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陀
の
本
願
に
生
き
る
」
絶
対
他
力
の
立
場
へ
の
転
換
を
抜
き
に

し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

宗
教
に
お
け
る
「
信
」
と
は
必
ず
し
も
自
我
の
倫
理
的
・
道

徳
的
意
志
と
決
断
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
た
だ
回
心
（
覚
醒
）
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
。
宗
教
は
如

何
な
る
も
の
に
せ
よ
、
こ
の
回
心
の
事
実
を
抜
き
に
し
て
は
考

え
ら
れ
な
い
。
回
心
と
は
、
一
言
で
云
え
ば
、
自
我
が
い
わ
ば

自
我
な
ら
ぬ
見
え
な
い
力
に
よ
っ
て
そ
の
閉
鎖
性
が
打
ち
破
ら

れ
、
自
我
を
超
え
た
一
層
深
い
リ
ア
リ
テ
ィ
に
目
覚
め
る
と
い

う
こ
と
、
八
木
の
言
葉
で
云
え
ば
、「
自
我
」
が
「
自
己
」
に

目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宗
教
心
に
は
当
然

普
段
の
我
執
に
満
ち
た
自
我
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
伴

う
。
そ
う
し
た
自
己
否
定
は
徹
底
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
否
定
が
自
我
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
一
種

Ⅰ

本
書1

を
貫
く
基
本
的
テ
ー
マ
は
「
経
験
・
自
覚
・
言
葉
」
と

い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
経
験
と
は
「
純
粋
経
験
」
も
し
く
は
「
直

接
経
験
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
自
覚
」
と
は
言
葉
を
換
え

れ
ば
「
覚
醒
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
言
葉
」
の
問

題
が
そ
れ
に
結
び
つ
く
。
本
発
表
で
特
に
考
え
た
い
の
は
、
ま

ず
宗
教
上
の
「
覚
醒
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
タ
イ

ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
イ
エ
ス
と
禅
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
親
鸞
の
回
心
、
す
な

わ
ち
「
三
願
転
入
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
八

木
が
強
調
す
る
パ
ウ
ロ
の
律
法
主
義
か
ら
の
脱
却
と
「
キ
リ
ス

ト
が
わ
が
う
ち
に
あ
り
て
生
き
る
こ
と
」
へ
の
転
換
を
考
え
る

場
合
、
ど
う
し
て
も
親
鸞
の
「
自
力
修
善
」
の
立
場
か
ら
「
弥

『
対
談
評
釈　

イ
エ
ス
の
言
葉
／
禅
の
言
葉
』
に
よ
せ
て井

上
克
人
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の
肯
定
に
変
わ
っ
て
い
る
。
真
の
否
定
は
、
こ
う
し
た
否
定
の

悪
無
限
が
断
ち
切
ら
れ
、
も
は
や
絶
対
に
自
我
な
ら
ぬ
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
生
じ
起
こ
っ
て
く
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
否
定

し
よ
う
と
す
る
自
我
が
、
そ
の
底
か
ら
打
ち
破
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
自
我
が
自
我
に
死
に
切
っ
た
と
こ
ろ
、
個
と
し
て
の
自
我

の
如
何
な
る
働
き
も
否
定
さ
れ
尽
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に

も
は
や
絶
対
に
自
我
な
ら
ぬ
も
の
、
自
我
を
超
え
た
も
の
が
顕

わ
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
「
我
も
は
や
生
き
る

に
あ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
わ
が
内
に
あ
り
て
生
き
る
な
り
」（
ガ
ラ

テ
ア
二
：
二
〇
）
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
を
指
し
て
い
よ
う
。
要

す
る
に
回
心
と
は
自
我
の
限
界
ギ
リ
ギ
リ
の
極
み
に
於
い
て
、

そ
う
し
た
個
的
実
存
の
働
き
を
翻
し
、
そ
れ
を
場
所
的
に
包
み

起
こ
す
絶
対
的
一
者
か
ら
の
働
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
親
鸞
の

「
信し

ん
ぎ
ょ
う樂
を
獲ぎ
ゃ
く
と
く得
す
る
こ
と
は
、
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
發ほ
っ
き起
す2
」

と
い
う
言
葉
や
、「
信
楽
」
の
核
心
と
も
言
う
べ
き
「
帰
命
」
が

「
本ほ

ん
が
ん
し
ょ
う
か
ん

願
招
喚
の
勅ち
ょ
く
め
い命な
り3

」
と
表
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も

こ
う
し
た
消
息
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
如
来
の
願
心
の
働
き
な

