 Social C
onception of G

od

に
見
ら
れ
る
。

“The A
bsolute is G

od w
ith som

ething left out of account. 

G
od is m

ore than his absolute character…
.The absolute is 

not m
ore, but less, than G

od—
in the obvious sense in w

hich 

the abstract is less than the concrete” (p. 83).

ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン

は
人
格
神
は
宇
宙
を
含
み
、
そ
の
点
でall-inclusive

で
あ
る

が
、
神
の
絶
対
面
は
こ
れ
を
超
越
す
る
の
で
、
汎
神
論
で
は
な

い
、万
有
在
神
論panentheism

で
あ
る
と
主
張
す
る

1

。
さ
ら
に
、 

“Personality is not itself a person, even w
hen it is the divine 

personality” (p. 143)

と
も
言
う
。
具
体
的
人
格
神
は
空（Eternal 

Void

）に
対
し
て
至
誠
で
あ
る
が
、被
造
者
に
対
し
て
は
招
喚
的
。

後
者
が
前
面
に
出
る
の
は
、
佛
と
の
関
係
。
前
者
が
前
面
に
出

る
の
は
、
法
（
真
如
）
と
の
関
係
。

二

第
二
節
で
田
中
氏
は
、「
使
徒
信
条
」
に
関
し
て
︽C

redo

︾



 

「
私
は
信
じ
る
」
を
強
調
。「
一
個
人
に
徹
す
る
」
こ
と
を
通

じ
て
「
普
遍
の
教
会
」
を
信
じ
る
こ
と
を
「
公
に
」
宣
言
す

る
と
述
べ
る
。
こ
の
構
造
を
哲
学
的
に
闡
明
し
た
の
が
、
Ｊ
・

ロ
イ
ス
のPhilosophy of Loyalty

で
あ
る
。“Loyalty is the 

w
ill  to m

anifest, as far as is possible, the Eternal, that is, the 

conscious and superhum
an unity of life, in the form

 of the 

acts of an individual Self” (p. 357).

こ
の
哲
学
のapotheosis

（
神
化
）
を
私
は
「
至
誠
心
の
神
学
」
と
し
て
考
え
る
。
そ
の
三

本
線
：
①
神
は
空
に
至
誠
で
あ
る
。
②
空
は
空
自
ら
を
空
ず
る
。

③ 

神
は
宇
宙
に
お
い
て
我
々
被
造
者
に
至
誠
心
を
喚
起
す
る
こ

と
の
出
来
る
唯
一
の
人
格
存
在
で
あ
る
。

第
三
節
で
田
中
氏
は
、
一
個
の
歴
史
的
人
格
を
原
点
と
す
る

福
音
書
の
物
語
的
統
一
性
が
、
人
格
か
ら
人
格
へ
と
響
き
渡
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
世
界
に
お

け
る
個
人
の
人
格
的
な
行
為
を
直
接
的
に
喚
起
す
る
と
言
う
働

き
を
持
つ
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
そ
の「
原
点
」と
は
、「
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
︽
の
︾
信
仰
」（
ロ
ー
マ
三
・
二
二
）
で
あ
る
。
殆
ど

の
聖
書
翻
訳
の
誤
訳
：
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
」。

「
物
語
る
主
体
と
し
て
の
三
位
一
体
の
人
格
神
」
の
主
張
は
貴
重

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
に
時
間
性
を
入
れ
れ
ば
如
何
：

 （
１
）
宇
宙
の
全
過
去
↓
祈
る
神
↓
聴
く
神
↓
倶
現
、 

（
２
）
宇
宙
の
全
過
去
↓
祈
る
神
↓
↑
答
え
る
神 

 
 

← 
 

 

倶
現 

（
１
）
と
（
２
）
の
錯
合
が
三
位
一
体
の
経
綸
の
全
体
性
。

第
四
節
で
田
中
氏
は
、
基
礎
個
体
と
し
て
の
人
格
（
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
、
西
谷
啓
治
）
で
は
な
い
「
霊
性
を
有
つ
通
約
不
可

能
な
実
存
」
と
し
て
の
人
格
を
提
言
す
る
。
バ
ル
ト
の
「
創
造

的
個
人
」（﹃
現
代
に
お
け
る
個
人
﹄）。ロ
イ
ス
の
ロ
ー
ヤ
ル
テ
ィ
。

滝
沢
の
「
客
体
的
主
体
、
個
即
類
」。
ま
た
、
田
中
氏
は
、
ク
ザ

ー
ヌ
ス
の
有
無
の
対
立
を
超
え
た
神
：
絶
対
に
最
大
な
る
者
の

考
察
を
ハ
ヤ
ロ
ギ
ア
と
適
切
に
呼
ば
れ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の

rem
ovendo, constituendo

と
し
て
のnihil=aliquid quo nihil 

m
aius cogitgari posit

。

第
五
節
で
田
中
氏
は
、U

bi est C
hristus (W

here is C
hrist).

と
い
う
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
句
を
引
い
て
「
キ
リ
ス
ト
は
私
の
場
所

で
あ
る
」
と
力
強
く
言
明
す
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、

恩
師
滝
沢
克
己
が
生
涯
を
か
け
て
明
ら
か
に
し
た
「
キ
リ
ス
ト
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論
的
場
所
論
」
に
近
い
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
微
妙
に
西

田
の
「
絶
対
無
の
場
所
論
」
と
は
相
違
す
る
。
前
者
の
後
者
へ

の
関
係
論
が
「
至
誠
心
の
神
学
」
と
し
て
構
想
さ
れ
う
る
の
で

あ
る
。 

注

1
 

 C
f. Tokiyuki N

obuhara, “H
artshorne and N

ishida: R
e-En-

visioning the A
bsolute. Tw

o Types of Panentheism
 vs. Spinoza's 

Pantheism
.” http://w

w
w.bu.edu/w

cp/Papers/C
ont/C

ontN
obu.

htm

田
中	

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
大
き

な
問
題
な
の
で
、
十
分
に
お
答
え
で
き
る
と
思
い
ま
せ

ん
。
ま
ず
、
最
初
の
「
法
身
が
自
ら
に
対
し
て
祈
る
」

と
い
う
の
は
英
語
で
書
か
れ
た
大
拙
の
﹃
大
乗
仏
教
概

論
﹄
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。
こ
の
時
、
大
拙
が

意
味
し
て
い
た
の
は
、
本
願
で
す
。
本
願
と
い
う
こ
と

を
米
国
の
読
者
に
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
言
う
と

き
に
、
そ
れ
は
法
身
と
い
う
自
己
自
身
へ
の
祈
り
と
い

う
の
が
一
番
近
い
と
彼
は
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、

「
祈
り
」
と
言
う
場
合
は
、
自
分
に
対
す
る
他
者
に
む

け
ら
れ
た
相
対
的
な
祈
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

は
自
分
が
よ
り
大
い
な
る
も
の
か
ら
加
護
を
受
け
、
恵

み
を
う
け
る
た
め
に
祈
る
と
い
う
意
味
で
、
神
仏
と
人

間
と
の
間
の
取
引
と
い
う
相
対
性
が
含
意
さ
れ
る
と
思

討
議
Ⅳ 

司 

会　

延
原
時
行



 

う
。
し
か
し
法
身
の
よ
う
に
そ
れ
よ
り
大
い
な
る
も
の

が
な
い
も
の
か
ら
な
ぜ
祈
り
が
現
れ
る
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
や
は
り
大
悲
（
ア
ガ
ペ
ー
）
に
基
礎
付
け
ら
れ

て
い
る
と
思
う
。
だ
か
ら
、「
法
身
が
自
己
に
対
し
て

祈
る
」
と
い
う
の
は
、
救
済
へ
の
意
志
だ
と
大
拙
は
理

解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
願
を
「
法
身
の
自
己
自

身
に
対
す
る
祈
り
」
と
解
釈
す
る
大
拙
の
見
方
は
、
仏

教
学
者
か
ら
は
か
な
り
批
判
さ
れ
た
よ
う
で
す
。「
そ

の
解
釈
は
仏
教
的
で
は
な
く
て
非
常
に
キ
リ
ス
ト
教
的

で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
私
自
身
は
、
大

拙
の
理
解
に
非
常
に
共
鳴
し
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
形

で
仏
教
を
捉
え
た
と
き
に
、
仏
教
の
教
え
に
内
在
す
る

普
遍
性―

―

宗
教
の
違
い
を
超
え
た
普
遍
性―

―
を
感

じ
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
歴
史

的
な
大
乗
仏
教
の
解
釈
と
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
、
そ

れ
に
は
い
ろ
ん
な
議
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大

乗
仏
教
と
い
う
歴
史
的
な
宗
教
を
突
き
抜
け
た
普
遍
性

が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。」

延
原
先
生
に
バ
ル
ト
の
例
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
私
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
新
約

聖
書
、
ロ
マ
書
三
章
二
二
節
に
対
す
る
バ
ル
ト
の
解
釈
、

こ
れ
は
聖
書
学
者
に
よ
る
一
般
的
な
解
釈
と
は
異
な
っ

て
い
ま
す
。「
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ

る
信
仰
に
よ
る
神
の
義
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
信
じ
る
人

に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
な
ん
ら
の
差

別
も
な
い
。」
と
い
う
箇
所
、
は
信
仰
に
よ
っ
て
義
と

さ
れ
る
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
信
仰
理
解
の
核
心
を
表
現
す

る
箇
所
で
す
が
、
普
通
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信

じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
」
と
訳
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ

ス
ト
が
信
仰
の
対
象
で
す
。
そ
こ
を
、
バ
ル
ト
は
「
イ

エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
に
よ
っ
て
」
と
、
そ
の
信
仰
そ

の
も
の
が
本
来
キ
リ
ス
ト
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
解

釈
し
ま
し
た
。
原
文
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、 “dia pisteos 

Iesou C
hristou”

と
属
格
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
文
法

的
に
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
」
と
い
う
の
が

直
訳
な
の
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る

か
。
先
ほ
ど
、
神
ご
自
身
の
う
ち
に
、
三
位
一
体
の
神

ご
自
身
の
中
に
祈
り
が
あ
る
と
い
う
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
の
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言
葉
が
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
救
済
の
祈
り
で
す
。

ヨ
ハ
ネ
伝
に
よ
れ
ば
、
言
葉
は
神
と
と
も
に
あ
っ
た
と

言
わ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
言
葉
が
神
御
自
身
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
言
葉
の
な
か
に
は
、
す

べ
て
の
被
造
物
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
祈
り
の
言
葉
が

含
ま
れ
る
と
私
は
思
う
。
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
に
つ
い
て
は
、

私
は
く
わ
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
三
位
一
体

の
神
の
う
ち
に
祈
り
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
は
非
常

に
共
感
し
ま
し
た
。

た
だ
、
ロ
マ
書
の
該
当
箇
所
を
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
信
仰
に
よ
っ
て
」
と
訳
す
ほ
う
が
「
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
と
訳
す
よ
り
も
、

文
法
的
に
言
っ
て
本
当
に
正
し
い
の
か
ど
う
か
、
私
に

は
良
く
分
か
ら
な
い
。
こ
こ
は
属
格
に
な
っ
て
い
る
の

で
、「
…
を
信
じ
る
」
と
い
う
の
は
不
自
然
だ
と
も
言

え
ま
す
が
。

八
木	

い
や
、
そ
っ
ち
が
正
し
い
ん
で
す
。
い
わ
ゆ
る

objective genitive

。
そ
れ
をsubjective

に
訳
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
や
っ
ぱ
り
文
法
的
に
は
お
か
し
い
ん
で