く
し
て
信
心
は
起
こ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
如
来
の
発
願
回

向
が
現
実
の
こ
の
私
の
上
に
働
い
て
い
れ
ば
こ
そ
、
煩
悩
熾
盛

の
凡
夫
に
は
と
て
も
起
こ
り
よ
う
の
な
い
は
ず
の
回
心
が
ひ
き

起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
罪
悪
深
重
な
る

自
己
と
、「
絶
対
に
他
な
る
も
の
」
と
し
て
の
如
来
と
の
間
に
あ

る
隔
絶
し
た
関
係
が
根
底
か
ら
突
破
さ
れ
、
し
か
も
自
己
と
如

来
と
の
間
の
人
格
的
対
応
関
係
を
も
更
に
一
歩
超
え
出
る
よ
う

な
立
場
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い4

。

で
は
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
八
木
は
、
パ

ウ
ロ
の
例
を
「
自
己
‐
自
我
‐
直
接
経
験
」
と
し
て
、
大
略
次

の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る5

。

パ
リ
サ
イ
派
時
代
の
パ
ウ
ロ
は
、
神
が
父
祖
に
与
え
た
律
法

を
日
常
生
活
の
諸
状
況
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
と
に
専
心
し

て
い
た
。
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
最
高
の
義
務
で
あ
る
ば
か

り
か
、
律
法
を
行
う
か
ど
う
か
に
民
族
の
幸
福
と
本
人
の
義

認
が
懸
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
律
法
の
行
は
神
と
民
へ

の
奉
仕
で
あ
り
、
ま
た
自
分
の
安
全
維
持
の
た
め
で
あ
り
、

同
胞
か
ら
の
尊
敬
獲
得
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
律
法
遵
守
の

成
功
こ
そ
が
自
己
の
誇
り
と
な
り
、
自
己
栄
化
へ
の
道
を
歩
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む
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
律
法
（
＝
言
語
）
と

エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
結
合
し
て
い
る
。
つ
ま
り
律
法
遵
守
の
主
体

は
我
執
に
充
ち
た
「
自
我
」
に
過
ぎ
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
、
律

法
主
義
を
否
定
し
て
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
よ
る
救
済
を
説
く
原

始
キ
リ
ス
ト
教
団
を
迫
害
す
る
。
こ
う
し
て
律
法
の
行
に
熱

中
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
単
な
る
自
我
」
と
な
っ
て
、
自
己
栄

化
の
「
む
さ
ぼ
り
」（
我
執
）
の
虜
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
彼
は
そ
う
し
た
在
り
方
か
ら
脱
却
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
。
そ
の
解
決
（
回
心
）
が
い
か
に
し
て
生
起
し
た
か
は

定
か
で
は
な
い
が
、
パ
ウ
ロ
自
身
は
「
神
が
御
子
を
私
の
な

か
に
啓
示
し
た
」
と
語
る
（
ガ
ラ
テ
ア
二
：
一
五
‐
一
六
）。

回
心
し
た
パ
ウ
ロ
は
「
律
法
の
道
を
歩
ん
だ
私
は
、
律
法
に

対
し
て
、
死
ん
だ
。
も
は
や
生
き
て
い
る
の
は
私
で
は
な
い
。

キ
リ
ス
ト
が
私
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
だ
」
と
告
白
す
る

（
ガ
ラ
テ
ア
二
：
一
九
‐
二
〇
）。
律
法
の
道
を
歩
ん
で
い
た

私
（
自
我
）
は
滅
び
た
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
。
パ
ウ
ロ

は
「
肉
に
あ
る
私
は
御
子
（
キ
リ
ス
ト
）
を
信
ず
る
信
仰
に

よ
っ
て
生
き
て
い
る
」
と
語
る
（
ガ
ラ
テ
ア
二
：
二
〇
）。
滅

び
た
の
は
我
執
的
自
我
で
あ
っ
た
。「
肉
に
あ
る
私
」
と
は
身

体
の
こ
と
で
あ
り
、
真
の
主
体
と
し
て
「
生
き
て
い
る
」
の

は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
パ
ウ
ロ
の
真
実
の
主
体
、

人
間
の
本
質
を
生
か
す
働
き
で
あ
る
。

以
上
が
、
八
木
に
よ
る
説
明
な
の
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、

パ
ウ
ロ
の
回
心
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
起
こ
っ
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

で
は
親
鸞
の
「
三
願
転
入
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

の
か
。
次
に
少
し
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い6

。

Ⅱ親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
「
三
願
転
入
」
の
告
白
文
は
以
下
の
如
く

で
あ
る
。

か
な
し
き
か
な
、
垢く

し
ょ
う鄣
の
凡
愚
、
無む
さ
い際
よ
り
こ
の
か
た
、

助じ
ょ
し
ょ
う正
間け
ん
ぞ
う雑
し
、
定
じ
ょ
う
さ
ん散
心し
ん
ぞ
う雑
す
る
が
ゆ
へ
に
、
出し
ゅ
つ
り離
そ
の
期ご

な

し
。
み
づ
か
ら
流る

て
ん転
輪り
ん
え回
を
は
か
る
に
、
微み
じ
ん
ご
う

塵
劫
を
超ち
ょ
う
か過
す

と
も
佛ぶ

つ
が
ん
り
き

願
力
に
帰き

し
が
た
く
、
大
信
海
に
い
り
が
た
し
。
ま

こ
と
に
傷し

ょ
う
さ嗟
す
べ
し
。
ふ
か
く
悲ひ
た
ん歎
す
べ
し
。
お
ほ
よ
そ
、

大
小
聖し

ょ
う
に
ん
人
、
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉か
ご
う号
を
も
て
お
の
れ
が