す
ね
。
全
体
か
ら
み
る
と
お
か
し
い
ん
で
す
よ
。
彼
の

解
釈
と
い
う
こ
と
で
…
。

田
中	

バ
ル
ト
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
属
格
を
対
格
に
せ
ず
に

解
釈
し
た
こ
と
に
は
、
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
。

八
木	

バ
ル
ト
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
だ
ん
で
す
け
ど
ね
。

田
中	

な
ぜ
、
こ
こ
で
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
に
よ
り
」

と
い
う
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ

れ
は
信
仰
そ
の
も
の
が
賜
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
イ
エ
ス
の
信
仰
が
不
信
仰
で
あ
る
私
に
与
え
ら
れ

た
、
と
い
う
体
験
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。
例
え
ば
、

関
根
正
雄
先
生
は
、
自
己
自
身
の
経
験
に
照
ら
し
て
、

ロ
マ
書
の
該
当
箇
所
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。
彼
の

場
合
に
は
不
信
仰
で
あ
る
こ
の
私
の
徹
底
し
た
自
覺
が

あ
り
、
そ
の
「
不
信
仰
な
私
を
哀
れ
み
た
ま
え
」
と
い

う
の
が
、
彼
の
祈
り
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
。
通
常
の

信
仰
に
よ
る
義
認
説
で
は
、「
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ



 

れ
る
」
と
言
わ
れ
れ
ば
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
信
仰
は

か
え
っ
て
自
分
自
身
に
と
っ
て
は
難
し
い
も
の
に
な
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
信
仰
が
義
務
と
な
り
律
法
と
な

る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
不
信
仰
な
私
が
賜
っ

た
信
仰
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
信

仰
と
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
く
と

き
、
そ
の
信
仰
は
も
は
や
義
務
で
も
律
法
で
も
な
く
な

り
、
信
じ
る
も
の
に
真
実
と
自
由
を
与
え
る
。
そ
う
い

う
信
仰
の
真
實
（
信
実
）
を
バ
ル
ト
はTreue G

ottes

、

神
の
誠
と
言
っ
て
い
ま
す
。
延
原
先
生
の
仰
る
よ
う

に
、
そ
れ
を
神
の
「
至
誠
心
」
と
読
む
こ
と
も
可
能
で

し
ょ
う
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
、
神
の
義

dikaiosynē

と
が
あ
ら
わ
れ
て
、
自
分
は
裁
か
れ
て
も

ど
う
し
よ
う
も
な
い
罪
深
き
存
在
な
の
だ
と
い
う
文
脈

の
な
か
で
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
違
う
。「
義
」と「
裁
き
」

を
重
視
す
る
と
こ
ろ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
考
え
方

が
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
は
、
仏
教
の
中
で
は
中
心
的
な

位
置
を
占
め
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
神
自

身
の
中
に
衆
生
を
救
う
と
い
う
大
い
な
る
願
い
、
お
お

い
な
る
祈
り
が
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
解
釈
は
や
は

り
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
う
い

う
わ
け
で
、
私
自
身
は
バ
ル
ト
や
、
関
根
先
生
の
よ
う

に
、
ロ
マ
書
の
該
当
箇
所
を
読
ん
で
い
ま
す
。

八
木	

関
根
さ
ん
も
バ
ル
ト
に
影
響
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
全

体
で
み
る
と
お
か
し
い
ん
で
す
。

田
中	

ま
だ
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
る
の
で
、
第
二
の
時
間
性
の

問
題
に
移
り
ま
す
。
人
格
的
・
非
人
格
的
と
い
う
と
、

時
間
の
捉
え
方
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
で
、
違
い

が
あ
る
と
思
う
。
秋
月
龍
珉
先
生
は
、
来
世
を
信
じ
る

と
い
う
の
は
迷
い
で
あ
る
と
、
常
々
仰
っ
て
い
た
。
今

日
、
竹
村
先
生
が
引
用
さ
れ
た
聖
求
経
に
、「
こ
れ
が

最
後
の
生
で
あ
っ
て
、
も
は
や
来
世
で
生
を
受
け
な
い
」

と
い
う
仏
陀
の
言
葉
が
あ
る
。
だ
か
ら
仏
教
の
解
脱
と

は
、
生
死
輪
廻
か
ら
の
解
脱
で
あ
っ
て
、
来
世
に
救
い

を
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
来
世
で
極
楽
に
い
く
と
か
、

来
世
で
幸
せ
に
な
る
と
い
う
話
で
は
本
来
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
、
そ
の
解
脱
の
理
解
に
は
、
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円
環
的
な
時
間
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
う
。
円
環
的
な

時
間
だ
か
ら
、
過
去
現
在
未
来
は
み
な
同
等
に
見
ら
れ
、

来
世
に
特
権
は
な
い
。
従
っ
て
、
解
脱
と
は
時
間
的
な

生
死
輪
廻
か
ら
の
解
脱
で
あ
っ
て
、
来
世
に
希
望
を
託

す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
や
は
り
、
時
間
的
な
る
も

の―

歴
史
的
世
界
が
信
仰
の
核
心
部
分
に
あ
る
と
思

う
。
過
去
・
現
在
・
将
来
と
い
う
直
線
的
な
、
反
復
し

な
い
時
間
の
繋
が
り
を
離
れ
た
場
所
で
救
済
の
問
題
を

考
え
な
い
。
そ
し
て
、
時
間
的
世
界
を
実
在
し
な
い
仮

象
の
世
界
と
は
決
し
て
考
え
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、

時
間
の
本
性
に
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
り
、
そ
れ
は
観

念
的
な
思
弁
で
は
解
決
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ゆ
え
に
時
間
の
実
在
性
を
否
定
す
る
議
論
は

哲
学
で
は
昔
か
ら
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
に
連
関
し
て
、

私
は
物
語
と
い
う
こ
と―

―

福
音
書
の
物
語
と
か
仏
典

の
物
語
を
念
頭
に
お
い
て
い
ま
す
が―

―

に
関
心
を
も

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
仏
教
で
も
、

哲
学
的
な
議
論
に
あ
ふ
れ
た
教
義
学
や
論
書
よ
り
も
、

素
朴
な
物
語
が
語
ら
れ
る
福
音
書
や
経
典
の
ほ
う
が
生

き
た
信
仰
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
く
に
、
語
る

人
自
身
の
自
己
同
一
性
、
物
語
る
こ
と
に
よ
る
自
己
同

一
性
の
問
題
を
考
え
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
テ
ー
マ
で
先
月
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う

場
所
で
、
物
語
論
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
ま

し
た
。
私
の
自
宅
の
近
く
に
ハ
ン
セ
ン
病
の
療
養
所
が

あ
る
の
で
、
昭
和
一
〇
年
台
、
つ
ま
り
ハ
ン
セ
ン
病
が

ま
だ
不
治
の
病
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
、
そ
こ
の
療
養
者
が

書
い
た
自
伝
的
な
物
語―

―

自
己
自
身
の
過
去
、
病
の

苦
し
み
と
そ
の
な
か
で
掴
ん
だ
信
仰
告
白
な
ど
、
そ
の

経
験
を
振
り
返
っ
て
自
己
自
身
を
描
い
た
物
語―

―

に

つ
い
て
お
話
を
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
極
め
て
困
難
な
、

人
格
の
尊
厳
を
完
全
に
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
お

か
れ
た
一
人
の
人
間
、
肉
体
的
に
も
社
会
的
に
も
存
在

を
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
何
が
人
に
と

っ
て
救
い
に
な
る
の
か
、
そ
の
と
き
に
言
葉
と
い
う
も

の
が
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
、「
復
生
の
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
し
て



 

話
し
ま
し
た
。

そ
の
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
物
語
と
い

う
の
が
本
質
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め

て
、
感
じ
た
の
で
す
。
過
去
を
物
語
る
と
い
う
こ
と
、

常
識
的
に
見
れ
ば
全
く
救
済
と
い
う
も
の
が
奪
わ
れ
た

状
況
で
の
自
己
を
、
自
己
が
物
語
る
い
う
と
き
に
何
が

生
じ
て
い
る
の
か
こ
と
。

一
〇
年
前
二
〇
年
前
と
い
っ
て
も
、
過
去
を
語
る
と

き
に
は
昨
日
あ
る
い
は
三
分
前
と
ぜ
ん
ぜ
ん
変
わ
ら
な

い
で
す
。
あ
る
意
味
で
物
語
る
と
き
に
は
発
端
の
中
に

結
末
が
含
ま
れ
て
、
そ
の
結
末
が
ま
た
発
端
に
還
る
と

い
う
、
そ
う
い
う
構
造
が
、
言
葉
が
物
語
と
い
う
形
で

過
去
に
形
を
与
え
る
と
き
に
は
で
て
く
る
。
そ
し
て
過

去
に
一
つ
の
形
を
与
え
る
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
直
線

的
な
時
間
が
円
環
的
時
間
の
中
に
統
合
さ
れ
て
意
味
を

与
え
ら
れ
る
と
い
う
出
来
事
な
の
で
す
。
円
環
的
構
造

は
、
物
語
る
現
在
の
瞬
間
に
お
い
て
実
現
す
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
イ
エ
ス
の
物
語
り―

―

こ
れ
が
福
音
書
を

構
成
し
ま
す
が―

―

そ
れ
は
、
遠
い
過
去
の
事
実
を
今

の
人
に
伝
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
過
去
の
物
語
に

よ
っ
て
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
将
来
に
向
け
て
解
放
さ

れ
自
由
に
な
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
。
そ
の
場
合
の
将

来
と
は
、
仏
教
で
考
え
て
い
る
過
去
世
・
現
世
・
来
世

と
い
う
、
そ
の
と
き
の
来
世
と
い
う
構
造
は
性
格
の
ち

が
う
も
の
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
時
間
の
た
だ
中
で
、
時
間

的
な
も
の
を
離
れ
ず
に
、
私
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
終
末
論
と

い
う
も
の
も
あ
る
が
、
終
末
と
い
う
も
の
も
、
あ
る
意

味
で
は
こ
の
現
在
に
お
い
て
つ
ね
に
、
先
取
り
さ
れ
て

お
り
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
我
々
は
生
き
て
い
る
。

だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
国
と
い
う
の
は
、
私
の

考
え
で
は
仏
教
で
言
う
来
世
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
仏

教
で
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、
浄
土
教
で
言
う
「
極
楽
」
で
は
決
し
て
な
い
の
で
、

む
し
ろ
、
鈴
木
大
拙
が
彼
の
大
乗
仏
教
概
論
で
解
釈
し

て
い
る
よ
う
な
「
涅
槃
」
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
べ
き

だ
と
思
う
。
大
乗
仏
教
で
は
涅
槃
に
と
ど
ま
ら
な
い
涅
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槃
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
大
拙
は
そ
れ
を
強
調
す
る
。

そ
れ
は
、
仏
教
で
も
こ
の
時
間
的
世
界
を
離
脱
せ
ず
に

涅
槃
を
実
現
す
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
も
、
永
遠
な
る
も
の
と

時
間
的
な
る
も
の
が
一
つ
に
な
る
構
造
が
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
。
物
語
と
い
う
形
で
福
音
書
の
中
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
物
語
は
、
い
き
た
言
葉
の
働
き
と
中
で
、

そ
の
統
合
を
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

過
去
は
現
在
に
お
い
て
反
復
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
は
言
い
ま
す
が
、
私
は
、
反
復
と

は
同
じ
も
の
の
機
械
的
な
反
復
で
は
な
く
、
必
ず
あ
る

歴
史
的
な
新
し
さ
と
い
う
差
異
性
を
と
も
な
っ
た
反
復

に
な
る
と
思
う
。
だ
か
ら
、
各
瞬
間
瞬
間
に
常
に
過
去

に
還
元
さ
れ
な
い
新
し
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
時
間
意

識
、kairos

の
意
識
が
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
は
あ
る
と

思
う
。

プ
ロ
セ
ス
神
学
の
話
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
プ
ロ

セ
ス
神
学
も
結
局
、
円
環
的
な
時
間
と
直
線
的
な
時
間

を
い
か
に
統
合
す
る
か
と
い
う
話
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

ね
。
円
環
的
な
限
定
と
直
線
的
な
限
定
と
い
う
の
は
両

方
時
間
の
中
に
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
や
は
り

相
互
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
す
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
と
い
け
な
い
。

そ
れ
か
ら
三
番
目
のpanentheism

（
万
在
神

論
）
の
問
題
。
こ
れ
はpantheism

（
汎
神
論
）
と

panentheism

（
万
有
在
神
論
）
の
違
い
と
い
う
こ
と
が

あ
る
と
私
は
思
う
。
万
有
在
神
論
と
は
、
簡
単
に
言
え

ば
、
世
界
は
神
と
い
う
場
に
お
い
て
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
世
界
と
神
を
同
一
視
し
た
り
、
二
元
的

に
分
離
し
た
り
す
る
こ
と
を
避
け
る
。
そ
れ
で
、
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
の
場
合
に
は
、
汎
神
論

で
は
な
く
、
万
有
在
神
論
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

プ
ロ
セ
ス
神
学
者
の
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
はdivine 

relativity

と
い
う
本
の
な
か
で
、
生
き
た
神
と
い
う
の

は
徹
底
し
てrelative

な
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
伝
統
的

な
神
学
で
考
え
て
い
る
絶
対
者
と
い
う
も
の
は
対
象
化

さ
れ
た
抽
象
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
。
世
界
に
君
臨
す
る

単
に
超
越
的
な
る
神
を
否
定
す
る
と
い
う
点
で
は
、
西



 

田
幾
多
郎
と
同
じ
だ
け
れ
ど
も
、
西
田
の
場
合
は
、
絶

対
の
ほ
う
か
ら
語
る
。
そ
こ
が
違
う
と
思
う
。
西
田
は
、

絶
対
が
真
に
絶
対
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
相
対
と

い
う
も
の
を
ふ
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う

よ
う
に
、
真
の
絶
対
は
相
対
を
包
む
と
い
う
論
理
で
す
。

ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
は
む
し
ろrelative

と
い
う
こ
と
を
徹

底
し
て
考
え
て
い
く
方
向
で
神
学
を
考
え
、
わ
れ
わ
れ

人
間
が
考
え
て
い
るabsolute

と
い
う
の
は
、
観
念
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
の
が
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
で

す
。絶

対
と
相
対
と
い
う
こ
と
を
い
う
と
き
に
、
両
者

を
対
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
相
対
に
徹
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
絶
対
を
現
す
と
い
う
道
が
私
は
あ
る
と
思

う
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
む
し
ろ
私
か
ら
仏
教
の
方
に

お
聞
き
し
た
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
縁
起

（pratītyasam
utpāda

）
と
い
う
の
は
依
存
的
生
起
だ
か

ら
相
対
的
な
も
の
を
表
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
涅
槃
は
絶
対
的
な
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
、
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の
よ
う
に
、「
縁
起
」
と
い
う
の
は
生
死
の
相
対

的
世
界
だ
け
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
て
、
生
死

と
涅
槃
の
全
体
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方

が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、「
相
対
性
の
原
理
」

を
根
本
に
建
て
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン

の
考
え
方
に
近
い
。
涅
槃
に
と
ど
ま
ら
な
い
涅
槃
が
真

実
の
涅
槃
だ
と
言
う
と
き
に
は
、
最
初
に
考
え
ら
れ
た

「
涅
槃
」
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
観
念
と
し
て
の

涅
槃
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
行
く
、
も
う
ひ

と
つ
の
理
想
化
さ
れ
た
世
界
な
の
だ
と
了
解
さ
れ
て
い

る
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
当
の
涅
槃
で
は
な
く
て
、

や
は
り
も
う
一
度
相
対
的
な
世
界
の
た
だ
中
で
実
現
さ

れ
る
も
の
こ
そ
本
当
の
涅
槃
だ
と
思
想
が
表
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
、
ハ
ー
ツ
ホ
ー
ン
の
言
っ
て
い
る
完
全
性

と
い
う
こ
と
の
意
味
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
と

は
皆
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
と
か
質
問
を
お
聞
き
し
た
い
で

す
ね
。

延
原	

だ
い
た
い
ポ
イ
ン
ト
が
で
ま
し
た
の
で
、
ご
質
問
な
り
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ご
意
見
な
り
、
ど
な
た
で
も
よ
ろ
し
く
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

私
は
五
頁
に
、
大
乗
起
信
論
の
理
解
で
そ

の
三
大
は
私
た
ち
の
三
位
一
体
の
よ
う
な
も
の
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
性
と
普
遍
性
、
大
と
い
う
意
味
が
い
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
関
し
て
は
ハ
ケ
ダ
の
翻
訳
の
な
か
で
、

一
般
的
な
翻
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
法
性
真
如
海
はthe 

sea of Suchness

と
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
乗
起

信
論
の
す
ぐ
あ
と
読
む
と
、
二
回
も
大
海
の
こ
と
が
使

わ
れ
て
い
て
私
た
ち
の
心
は
海
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ

こ
で
実
は
私
は
自
然
に
法
性
は
誠
の
よ
う
に
、
海
の
よ

う
に
、
誠
に
海
の
ご
と
く
と
い
う
こ
と
で
読
ん
で
い
て
、

そ
っ
ち
の
海
は
実
はuniversality

の
意
味
で
す
。
大
海

と
い
う
こ
と
ば
が
後
で
よ
く
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、

universality

は
、
私
た
ち
は
い
つ
もsuchness

の
方
に
、

真
如
の
ほ
う
に
強
調
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に

あ
る
程
度
、
言
葉
の
遊
び
も
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

本
当
の
経
験
は
、
そ
の
普
遍
的
な
も
の
で
す
。
縁
起
性

そ
の
関
係
も
あ
る
し
、
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
ダ
ル
マ
、

法
の
レ
ベ
ル
で
の
理
解
で
す
ね
、
仏
陀
の
レ
ベ
ル
で
は

そ
の
人
格
的
な
と
こ
ろ
が
で
て
き
て
、
そ
っ
ち
は
経
験

の
中
で
普
遍
的
な
と
こ
ろ
も
で
て
き
ま
す
。
一
応
そ
う

い
う
三
位
一
体
論
と
三
大
論
に
つ
い
て
私
は
今
考
え
て

い
て
、
そ
れ
は
ま
だ
出
来
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
と
こ
ろ
は
面
白
い
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

河
波	

三
大
と
三
位
一
体
の
、
も
う
ち
ょ
っ
と
具
体
的
な
内
容

を
説
明
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で

は
な
い
で
す
か
。
い
さ
さ
か
高
踏
的
で
ね
、
三
大
と
は

い
っ
た
い
何
を
い
う
の
か
、
大
乗
起
信
論
で
ね
。
そ
し

て
三
位
一
体
論
と
こ
れ
と
ど
う
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。

バ
ー
ケ
ル
マ
ン
ス　

三
大
論
は
大
乗
起
信
論
の
中
で
と
て
も
大

切
で
す
。
そ
こ
で
、
仏
は
そ
の
全
体
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
理
解
す
る
た
め
に
私
た
ち
は
三
大
を
通
し
て
そ
れ
を

理
解
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
三
位
一
体
の
場
合

は
同
じ
よ
う
に
、
三
つ
の
、
神
様
は
三
つ
の
形
で
こ
の

世
に
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
通
し
て
私
た
ち
は
そ



 

の
後
ろ
に
い
る
神
様
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
け

れ
ど
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
秘
密
で
す
。
そ
こ
で
さ
っ

き
の
八
木
先
生
の
、
そ
の
法
が
説
法
す
る
か
、
人
間
と

し
て
そ
れ
を
説
法
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
実
は
全
部

三
大
論
か
三
位
一
体
論
、
三
つ
のpersona

で
考
え
る

こ
と
で
、
そ
の
後
ろ
に
実
は
、
神
様
は
秘
密
で
あ
っ
て

仏
様
は
そ
こ
は
ぜ
ん
ぜ
ん
な
に
も
語
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ず
っ
と
そ
こ
の
繋
が
り
は
研
究

し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
私
は
何
か
書
き
た
い
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
と
繋
が
っ
て
き
ま
す
考
え

か
た
は
体
大
と
相
大
と
用
大
は
同
じ
で
す
。
大
き
な
助

け
に
も
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
は
た
と
え
ば
神
の

力
を
考
え
る
と
聖
霊
と
一
つ
に
す
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
用
大
か
ら
考
え
る
と
そ
こ
は
そ
の
第
三
の
も
の
と

し
て
聖
霊
の
働
き
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
大
乗
起
信
論
の

中
で
も
用
大
は
仏
の
こ
の
よ
う
な
中
の
働
き
を
示
す
ん

で
す
ね
、
そ
れ
が
本
当
の
聖
霊
で
す
。
で
も
神
の
力
は

そ
の
三
つ
に
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
長
く
な

り
ま
す
け
れ
ど
も
。

竹
村 

今
の
三
大
に
関
連
し
て
、
体
大
・
相
大
・
用
大
と
い
う

三
大
は
実
は
衆
生
心
に
含
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ま

ず
、
大
乗
起
信
論
は
、
衆
生
心
な
り
と
で
て
く
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
一
人
一
人
の
心
で
す
。
凡
夫
の
心
で
す
。

そ
の
凡
夫
の
心
に
実
は
三
大
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う

言
い
方
に
な
っ
て
い
て
、
三
大
そ
の
も
の
は
究
極
の
普

遍
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
と

同
時
に
そ
こ
に
多
く
のindividual

と
い
う
も
の
が
考

え
ら
れ
て
い
る
と
、
こ
れ
は
仏
教
に
つ
き
ま
と
っ
て
い

る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
大
乗
起
信
論
の
最
初
の

三
宝
に
対
す
る
帰
依
で
す
け
れ
ど
も
、
大
拙
の
ほ
う
は

そ
れ
をplural

で
解
釈
し
た
と
、
こ
れ
は
尽
十
方
を
ど

う
解
釈
す
る
か
な
ん
で
す
ね
、
尽
十
方
に
い
る
多
く
の

仏
に
帰
依
す
る
と
い
う
意
味
な
の
か
ど
う
な
の
か
。
大

拙
は
む
し
ろ
そ
れ
をplural

で
考
え
た
。
先
ほ
ど
田
中

先
生
が
「
一
と
多
」
の
問
題
で
、
空
性
の
場
に
お
い
て

同
等
で
あ
っ
て
融
即
し
あ
う
ん
だ
と
、
そ
れ
を
キ
リ
ス

ト
教
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
非
常
に
感
銘
を
受
け
た
ん
で
す
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が
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
ま
す
と
、

華
厳
の
場
合
に
「
一
即
多
」
と
か
「
一
即
一
切
」
と
い

う
場
合
の
「
一
」
は
個
物
の
一
を
意
味
す
る
こ
と
が
多

い
で
す
。先
ほ
ど
田
中
先
生
が
言
わ
れ
た
の
はunity

で
、

そ
の
「
一
」
を
言
わ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
衆
生
心

に
三
大
が
あ
る
と
い
う
そ
こ
で
も
そ
のunity

の
「
一
」

と
個
物
の
「
多
」
が
相
即
し
て
い
る
と
い
う
構
造
が
見

ら
れ
る
と
。
仏
教
は
ど
う
し
て
も
そ
こ
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
で

ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
く
の
か
。
私
が
キ
リ

ス
ト
の
内
に
あ
る
と
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
神

な
の
か
な
ん
な
の
か
で
す
ね
、「
一
と
多
」
の
問
題
と

い
う
の
が
も
う
ち
ょ
っ
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
か
ら
説

明
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
聞
か
せ
て
い

た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

田
中	

キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ

ン
の
ペ
ル
ソ
ナ
論
を
見
ま
す
と
、
人
間
の
人
格
と
い
う

も
の
が
神
の
似
姿im

ago D
ei

だ
と
言
わ
れ
、
神
の
ペ

ル
ソ
ナ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
そ
れ

で
人
間
の
社
会
を
考
え
る
と
き
に
、
個
人
主
義
と
全
体

主
義
と
の
対
立
を
、
個
人
の
側
か
ら
超
え
て
い
こ
う
と

す
る
発
想
が
あ
る
。
一
人
一
人
の
個
人
は
、
全
体
の
中

の
一
つ
の
構
成
要
素
と
い
う
よ
う
に
見
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
個
人
は
、
そ
れ
自
身
が
世
界
の
全
体
を
内
に

含
む
存
在
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
の
ち
の
重
み
を
持
っ
た
貴

重
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
と
思
う
。

大
乗
起
信
論
の
場
合
に
は
、
衆
生
心
と
い
う
言
葉
が

鍵
と
な
る
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
衆
生
、
こ
の
場
合
に
は

必
ず
し
も
人
間
で
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
一
つ
一
つ
の
個
の
中
に
、
全
体
が
含
ま
れ
る
と
い
う

発
想
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
も
や
は
り
そ
れ
は
あ
る

と
思
う
し
、
特
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
か
の
プ
ロ
セ
ス

神
学
は
む
し
ろ
そ
う
い
う
内
容
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。活
動
的
な
個actual entity

は
ア
ト
ム
で
は
な
い
。

活
動
的
な
現
実
存
在
は
、
一
つ
の
主
体
と
し
て
、
世
界

を
内
に
抱
握
す
る
。
一
つ
の
活
動
的
な
個
は
、
他
の
一



 

切
の
個
を
含
む
と
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
あ
る
ん
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
人
格
へ
の
配
慮cura personalis

と
い
う
こ
と
を
第
一
に
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
具
体
的
な

一
人
一
人
の
個
的
存
在
へ
の
配
慮
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
人
格
の
尊
厳
と
い
う
と
き
も
、
抽
象
的
な
「
人
間

の
尊
厳
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
一
人

一
人
の
個
人
に
対
し
て
そ
の
尊
厳
を
考
え
る
と
意
味
で

す
。
例
え
ば
、
私
は
今
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
医
療
の
引
き

起
こ
し
た
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
と

き
に
、
人
間
の
尊
厳
と
か
、
基
本
的
人
権
と
い
う
こ
と

が
、
宗
教
的
な
背
景
抜
き
で
、
単
な
る
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
見
地
か
ら
語
ら
れ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
問
題

を
感
じ
て
い
ま
す
。
人
権
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
日
本
で
は
と
く
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
こ
と
を
無
視

し
て
個
人
の
利
益
を
追
求
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
に

誤
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
と
き
の

個
の
捉
え
方
に
は
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
的
な
パ
ー
ソ

ン
の
概
念
が
下
敷
き
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
す
べ
て
よ
い
と
は
私
は
思
わ
な
い
け
れ

ど
も
、
そ
の
中
に
は
、
国
家
や
民
族
の
限
界
を
超
え
て
、

一
人
一
人
の
個
人
の
も
つ
価
値
と
い
う
も
の
に
根
ざ
し

つ
つ
、
普
遍
を
考
え
る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
と
た
思
っ

て
い
ま
す
。

河
波	

竹
村
さ
ん
で
す
と
ね
、
個
と
全
体
、
こ
れ
は
僕
も
感
銘

を
受
け
た
ん
で
す
け
ど
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ハ

ン
ス
・
キ
ュ
ン
ク
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、

大
正
大
学
で
い
ろ
い
ろ
話
し
合
っ
て
、
そ
の
時
に
二
一

世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
パ
ウ
ロ
の “A

lles in 

A
llen,” “all in all”

と
い
う
思
想
を
持
っ
て
き
て
、
こ
れ

し
か
な
い
と
主
張
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
す
べ
て
の
中
に

す
べ
て
が
あ
る
と
い
う
言
う
こ
と
が
、
一
々
の
中
に
す

べ
て
が
あ
る
と
い
う
の
は
僕
は
ま
っ
た
く
華
厳
の
思
想

だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
れ
を
中

村
元
さ
ん
、
に
こ
っ
と
笑
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け

ど
ね
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
キ
リ
ス
ト
教
に
も
華
厳
に
も

お
互
い
に
通
用
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
と
て
も
私
は
感

銘
を
受
け
ま
し
た
。
そ
う
い
う
解
釈
が
皆
さ
ん
に
、
キ
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リ
ス
ト
教
の
人
に
い
い
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
皆
さ
ん

に
判
断
を
仰
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
が
。

延
原	

そ
の
テ
キ
ス
ト
は
万
有
在
神
論
の
有
力
な
テ
キ
ス
ト
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
、
い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
テ
キ
ス
ト
。

河
波	

多
分
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
な
ど
も
そ
こ

を
引
用
し
て
展
開
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

延
原	

他
に
い
か
が
で
す
か
。

森	

先
生
の
最
後
の
五
の
「
キ
リ
ス
ト
は
ど
こ
に
お
ら
れ
る

か
」
と
い
う
問
い
に
関
し
て
、
ち
ょ
っ
と
お
尋
ね
し
た

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
こ
の
問
い
を
問
う
て

い
る
お
前
自
身
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
い
と
い

わ
ば
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
。
た
だ
一
五
頁
［
本
書
、

一
九
七
頁
下
段
］
の
そ
こ
で
言
え
ば
、
最
初
は
イ
エ
ス

は
い
ま
ど
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
。
こ
の
イ
エ
ス
は
固

有
名
詞
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
は
普
通
名
詞
だ
と
い
う
こ

の
区
別
も
僕
ち
ょ
っ
と
、
こ
れ
は
非
常
に
重
大
な
こ
と

な
の
か
、
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
に
は
重
大
な
こ
と
な

ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
こ
っ
ち
の
上
で
は
こ
れ
問
い

で
す
よ
ね
、
ハ
テ
ナ
マ
ー
ク
が
次
の
と
こ
ろ
で
は
消
え

て
、
む
し
ろ
「
何
処
」
が
す
な
わ
ち
こ
れ
キ
リ
ス
ト
だ

と
い
う
形
で
の
、
い
わ
ば
転
読
と
い
う
の
か
な
あ
、
転

悟
と
い
う
か
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
、
こ
の
一
つ
は
。

た
だ
、
だ
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
は
、
い
や
こ
こ
は
ち

ょ
う
ど
面
白
い
、
禅
問
で
は
か
な
り
こ
う
い
う
面
白
い

無
仏
性
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
仮
称
と
い
う
か
ね
、
な
ん

て
い
う
名
前
か
と
い
う
と
そ
の
名
前
の
称
を
ひ
っ
く
り

か
え
し
て
そ
の
ま
ま
と
っ
た
と
い
う
そ
う
い
う
こ
と
は

結
構
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
お
前
何
処
に
い
る
の
か

と
か
、
誰
が
来
た
ん
だ
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
い

が
ね
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
出
る
こ
と
で
ち
ょ
っ
と
面
白
い
、

は
っ
と
し
な
が
ら
こ
れ
読
ま
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す

け
ど
も
、
こ
の
転
悟
の
ほ
う
は
む
し
ろ
な
に
か
問
い
の

ね
、
問
い
の
行
く
末
が
こ
こ
で
立
ち
消
え
て
も
う
一
回

場
所
の
ほ
う
に
お
さ
ま
る
よ
う
な
、
む
し
ろ
な
ん
て
い

う
ん
で
す
か
ね
、
せ
っ
か
く
鋭
い
問
い
が
そ
の
ま
ま
場

所
の
な
か
に
消
え
て
く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
印
象
を
受

け
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ら
へ
ん
ど
う
で
し
ょ
う
。



 

田
中	

不
十
分
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
こ
と
わ
っ
て

書
き
ま
し
た
が
、
た
ん
に
「
場
所
」
だ
け
で
は
尽
く
さ

れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
教
で
問
題
に
な
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
「
に
よ
っ
て
」、

キ
リ
ス
ト
「
と
と
も
に
」
－
こ
れ
は
滝
沢
先
生
の
、
神

と
と
も
に
の
「
と
も
に
」
で
す
ね
－
、
そ
れ
か
ら
キ
リ

ス
ト
に
「
お
い
て
」
と
い
う
と
き
の
、「
に
よ
っ
て
」「
と

と
も
に
」「
に
お
い
て
」
と
い
う
前
置
詞
の
は
た
ら
き

に
注
目
し
た
い
。
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
が
、
私
は
信

仰
の
中
で
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
今
ま
で
「
に
お
い
て
」
と
い
う
こ
と
が
十
分
に

理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
を
明
確
に
自

覺
す
る
論
理
が
場
所
の
論
理
で
す
。
十
分
に
自
覚
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
場
所
の
論
理
は
、
聖
書
の

中
に
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
に
も
あ
り
、
ユ

ダ
ヤ
教
の
中
に
も
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
ば
あ
い
、
場

所
に
該
当
す
る
言
葉
は
マ
ー
コ
ム
で
あ
り
、
神
は
世
界

の
場
所
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ヤ
ン

マ
ー
と
い
う
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
史
家
が
﹃
空
間
﹄
と

い
う
書
物
の
な
か
で
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
に
よ
る
と
、

世
界
の
中
に
神
が
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ

教
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
神
の
中
に
世
界
が
あ

る
と
い
う
こ
と
、
神
は
世
界
の
場
所
だ
と
い
う
こ
と
は

こ
れ
は
ミ
ド
ラ
ー
シ
ュ
と
い
う
旧
約
聖
書
の
釈
義
の
伝

統
の
中
に
あ
る
考
え
方
と
の
こ
と
。
そ
こ
に
は
、
場
所

と
い
う
考
え
方
の
深
い
理
解
が
あ
る
と
思
う
。「
世
界

は
神
の
中
に
あ
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
私
は
キ
リ
ス

ト
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
、
そ
の
言
葉
は
ど
う
い
う

働
き
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
、
世

界
と
神
、
私
と
神
と
の
関
わ
り
は
語
れ
な
い
と
思
う
。

仏
教
の
場
合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
阿
部
正
雄
先
生

は
、
道
元
を
解
釈
す
る
と
き
に
、
衆
生
と
仏
性
と
の
あ

い
だ
に
場
所
論
的
な
解
釈
を
な
さ
っ
て
い
た
。
た
と
え

ば
、
道
元
は
、「
仏
性
」
の
巻
で
一
切
衆
生
は
悉
く
仏

性
を
持
つ
と
い
う
普
通
の
読
み
方
を
改
め
て
、
悉
有
は

仏
性
な
り
と
読
ん
で
い
る
。
悉
有
は
仏
性
な
り
と
い
う

こ
と
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
つ
ま
り
世
界
を
、

仏
性
と
い
う
場
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い



 ――― 東西宗教研究　第  号・ 年

だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
仏
性
が
そ
こ
で
は
場
所
的
に
理
解

さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
存
在
が
仏
性
を
持
つ
と
い
う

の
で
は
、
仏
性
は
内
属
性
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
全
て

の
存
在
が
仏
性
の
内
に
あ
る
と
い
う
う
と
き
は
、
仏
性

は
も
は
や
実
体
の
内
属
性
で
は
な
く
、
全
て
の
存
在
が

そ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
場
に
な
っ
て
い
る
。
仏
性
と
い

う
場
に
個
々
の
存
在
が
開
か
れ
て
い
る
と
読
め
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
宗
教
的
経
験
を
理
解
す
る

上
で
、
場
所
的
論
理
は
必
要
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
「
場
所
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
全
て
が
す
む

か
と
い
う
と
、
そ
う
は
言
え
な
い
。「
場
所
」
と
い
う

の
は
空
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
い
る
。
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
の
は
時
間
性
と
い
う
も
の
が
も
っ
と
は
っ

き
り
で
な
い
と
そ
の
宗
教
的
経
験
を
如
実
に
表
現
で
き

な
い
。
た
と
え
ば
「
道
」
で
あ
る
と
か
、「
真
理
」
で

あ
る
と
か
、「
い
の
ち
」
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
言

葉
に
よ
っ
て
補
う
必
要
が
あ
る
。「
道
」
と
い
う
の
は

や
は
り
そ
こ
を
歩
い
て
行
く
旅
人
と
い
う
意
味
が
あ

り
、「
場
所
」
よ
り
も
時
間
性
が
は
っ
き
り
と
言
い
表

さ
れ
る
。hom

o viator

と
い
う
と
、
旅
人
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
で
人
間
を
捉
え
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
動
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
入
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、「
場
所
」
で
全
部
説
明
し
よ
う
と
い
う
つ

も
り
は
な
い
ん
で
す
ね
。

森	

だ
い
ぶ
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
も
う
一
つ
ね
、
こ

の
上
の
固
有
名
詞
と
い
う
か
、
そ
れ
と
キ
リ
ス
ト
は
む

し
ろ
普
通
名
詞
だ
と
い
う
、
こ
こ
の
こ
と
で
す
け
ど

ね
。
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
マ
の
非
人
格
性
で
や
っ
ぱ
り
ど

う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
の
は
、
西
谷
先
生
の
い
く
つ

か
の
問
い
か
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
つ
ま
り
、
例
え

ば
ね
、
こ
の
同
じ
問
い
で
も
、
何
も
の
が
来
た
ん
だ

と
、
そ
う
い
う
形
で
問
わ
れ
た
と
き
に
、
も
は
や
固
有

名
詞
と
い
う
か
自
分
の
名
前
を
い
っ
て
も
届
か
な
い
み

た
い
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
な
ん
て
い
う
ん
で
す

か
ね
、
あ
る
意
味
で
西
谷
先
生
の
場
合
は
、
人
間
の
最

後
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
な
そ
う
い
う
名
前
と
か

あ
る
い
は
人
間
の
埒
と
い
う
か
そ
う
い
う
も
の
を
な
ん



 

て
い
う
か
あ
え
て
踏
み
破
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
と
こ
ろ

が
ち
ょ
っ
と
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
問
い
で

ね
、
つ
ま
り
だ
か
ら
、
一
人
一
人
の
尊
厳
と
か
一
人
一

人
の
存
在
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
が
固
有
名
詞
で
で
て

く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
も
よ
く
わ
か
る
し
、
そ

れ
か
ら
も
し
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
イ
エ
ス
の
名
と

い
う
か
、
そ
の
こ
と
自
身
が
も
う
決
定
的
な
意
味
を
持

つ
面
は
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
な
ん
か
も
う
一
つ
、

nam
eless

と
い
う
か
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
と
こ
も
含
め

て
ね
、も
し
こ
の
問
い
が
、こ
の
問
い
の
「
何
処
に
い
る
」

の
、
あ
る
い
は
花
岡
先
生
の
あ
れ
だ
っ
た
ら
最
初
の
創

世
記
の
第
三
章
で
す
か
、
最
初
に
神
か
ら
の
言
葉
と
し

て
は
「
お
前
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
い
う
、
そ
う
い

う
問
い
も
含
め
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
問
い
は
、
そ
う

い
う
名
前
と
か
あ
る
い
は
あ
る
種
の
人
格
性
と
い
う
の

を
破
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

田
中	

そ
れ
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
我
々
は
自
分
の
姿
に

似
せ
て
神
を
独
断
的
に
語
る
傾
向
性
が
あ
る
。
そ
れ
を

破
る
も
の
が
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
バ
ル
ト
が
、

神
を
「
我
」
と
も
「
汝
」
と
も
語
ら
な
い
で
、必
ず
「
彼
」

と
い
う
ふ
う
に
い
い
ま
す
ね
。
自
己
で
は
な
く
、「
彼

自
身
に
お
い
て
」
と
語
る
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
意
味
が

あ
る
わ
け
で
、
や
は
り
「
我
」
と
い
う
も
の
を
前
面
に

立
て
た
と
き
は
、
そ
の
神
を
文
字
通
り
私
物
化
し
、
自

己
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
で
作
り
上
げ
た
偶
像
に
な
る
と
い

う
危
険
性
が
常
に
あ
る
。
バ
ル
ト
が
あ
れ
ほ
ど
自
然
神

学
を
嫌
っ
て
、
そ
し
て
か
な
ら
ず
、
向
こ
う
側
に
あ
る

も
の
と
し
て
、「
絶
対
的
な
他
」
と
し
て
の
神
を
言
い

表
す
た
め
に
「
彼
」
と
言
っ
た
の
は
当
然
で
す
。
た
だ

し
絶
対
的
な
「
他
」
と
い
う
の
は
私
に
と
っ
て
、
決
し

て
、
疎
遠
な
他
者
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
絶
対
的
な

他
と
い
う
の
は
、「
我
」
を
否
定
す
べ
る
面
が
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
根
源
に
あ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
い
う
よ

う
に
、
わ
た
し
自
身
よ
り
も
私
に
近
い
と
い
う
こ
と
が

言
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。
仏
教
の
ほ
う
で
他
力
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と
い
っ
た
と
き
、「
他
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味

な
の
か
ね
、
私
に
は
十
分
に
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

だ
け
ど
も
相
対
的
な
他
者
で
は
な
い
と
お
も
う
。「
対

の
他
に
お
い
て
自
己
を
も
つ
」
と
い
う
言
葉
が
西
田
幾

多
郎
に
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
單
に
私
で
な
い
も
の
と

し
て
の
他
と
い
う
意
味
で
他
を
使
っ
て
は
い
な
い
と
思

う
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
他
者
性
」
と
い
う
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
仏
教
に
於
い
て
も
本
質
的
な

も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

花
岡	

質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
全
体
と
し

て
は
お
考
え
が
よ
く
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、
一
点

ど
う
し
て
も
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
一
五

頁
［
本
書
、
一
九
四
頁
以
下
］
の
と
こ
ろ
に
も
ご
ざ
い

ま
す
が
、A

nselm
us von C

anterbury

な
ん
か
の
神
学

の
神
の
証
明
と
い
う
一
歩
前
で
す
と
、
そ
れ
以
上
大
い

な
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
と
か
、

ク
ザ
ー
ヌ
ス
で
は
も
っ
と
も
普
遍
的
な
る
も
の
、
そ
う

い
う
言
い
方
で
絶
対
無
よ
り
も
神
の
本
質
は
、
も
っ
と

も
大
き
い
も
の
、
そ
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
適
切
だ
と
い
う

ふ
う
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
が
、

カ
ン
ト
以
前
で
し
た
ら
当
然
そ
う
い
う
こ
と
も
可
能
だ

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
カ
ン
ト
以
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
カ
ン
ト
が
否
定
し
た
三
つ
の
神
の
存
在
の
証
明
を

も
否
定
し
て
、
ま
た
も
と
に
戻
す
よ
う
な
と
こ
ろ
は
で

て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
も
っ
と
も
普
遍
的
な

る
も
の
と
い
う
と
き
に
は
、
他
者
を
生
か
す
と
い
う
こ

と
で
す
か
ら
絶
対
の
自
我
否
定
と
か
自
ら
の
立
場
の
否

定
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
も
っ
と
も
普
遍
的
な
も
の

す
べ
て
を
生
か
す
も
の
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
し
か
カ

ン
ト
以
後
の
も
っ
と
も
普
遍
的
な
る
も
の
と
い
う
の
は

見
え
に
く
い
と
い
う
か
、
理
解
し
に
く
い
わ
け
な
ん
で

す
が
。
カ
ン
ト
以
後
に
お
い
て
も
っ
と
も
普
遍
的
な
る

も
の
が
、
も
っ
と
も
絶
対
的
に
大
な
る
も
の
。
こ
れ
は

少
し
私
に
は
理
解
を
し
に
く
く
て
、
や
は
り
絶
対
の
否

定
性
と
い
う
こ
と
、
否
定
を
媒
介
に
し
て
そ
の
ま
た
否

定
し
た
と
こ
ろ
で
ま
た
生
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
ま
た

肯
定
に
。
そ
れ
の
繰
り
返
し
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
普
遍



 

的
な
も
の
、
あ
る
い
は
絶
対
に
大
な
る
も
の
。
結
局
は

肯
定
的
に
言
う
の
か
、
否
定
的
に
言
う
の
か
と
い
う
そ

う
い
う
問
題
に
も
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
同
等

だ
と
い
う
考
え
方
も
ご
ざ
い
ま
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
や
は
り
神
の
本
質
を
絶
対
的
に
大
な
る
も
の
、
こ

れ
や
は
りontologischer G

ottesbew
eis

［
本
体
論
的

な
神
の
証
明
］
と
かkosm

ologischer G
ottesbew

eis

［
宇
宙
論
的
な
神
の
証
明
］
と
か
、teleologischer 

G
ottesbew

eis

［
目
的
論
的
な
神
の
証
明
］
と
い
う
そ
の

三
つ
が
一
つ
の
中
で
全
体
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
中
で

の
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
か
ら
、
何
か
ち
ょ

っ
と
そ
の
へ
ん
で
…
。

田
中	

西
田
の
場
合
、「
絶
対
無
」
と
い
う
言
葉
は
、「
相
対
的

な
有
の
場
所
」、「
相
対
的
な
無
の
場
所
」、
そ
れ
か
ら

「
絶
対
的
な
無
の
場
所
」
と
い
う
か
た
ち
で
、「
場
所
」

に
関
し
て
最
初
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
中
期
西
田
哲

学
の
用
語
で
す
。
そ
う
い
う
西
田
哲
学
に
対
し
て
三
層

の
場
所
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
無
の
場
所
を

考
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
新
カ
ン
ト
派
の
学
者
が
西
田

を
形
而
上
学
的
と
し
て
批
判
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

西
田
は
新
カ
ン
ト
派
で
は
な
く
て
カ
ン
ト
自
身
の
考
え

に
即
し
て
形
而
上
学
を
排
除
し
な
い
と
言
う
趣
旨
の
こ

と
を
述
べ
て
、
そ
し
て
「
叡
智
的
世
界
」
と
い
う
論
文

を
書
い
た
。「
相
対
的
な
る
無
の
場
所
」
と
い
う
の
は
、

後
に
は「
自
覚
的
な
一
般
者
」と
い
う
よ
う
に「
一
般
者
」

と
い
う
こ
と
ば
に
置
き
換
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
一
般
者

と
い
う
の
が
、
私
の
い
う
意
味
で
の
普
遍
で
す
。
西
田

の
い
う
「
相
対
的
な
有
の
場
所
」
と
は
、
自
然
界
の
事

物
が
あ
る
場
所
で
、
つ
ま
り
は
時
空
で
す
。
カ
ン
ト
の

場
合
に
は
そ
れ
は
直
観
形
式
と
し
て
考
え
ら
れ
、
概
念

的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
る
も
の
で
す
が
、
基
本
的
に

は
認
識
す
る
主
観
に
属
す
る
も
の
で
す
。
有
の
場
所
で

あ
る
時
空
は
、
さ
ら
な
る
一
般
者
で
あ
る
超
越
論
的
な

主
観
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン

ト
的
な
超
越
論
的
な
主
観
は
、
西
田
哲
学
で
は
、「
相

対
的
な
無
の
場
所
」
に
該
当
し
ま
す
。
そ
こ
で
い
う

「
私
」
は
世
界
の
中
の
ひ
と
つ
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
、
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「
相
対
的
な
無
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、「
我
」
は
ま
だ
有

的
な
性
格
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
「
私
」
と
い
う
こ
と

を
も
う
一
度
打
破
す
る
と
き
に
、
西
田
は
、「
絶
対
無

の
場
所
」
に
徹
す
る
と
い
う
い
い
方
を
し
た
。
そ
う
い

う
場
所
と
い
う
も
の
は
非
常
に
形
而
上
学
的
に
響
く
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
期
西
田
哲
学
に
な
る
と
、

形
而
上
学
で
は
な
く
、
行
為
的
一
般
者
、
表
現
的
一
般

者
と
い
う
形
で
、
独
我
論
的
な
意
識
が
破
ら
れ
た
地
平

が
問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
自
己
意
識
と
自
己
意
識
と

の
関
係
、
相
互
主
観
性
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
、
そ

う
い
う
場
を
歴
史
的
世
界
と
い
う
形
で
具
体
的
に
展
開

す
る―

―

私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
西
田
を
読
ん
で
い
ま

す
。
従
っ
て
、
絶
対
無
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
身
に
私
は

固
執
し
て
い
ま
せ
ん
。

花
岡	

そ
れ
は
そ
の
通
り
に
本
当
に
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
否

定
な
さ
い
ま
し
て
絶
対
的
に
な
る
も
の
、
こ
ち
ら
の
ほ

う
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
ね
。

田
中	

必
ず
し
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
た
つ
も
り
は
な
い
ん

で
す
。

花
岡	

そ
う
で
し
ょ
う
か
。

田
中	

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
っ
て
い
る
絶
対
と
い
う
の
は
、「
無
」

と
は
言
い
表
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
有
も
無

も
と
も
に
超
越
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
言
い
表
し
方
が
あ
る
。「
無
」
と
い
う
の
も
絶

対
な
る
も
の
の
一
つ
の
言
い
表
し
方
だ
と
私
は
思
う
。

「
無
」
を
動
詞
的
に
捉
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
、
エ
ゴ

を
否
定
す
る
と
か
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
で
作
り
上
げ
た

観
念
的
な
有
を
突
き
破
る
と
い
う
「
絶
対
否
定
」
の
働

き
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

花
岡	

そ
う
す
る
と
絶
対
的
に
大
な
る
も
の
と
い
う
、
絶
対
的

に
も
否
定
性
が
入
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

田
中	
否
定
性
が
入
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
無
と
い
う
こ

と
を
超
越
論
的transzendental

に
考
え
な
く
て
は
い
け

な
い
と
思
う
。

花
岡	

は
い
、
否
定
性
が
入
っ
て
い
る
の
で
し
た
ら
よ
く
わ
か



 

り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
で
す
と
か
ク
ザ
ー

ヌ
ス
で
は
何
か
入
り
に
く
そ
う
に
見
え
る
も
ん
で
す
か

ら
。

田
中	

ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
過
去
の
人
だ
と
思
い
ま
す
。

花
岡	

ク
ザ
ー
ヌ
ス
も
過
去
の
人
で
す
よ
。

田
中	

そ
れ
は
そ
う
で
す
。
だ
け
ど
そ
の
な
か
に
、
現
在
に
も

生
き
て
い
る
意
味
が
あ
る
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
神

の
存
在
証
明
と
い
う
こ
と
で
し
た
ら
カ
ン
ト
以
前
な
ん

で
す
。
過
去
の
人
だ
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
私
が
、
彼
等
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

花
岡	

絶
対
的
に
大
な
る
も
の
の
絶
対
的
に
否
定
性
が
入
っ
て

い
た
ら
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

田
中	

そ
れ
が
、
西
田
が
キ
リ
ス
ト
教
に
贈
っ
て
く
れ
た
貴
重

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。「
無
の
場
所
」
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
絶
対
否
定
の
働
く
場
所
だ
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
「
無
」
だ
け
で
と
ど
ま
っ
て
い
た

ら
ね
、
そ
れ
は
ま
た
「
無
」
を
実
体
化
す
る
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、absolute nothingness

と
い
っ
て
も
、nothingness

と
い
う
の
は
名
詞
で
す
。

や
は
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
ず
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

nothing

をabsolute

で
形
容
す
る
の
で
は
な
く
て
、

nothing

と
い
う
の
は
空
ず
る
と
か
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い

う
働
き
で
す
。

花
岡	

em
ptying activity

と
い
う
…
。
ど
う
も
。

八
木
洋
一　

絶
対
者
の
人
格
性
と
非
人
格
性
を
め
ぐ
っ
て
と
い

う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
田
中
先
生
の
発
表
は
そ
れ
に
副

題
が
つ
い
て
い
て
「
人
格
的
な
る
も
の
と
最
も
普
遍
的

な
る
も
の
」
と
、
人
格
的
な
も
の
と
い
う
の
は
個
物
的

だ
と
、
そ
れ
か
ら
も
っ
と
も
普
遍
的
な
も
の
と
の
関
係

の
中
で
、
絶
対
者
の
人
格
性
と
非
人
格
性
を
考
え
て
い

こ
う
と
す
る
。
議
論
の
中
に
あ
ん
ま
り
で
て
き
て
な
い

な
と
思
う
の
は
、
人
格
的
と
言
っ
た
と
き
に
、
人
格
と

い
う
の
は
身
体
性
の
な
い
人
格
と
い
う
の
が
あ
る
ん
だ

ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る

と
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
身
体
性
と
い
う
こ
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と
を
前
面
に
出
し
て
い
る
、
仮
に
神
学
的
な
考
え
が
あ

る
と
す
る
と
、
受
肉
で
す
よ
ね
。
受
肉
と
い
う
こ
と
か

ら
考
え
る
と
、
絶
対
的
な
も
の
の
人
格
性
と
非
人
格
性
、

そ
れ
か
ら
個
別
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
と
い
う
も

の
関
連
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
て
い
け
る
の
か

な
あ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
か
お
答
え
、
サ
ジ
ェ
ッ

シ
ョ
ン
を
い
た
だ
け
る
と
、
僕
の
中
に
あ
る
問
題
に
光

を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。
つ

ま
り
、
人
格
的
と
い
っ
た
と
き
に
、
ど
う
し
て
も
問
題

と
し
て
で
て
く
る
の
は
、
身
体
と
い
う
の
は
何
な
の
か

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
何
か
言
っ
て
い
た
だ
け
る
と

助
か
る
な
あ
と
思
う
ん
で
す
。

田
中	

そ
う
で
す
ね
。
や
は
り
、
西
田
の
言
葉
を
も
し
使
う
と

す
れ
ば
、
歴
史
的
な
身
体
と
い
う
言
い
方
を
彼
は
し
て

い
た
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
身
体
性
と
い
う
も

の
を
持
つ
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
と
い
う
の
は
、
単
な

る
心
と
か
精
神
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
よ
ね
。
そ
れ
は
大
乗
起
信
論
で
もdharm

akāya

の

kāya

と
い
う
の
は
身
体
性
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
と
私

は
思
う
ん
で
す
。
た
だ
そ
れ
に
関
し
て
は
い
ろ
ん
な
考

え
方
当
然
あ
る
け
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
で
も
、
復

活
と
い
う
の
は
や
は
り
身
体
を
伴
っ
た
復
活
と
い
う
こ

と
が
は
っ
き
り
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
い
う

精
神
は
身
体
を
も
含
め
て
い
る
と
私
は
思
う
。
つ
ま
り
、

霊
と
肉
と
い
う
対
立
は
確
か
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
、
身
体
と
心
の
対
立
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
思
い
ま
す
ね
。
身
体
性
が
な
に
か
悪
の
根
源
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
発
想
は
、
ま
っ
た
く
聖
書
的
で
は
な
い

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
復
活
と
い
う
こ
と

も
「
身
体
を
伴
っ
て
」
と
い
う
こ
と
に
深
い
意
味
が
あ

る
し
、
身
体
な
き
精
神
の
み
の
復
活
で
は
キ
リ
ス
ト
教

は
十
分
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
お
答
え
に
な
っ
て

い
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
身
体
性
を
も
つ
こ

と
が
常
に
我
々
の
具
体
的
な
現
実
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ

か
ら
、
身
体
が
朽
ち
て
も
霊
魂
だ
け
不
滅
と
い
う
考
え

は
ギ
リ
シ
ャ
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
キ
リ
ス
ト
教
に
は
な

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
方
が
身



 

体
性
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
感
覚
を
も
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

河
波	
仏
教
で
は
た
と
え
ば
、
三
十
二
相
八
十
随
形
好
と
い
い

ま
し
て
ね
、
そ
れ
が
菩
薩
道
の
展
開
と
三
十
二
相
の
形

相
と
は
形
成
と
は
一
つ
な
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
極
楽
に

い
く
と
四
十
八
願
の
中
の
一
つ
に
ね
、
三
十
二
相
八
十

随
形
好
が
形
成
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
三
十
二
相
と
い
う

の
は
非
常
に
具
体
的
で
す
。
目
と
か
耳
と
か
ね
、
非
常

に
身
体
性
を
も
っ
て
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
を
超
越

し
た
新
し
い
人
間
形
成
が
、
そ
れ
は
仏
陀
の
偽
装
的
な

身
体
で
す
け
ど
、
極
楽
に
生
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と

は
仏
陀
だ
け
の
す
べ
て
の
人
間
が
そ
れ
を
形
成
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
を
ね
、
本
願
の
中
に
数
え
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
仏
教
で
は
非
常
に
、
浄
土
教
だ
け
で
は
な
い

で
す
ね
、
三
十
二
相
の
形
成
と
い
う
こ
と
は
菩
薩
道
の

一
つ
の
中
心
的
な
概
念
な
ん
で
、
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、

身
体
性
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
間
例
え
ば
五
眼
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
は
非
常
に
初

期
の
大
乗
仏
教
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
す
け
ど
ね
、
具

体
的
に
言
え
ば
眼
の
形
成
、
肉
眼
、
天
眼
、
慧
眼
、
仏

眼
、
こ
れ
は
龍
樹
の
﹃
大
智
度
論
﹄
な
ん
か
も
述
べ
て

い
ま
す
し
、
初
期
大
乗
仏
教
か
ら
非
常
に
具
体
的
な
ん

で
、
眼
一
つ
と
っ
て
み
て
も
非
常
に
リ
ア
ル
で
す
ね
。

森	

先
生
の
ペ
ー
パ
ー
の
最
後
の
ほ
う
で
、
神
は
世
界
の
場

所
で
あ
る
と
い
う
あ
れ
で
、
ハ
ッ
と
思
っ
た
ん
で
す
が
。

一
つ
は
ねPanentheism

us

の
問
題
が
あ
り
ま
す
け
ど
、

こ
れ
は―

―

自
分
の
先
生
の
武
藤
先
生
の
論
文
を
読
ん

で
教
え
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も―

―

西
谷
先

生
は
西
田
や
田
辺
さ
ん
と
は
ち
が
っ
てPanentheism

us

を
あ
ん
ま
り
評
価
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
武
藤
先

生
は
書
い
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
こ
の
こ

と
を
思
っ
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や

は
り
自
由
論
を
訳
さ
れ
た
西
谷
先
生
は
序
論
の
中
で

Pantheism
us

は
さ
っ
き
す
べ
て
が
神
だ
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
け
ど
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
、 “G

ott ist A
lles” 

と
い
う
か
、
神
が
す
べ
て
で
あ
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っ
て “A

lles ist G
ott”

で
は
な
い
と
。
そ
う
し
た
ら
ね
、

神
が
す
べ
て
だ
と
い
う
の
は
、
神
が
す
べ
て
を
に
な
う

Verträger

と
い
う
か
、
い
わ
ば
神
が
す
べ
て
を
に
な
う
、

そ
う
い
う
と
ま
さ
に
神
が
世
界
の
場
所
に
な
る
と
い
う

か
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
よ
ね
。
も
し
も
こ
れ
が
本

当
だ
と
す
る
と
、
途
端
に
で
て
く
る
の
が
や
っ
ぱ
り
悪

の
問
題
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
、
一
つ
は
。
そ

れ
で
私
思
う
の
は
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
絶
対
者
の
人
格

性
と
非
人
格
性
と
い
う
こ
の
テ
ー
マ
の
、
非
人
格
性
の

ほ
う
に
す
ご
い
関
心
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
何
か

っ
て
言
う
と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
そ
れ

は
や
っ
ぱ
り “N

atur in G
ott” 

な
ん
で
す
ね
、
つ
ま
り
、

今
日
、
長
谷
先
生
が
い
な
い
の
で
残
念
な
ん
で
す
け
ど
、

長
谷
先
生
お
っ
し
ゃ
っ
た
力
、
威
力
と
あ
る
い
は
ち
ょ

う
ど
逆
に
な
っ
て
い
て
ね
、
い
わ
ば “N

atur in G
ott” 

は
克
服
し
が
た
い
野
生
の
原
理
で
あ
っ
て
、
神
の
中
に

あ
る
力
が
ね
、
こ
れ
は
人
格
的
な
も
の
で
は
お
さ
ま
り

き
れ
な
い
大
変
な
も
の
を
孕
む
と
い
う
か
、
そ
う
い
う

も
の
の
克
服
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
の
が
一

つ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ

で
、
僕
が
思
う
の
は
、
西
谷
先
生
は
や
っ
ぱ
り
二
六
歳

で
あ
の
本
を
訳
さ
れ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
あ
れ
を
受
け

ら
れ
ま
し
た
か
ら
、Pantheism

us

の
理
解
と
し
て
徹
底

さ
れ
て
い
て
、Panentheism

us

と
い
う
必
要
は
な
か
っ

た
と
い
う
の
が
ま
ず
一
つ
ぼ
く
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
そ
れ
と
同
時
に
ね
、
今
度
は
悪
の
問
題
や
な
ん
か

を
も
っ
と
深
め
ら
れ
ま
し
た
か
ら
。
僕
が
思
う
の
は
、

N
ihilism

us

と
い
う
前
か
ら
ね
、
悪
と
い
う
こ
と
は
人

間
の
埒
を
越
え
て
ね
、
自
然
の
芽
と
い
う
こ
と
を
戦
前

の
初
期
の
こ
ろ
か
ら
「
根
源
的
主
体
の
哲
学
」
の
あ
の

頃
か
ら
ね
、
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
の
自
然
の

芽
と
い
う
の
は
、
人
間
が
ど
れ
だ
け
悪
く
な
っ
て
も
そ

れ
の
埒
を
さ
ら
に
超
え
た
ね
、
面
と
い
う
か
な
ん
か
そ

う
い
う
こ
と
を
見
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い

う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
す
る
と
西
田
先
生

の
場
合
は
、
神
は
逆
対
応
的
に
、
ど
れ
だ
け
悪
い
人
の

心
の
中
に
ま
で
ね
、
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
っ
て
こ
と

は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
西
谷
先
生
に
な
る



 

と
そ
れ
は
も
う
ち
ょ
っ
と
さ
ら
に
埒
を
こ
え
て
非
人
格

性
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
見
て
お
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
な
と
い
う
、
そ
う
い
う
感
じ
も
す
る
ん
で
す

け
ど
、
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

田
中	

善
悪
は
や
は
り
人
格
的
な
も
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す

ね
。
非
人
格
的
世
界
と
い
う
と
き
に
は
、
例
え
ば
近
代

の
自
然
科
学
の
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
わ
れ

わ
れ
が
癌
に
か
か
ろ
う
と
エ
イ
ズ
に
か
か
ろ
う
と
、
自

然
現
象
と
し
て
理
解
す
る
と
き
に
そ
こ
に
事
柄
自
体
の

善
悪
は
な
い
と
言
え
る
。
西
谷
先
生
は
お
そ
ら
く
そ
う

い
う
科
学
的
な
世
界
観
が
人
々
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
と

き
に
伝
統
的
な
宗
教
が
そ
う
い
っ
た
近
代
自
然
科
学
の

非
人
格
性
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱
う
の
か
と
、﹃
宗
教

と
は
何
か
﹄
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
善
悪

以
前
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
目
か
ら
見

て
善
と
も
悪
と
も
い
え
な
い
何
か
巨
大
な
力
、
わ
れ
わ

れ
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
あ
る
必
然
性
の
ご
と
き
も

の
を
西
谷
先
生
は
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
問
題
は
実
は
今
度
の
会
議

で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
西
谷
先
生

に
は
、
近
代
科
学
に
よ
っ
て
人
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た

自
然
と
か
世
界
の
も
つ
非
人
格
性
の
問
題
を
哲
学
と
宗

教
は
、
ど
こ
ま
で
真
剣
に
捉
え
得
た
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
問
題
提
起
が
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題

で
す
。
一
つ
の
行
き
か
た
は
、
例
え
ば
、
ハ
ン
ス
・
ヨ

ナ
ス
と
か
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
う
い

っ
た
機
械
論
的
な
自
然
観
は
、
や
は
り
近
代
の
あ
る
抽

象
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
道
で
す
。
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
の
場
合
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
と
か

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
的
な
宇
宙
観
の
意
義
を
再

評
価
し
て
、
近
代
の
自
然
科
学
的
世
界
像
を
越
え
つ
つ

そ
れ
を
う
ち
に
統
合
す
る
よ
う
な
一
つ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ

ー
を
構
築
し
た
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
方
向
性
で
す
。
西

谷
先
生
は
、
こ
う
い
う
根
本
的
な
問
題
を
提
起
さ
れ
た

け
れ
ど
も
、
そ
の
解
決
は
後
の
人
に
委
ね
ら
れ
た
と
私

は
理
解
し
て
い
ま
す
。
西
田
先
生
の
場
合
は
、
西
谷
先

生
と
は
違
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
人
格
的
な
る
も
の
を
根
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幹
に
据
え
て
、
そ
の
な
か
で
場
所
的
弁
証
法
の
問
題
と

し
て
善
悪
を
論
じ
て
い
た
。
晩
年
の
西
田
は
、
一
面
に

お
い
て
神
は
悪
魔
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
え

書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
側
面
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

生
き
た
神
な
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
神
で
あ
る
か
ら
こ

そ
極
悪
非
道
の
人
を
救
う
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
と
い
う

発
想
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
は
非
常
に
聖
書
的
な
神
の

考
え
方
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

八
木	

時
間
な
い
か
ら
簡
単
に
な
ん
で
す
が
、
僕
は
バ
ル
ト
は

あ
ん
ま
り
好
き
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
ね
、
バ

ル
ト
が
悪
と
い
う
の
は das N

ichtige

だ
と
、
つ
ま
り

リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ

れ
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
な
い
も
の
が
悪
魔
的
な
力
を

振
る
う
と
い
う
の
が
悪
の
本
質
な
ん
で
、
悪
と
い
う
二

元
論
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
て
そ
れ
が
人
間
を
支
配

す
る
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
の
に
は
、
賛
成
で

す
ね
。
そ
れ
は
聖
書
的
だ
と
思
い
ま
す
、
逆
に
。

上
田	

簡
単
に
い
え
な
い
の
で
、
言
え
る
と
こ
ろ
か
ら
言
う
と

今
の
、
悪
魔
的
、
ね
。
善
悪
と
い
う
か
ぎ
り
は
こ
う
こ

う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
実
際
に
そ
し
て
科
学
が
あ

っ
て
、
そ
の
悪
魔
的
と
い
う
こ
と
が
西
田
で
も
出
て
い

る
し
、
西
谷
先
生
で
も
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
悪
魔
的

と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
善
悪
の
問
題
よ
り
も
う
少
し

ね
、
大
き
い
と
い
う
か
、
大
き
い
の
で
は
な
い
か
な
と

い
う
気
持
ち
が
す
る
の
で
す
け
ど
ね
。
ど
う
し
て
か
と

い
う
こ
と
で
す
け
ど
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
思
う
と
基

本
の
考
え
方
の
枠
み
た
い
な
も
の
か
ら
言
っ
て
い
か
な

い
と
い
け
な
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
非
常
に
長
く
な
る

か
ら
、
断
面
だ
け
。
一
部
分
だ
け
ね
。
問
題
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
の
。
絶
対
者
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格

性
と
、
そ
れ
で
人
格
と
非
人
格
、
人
格
性
っ
て
こ
と
が

問
題
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
絶
対
者
と
い
う
こ
と

の
ほ
う
を
問
題
と
す
べ
き
だ
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
一
応
そ
う
だ
と
も
ち
ろ
ん
考
え
る
し
、
た

だ
大
本
か
ら
考
え
て
く
場
合
に
は
ね
、
ど
う
し
て
絶
対

者
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
か
と
。
そ
う
す
る
と
私
た

ち
は
宗
教
に
触
れ
て
い
る
か
ら
、
絶
対
者
と
い
わ
れ
る



 

と
親
し
い
言
葉
の
よ
う
に
な
る
ん
だ
け
ど
も
ね
。
し
か

し
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
ね
、
ど
う
し

て
絶
対
的
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の

か
と
。
そ
の
こ
と
か
ら
本
当
は
問
題
に
な
る
と
思
う

ん
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
が
一
つ
と
、
そ
れ
か
ら
今
の

Panentheism
us

、
世
界
は
神
の
う
ち
に
あ
る
。
万
物
は

神
の
う
ち
に
あ
る
と
、
そ
れ
が
そ
う
い
う
そ
こ
だ
け
と

る
とPanentheism

us
と
い
う
の
は
あ
る
特
別
な
見
方

に
な
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
神
と
人
間
と
い

う
こ
と
で
言
わ
れ
る
と
き
に
ね
、
一
応
、
神
と
い
う
こ

と
に
し
て
、
そ
こ
で
や
っ
ぱ
り
神
が
人
間
に
語
り
か
け

る
と
か
、
人
間
が
神
に
語
り
か
け
る
と
か
、
そ
こ
で
、

そ
の
軸
で
見
る
と
き
に
基
本
的
に
は
人
格
と
人
格
的
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
だ
け
ど
、
そ
の
時
に

す
で
に
問
題
と
し
て
は
ね
、
や
っ
ぱ
り
神
と
人
間
と
か

人
間
と
神
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
、
そ
の
場
所
が
、
当

然
、
最
初
か
ら
問
題
で
す
よ
ね
。
そ
の
場
所
を
考
え
る

と
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
最
初
か
ら
神
と
人
間
と
の
か
か

わ
り
は
、
神
と
い
う
の
は
当
然
そ
こ
で
言
わ
れ
ざ
る
を

え
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
第
三
の
場
所
が
あ
る
と
、
神

と
い
う
こ
と
が
言
え
な
く
な
る
か
ら
、
だ
か
ら
最
初
か

ら
や
っ
ぱ
り
神
は
人
間
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
神
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
の
場
所
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
最
初
か
ら
き
ち
ん
と
セ
ッ
ト
さ
れ
て
本
当
は
あ

る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
そ
れ
を
性
格
づ
け
る
た

め
に
ね
、
神
と
人
間
と
い
う
か
か
わ
り
の
と
こ
ろ
で
言

え
ば
、
人
格
性
で
す
ね
、
人
格
的
。
そ
し
て
そ
の
か
か

わ
り
が
行
な
わ
れ
る
場
所
、
こ
れ
は
一
応
、
人
格
的
と

い
う
か
非
人
格
的
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
る
と
、
し
か

し
そ
の
と
き
や
っ
た
ら
あ
ん
ま
り
人
格
と
か
非
人
格
と

い
う
言
葉
か
ら
考
え
て
行
く
と
い
う
上
で
も
、
い
ま
の

よ
う
に
神
と
人
間
の
か
か
わ
り
が
神
に
お
い
て
あ
る
と

い
う
そ
の
基
礎
構
造
そ
の
も
の
か
ら
問
題
に
し
て
行
く

と
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
に
…
。
そ

れ
で
西
田
の
絶
対
無
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
絶
対
無

の
場
所
、
最
初
絶
対
無
と
か
で
て
き
て
そ
れ
か
ら
一
般

者
ね
。
や
っ
ぱ
り
場
所
と
い
う
こ
と
は
最
後
ま
で
、
絶
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対
無
の
場
所
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
場
所
的
論
理
と

宗
教
的
世
界
観
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
や
は
り
場
所
と

言
う
考
え
方
は
一
番
基
本
的
な
も
の
と
し
て
残
る
と
思

わ
れ
る
わ
け
で
す
よ
。
場
所
と
い
う
考
え
方
が
で
て
き

た
最
初
か
ら
、
西
田
は
場
所
に
つ
い
て
、「
於
て
」
こ

れ
は
西
田
の
術
語
だ
か
ら
ち
ょ
っ
と
堅
苦
し
い
術
語
な

ん
で
す
が
、「
於
て
あ
る
も
の
」
と
「
於
て
あ
る
場
所
」

と
、
最
初
か
ら
場
所
と
い
う
考
え
方
の
中
に
二
つ
見
て

い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
こ
れ
は
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
て
ね
、
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
け
れ

ど
も
、
考
察
の
仕
方
と
し
て
は
別
々
に
考
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、「
於
て
あ
る
も
の
」
と
い

う
の
は
個
物
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
た
場
合
も
多
い
け
れ

ど
も
後
に
は
個
と
、
し
か
も
こ
れ
は
最
初
か
ら
「
個
は

個
に
対
し
て
個
で
あ
る
」
と
、
そ
し
て
対
し
て
と
言
う

と
き
に
は
「
働
く
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
、
働
く

個
物
、
も
し
く
は
個
は
個
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
が
い

わ
れ
て
き
て
、
そ
し
て
、「
於
て
あ
る
場
所
」
に
関
し

て
は
有
の
場
所
、
相
対
的
無
の
場
所
そ
れ
か
ら
絶
対
的

無
の
場
所
と
い
う
こ
と
に
う
な
る
わ
け
だ
け
ど
、
そ
の

三
つ
の
場
所
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
も
お
い
て
あ

る
も
の
、
個
と
個
の
か
か
わ
り
と
い
う
こ
と
が
、
絶
え

ず
同
時
に
問
題
に
し
な
が
ら
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
と

ね
、
こ
こ
を
私
は
特
に
強
調
し
た
い
と
思
う
ん
だ
け
ど
、

た
と
え
ば
有
の
場
所
と
い
う
の
と
別
に
あ
る
わ
け
で
は

な
い
ん
で
す
よ
ね
。
有
の
場
所
が
場
所
と
し
て
成
立
す

る
、
そ
の
場
所
と
し
て
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
こ
と
を

考
え
る
わ
け
だ
か
ら
、
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
と
き
に

は
そ
こ
は
も
う
す
で
に
最
小
限
基
本
的
に
は
二
重
に
な

っ
て
い
る
と
思
う
。
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
と
お
な
じ
く
、「
お
い
て
あ

る
も
の
」
の
ほ
う
の
ね
、
こ
れ
は
個
と
個
、
こ
れ
は
、

個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
わ
け
で
す
、
そ
の
個
の
個

を
ど
う
見
て
い
る
か
と
い
う
と
、
一
つ
は
ね
唯
一
絶
対

の
個
と
い
う
ふ
う
に
極
め
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
は
個
は
個
に
対
し
て
と
い
う
、
対
す
る

と
い
う
こ
と
と
あ
る
意
味
で
は
、
形
式
的
に
は
矛
盾
す



 

る
わ
け
だ
け
ど
、
唯
一
絶
対
と
い
う
こ
と
が
い
え
な
け

れ
ば
、
個
と
い
う
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
個

は
個
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
。
そ
れ
と
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
て
、
特
に
西
田
が
唯
一
絶
対
と
い
う

こ
と
と
結
び
つ
け
て
強
調
す
る
の
が
、「
個
は
無
に
滅

し
無
か
ら
蘇
る
」
と
い
う
ね
、
そ
の
こ
と
と
、
だ
か
ら

「
無
に
滅
し
無
か
ら
蘇
る
」
と
い
う
の
と
、
個
は
個
に

対
し
て
と
い
う
そ
の
二
つ
が
か
け
あ
わ
さ
れ
た
よ
う
な

形
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

で
、
対
す
る
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
私
と
汝
、
西
田

の
言
葉
を
使
え
ば
「
私
と
汝
」
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、

や
は
り
「
無
に
滅
し
無
か
ら
蘇
る
」
と
い
う
そ
こ
で
い

う
と
、
た
だ
、
私
と
汝
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
い
え
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
個
と
い
っ
て
し
か
も
無
数

の
個
の
間
に
、
個
は
個
に
対
し
て
個
、
だ
か
ら
、
そ
こ

で
彼
と
い
う
言
葉
を
使
う
形
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
ん

で
す
ね
。
そ
う
い
う
全
体
の
あ
れ
が
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、

非
人
格
的
と
い
わ
れ
る
場
所
の
ほ
う
か
ら
み
る
と
い
う

と
き
も
、
西
田
は
実
際
に
そ
の
「
場
所
に
於
て
あ
る
も

の
」
と
い
う
か
、
そ
の
か
か
わ
り
に
あ
る
も
の
を
同
時

に
見
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
、
だ
か
ら
、
今
ま
で
の

言
葉
の
使
い
方
だ
と
、
非
人
格
的
に
し
て
人
格
的
で
す

ね
。
そ
れ
か
ら
、
人
格
と
い
う
ほ
う
か
ら
見
る
と
、
個

は
個
に
対
し
て
個
と
い
う
こ
と
が
、
そ
し
て
無
に
滅
し

て
と
い
う
と
き
に
は
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
の
が
つ
い

て
く
る
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
や
っ
ぱ
り
人
格
的
と

い
う
と
き
に
同
時
に
非
人
格
的
っ
て
こ
と
を
ふ
く
ん
で

見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
よ
う
な
感
じ
が
し

ま
す
。

延
原	

先
生
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
言
い
換
え
ま
す
と
、

非
人
格
性
の
重
層
性
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん

で
し
ょ
。

上
田	

そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
非
人
格
性
の
重
層
性
と
い
う
こ

と
は
ね
、
人
格
性
の
重
層
性
で
も
同
時
に
あ
る
わ
け
で

す
よ
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
人
格
性
と
い
う
と
き
に
は
、

や
は
り
唯
一
の
個
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
対
す
る
と
い

う
こ
と
、
そ
の
両
方
が
、
そ
れ
こ
そ
結
び
つ
い
て
い
る
。
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延
原	
そ
う
し
ま
す
と
、
重
層
性
、
非
人
格
性
の
重
層
性
と
人

格
性
の
重
層
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
で
す
ね
、
そ
こ
に
宗

教
間
対
話
の
根
拠
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
重
層
的
で
す
か
ら
、
一
つ
だ
け
、
こ
う
い
う
人

格
っ
て
特
定
で
き
な
い
。

上
田	

だ
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
ね
、
そ
の
層
を
下
っ
て
行
く
と
、

深
ま
っ
て
行
く
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な

普
遍
性
と
よ
り
特
殊
な
個
別
性
と
い
う
か
、
そ
れ
が
だ

ん
だ
ん
は
っ
き
り
し
て
く
る
だ
ろ
う
と
。

延
原	

そ
う
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

私
、
最
初
に
田
中
先
生
に
も
ご
質
問
い
た
し
ま
し
た
が
、

滝
沢
先
生
の
現
実
論
で
す
ね
、
場
所
論
と
い
う
か
キ
リ

ス
ト
論
的
な
ね
、
キ
リ
ス
ト
論
的
場
所
論
だ
と
思
う
ん

で
す
よ
。
そ
れ
と
、
西
田
先
生
の
場
所
論
は
ち
ょ
っ
と

違
う
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
重
層
性
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
く
る
と
ね
、
そ
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
ら
非
常
に
あ
り
が
た
い
ん
で
す
よ
。

上
田	

こ
れ
は
、
重
層
性
と
い
う
こ
と
は
特
に
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
私
は
非
常
に
単
純
に
し
て
二
重
性
、

と
い
う
こ
と
で
い
い
ま
す
け
ど
、
本
当
は
あ
れ
で
す
よ

ね
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
さ
っ
き
の
悪
魔
的
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
は
、
猛
烈
に
問
題
と
し
て
大
き
い
と
い
う

か
、
世
界
の
悪
と
か
い
ろ
い
ろ
戦
争
な
ん
か
で
も
そ
う

で
し
ょ
う
が
、
や
っ
ぱ
り
悪
魔
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

い
と
理
解
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う

す
る
と
ま
た
簡
単
に
、
や
め
ら
れ
る
戦
争
が
や
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
と
い
う
、
も
う
す
こ
し
覚
悟

が
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
な
。
そ
し
て
い
ま
重
層
的

と
い
い
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
の
重
層
性
そ
の
も
の
に
一

つ
の
一
種
の
両
義
性
が
あ
っ
て
ね
、
最
初
か
ら
お
か
し

く
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
、
単
純

化
し
て
有
の
場
所
と
絶
対
無
の
場
所
と
い
っ
た
場
合

に
、
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
の
は
簡
単
に
言
え
ば
見
え

な
い
も
の
で
す
か
ら
、
見
え
な
い
も
の
を
世
界
内
存
在

が
ね
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
も
の
が
見
え
な
い
も
の
を

見
な
い
と
い
う
形
に
し
て
、
世
界
を
自
分
の
世
界
に
す

る
と
。
さ
っ
き
神
を
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
話
が



 

あ
り
ま
し
た
け
ど
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
世
界

を
自
分
の
も
の
に
す
る
、
そ
の
と
き
に
は
自
分
は
「
無

に
滅
し
無
か
ら
蘇
る
」
と
い
う
個
で
は
な
く
、「
わ
れ

は
わ
れ
な
り
」
と
い
う
個
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す

ね
。
そ
う
い
う
「
わ
れ
は
わ
れ
な
り
」
と
い
う
わ
れ
は
、

た
ん
に
個
人
の
わ
れ
で
は
な
く
て
、
そ
の
集
合
的
な
エ

ゴ
、
は
る
か
に
エ
ゴ
と
し
て
悪
質
に
な
り
う
る
と
思
う

ん
で
す
。
そ
れ
は
大
義
名
分
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
、
や
っ
ぱ
り
あ
る
種
の
公
で
す
か
ら
。
そ
の
中
の

個
に
対
し
て
の
公
だ
か
ら
、
公
（
お
お
や
け
）
性
を
自

分
で
勝
手
に
上
向
き
に
大
き
く
し
て
い
る
。
と
て
つ
も

な
い
公
の
立
場
を
自
分
の
も
の
と
す
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
も
っ
と
た
ち
が
悪
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
そ
の
た
ち
の
悪
さ
の
働
き
が
虚
無
と
い
う
こ
と

と
結
び
つ
い
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
見
え
な
い

も
の
を
見
な
い
、
絶
対
無
の
場
所
を
見
な
い
で
世
界
の

内
に
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
は
、
そ
れ
で
す
む
と
い
う

の
で
は
な
く
て
ね
、
や
っ
ぱ
り
見
な
い
も
の
が
絶
対
無

の
場
所
が
虚
無
に
な
っ
て
、
世
界
に
そ
こ
に
、
そ
し
て
、

そ
こ
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
狂
乱
的
に
な
っ
て
く
る
と
、

そ
れ
が
ま
さ
に
悪
魔
の
喜
び
で
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
も
っ
と
も
っ
と
問
題
は
繋
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
人
格
と
非
人
格
と
最
初
か
ら
結
び
つ
い
た

こ
と
と
し
て
考
え
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

延
原	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
す
ば
ら
し
い
発
題
を
田
中

先
生
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
と
い
ろ
い
ろ
な
ご
意

見
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ド
ン
ピ
シ
ャ
リ
と
上
田
先
生

の
締
め
が
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