善ぜ
ん
ご
ん根
と
す
る
が
ゆ
へ
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
佛
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智
を
さ
と
ら
ず
。
か
の
困
を
建こ
ん
り
ゅ
う立
せ
る
こ
と
を
了り
ょ
う
ち知
す
る
こ

と
あ
た
は
ざ
る
〔
が
〕
ゆ
へ
に
、報ほ

う
ど土
に
い
る
こ
と
な
き
な
り
。

（
三
願
転
入
）
こ
こ
を
も
て
、
愚ぐ

と
く
し
ゃ
く

禿
釈
の
鸞
、
論ろ
ん
じ
ゅ主
の
解げ

ぎ義

を
あ
ふ
ぎ
、
宗し

ゅ
う
し師
の
勧か
ん
げ化
に
よ
り
て
、
ひ
さ
し
く
萬
ま
ん
ぎ
ょ
う行
諸
善

の
假け

も
ん門
を
い
で
て
、
な
が
く
雙そ
う
じ
ゅ
り
ん
げ

樹
林
下
の
往
生
を
は
な
る
、

善ぜ
ん
ぽ
ん
と
く
ほ
ん

本
徳
本
の
眞
門
に
廻え
に
う入
し
て
、
ひ
と
へ
に
難な
ん
し
お
う
じ
ょ
う

思
往
生
の
心し
ん

を
お
こ
し
き
。
し
か
る
に
、
い
ま
こ
と
に
方ほ
う
べ
ん便
の
眞
門
を
い

で
て
、
選せ

ん
ぢ
ゃ
く擇
の
願が
ん
か
い海
に
轉
入
せ
り
。
す
み
や
か
に
難
思
往
生

の
心
を
は
な
れ
て
、難
思
議
往
生
を
と
げ
ん
と
ほ
ち
（
欲
）
す
。

果か
す
い遂
の
ち
か
ひ
、
ま
こ
と
に
ゆ
へ
あ
る
か
な
。

（
報
恩
の
行
）
こ
こ
に
ひ
さ
し
く
願
海
に
い
り
て
、
ふ
か
く

佛
恩
を
し
れ
り
。
至し

と
く徳
を
報ほ
う
し
ゃ謝
の
た
め
に
、
眞
宗
の
簡か
ん
よ
う要
を

ひ
ろ
ふ
て
、
恒こ

う
じ
ょ
う常
に
不
可
思
議
の
徳と
く
か
い海
を
稱し
ょ
う
ね
ん念
す
。
い
よ
い

よ
こ
れ
を
喜き

あ
い愛
し
、
こ
と
に
こ
れ
を
頂ち
ょ
う
だ
い戴す
る
な
り7

。

こ
こ
に
は
親
鸞
が
自
力
の
過
程
を
経
て
自
己
の
無
力
に
逢
着

し
、
絶
対
他
力
の
法
門
に
転
入
し
て
い
っ
た
経
緯
が
詳
さ
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
今
簡
単
に
そ
の
過
程
を
辿
っ
て
み
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
四
十
八
願
中
の
第
十
九
願
に
曰

く
、

た
と
ひ
わ
れ
佛
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
菩
提
心
を

お
こ
し
、
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
修
し
、
心
を
い
た
し
發
ほ
つ
が
ん

願
し

て
、
わ
が
く
に
に
む
ま
れ
ん
と
お
も
は
ん
、
壽
じ
ゅ
じ
ゅ

終
の
と
き
に

の
ぞ
み
て
、
た
と
ひ
大
だ
い
し
ゅ

衆
と
圍
い
に
ょ
う

繞
し
て
、
そ
の
ひ
と
の
ま

へ
に
現
ぜ
ず
ば
、
正
し
ょ
う
が
く

覺
を
と
ら
じ8

。

こ
れ
は
「
万
行
諸
善
の
仮
門
」
と
称
さ
れ
、
こ
の
願
に
対
応

す
る
邪
定
聚
の
機
が
、
定
善
、
散
善
を
修
し
、
そ
の
功
徳
に
よ

っ
て
往
生
を
発
願
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
自
力

修
善
の
行
為
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
っ
て

も
完
成
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
煩
悩
熾

盛
の
凡
夫
に
と
っ
て
、
菩
提
心
を
発
し
、
諸
功
徳
を
修
す
な
ど
、

所
詮
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
懸
命
に
至
心
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
自
己
の
無
力
に
絶
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
不
断

の
修
善
を
重
ね
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
永
遠
の
過
去
か
ら
の
宿
業

と
も
言
う
べ
き
自
己
の
罪
障
が
そ
れ
で
払
拭
さ
れ
る
わ
け
で
も

な
く
、往
生
浄
土
の
確
信
は
ま
す
ま
す
薄
れ
、双
樹
林
下
の
往
生
、

す
な
わ
ち
臨
終
来
迎
を
俟
つ
よ
り
他
に
手
立
て
は
な
い
。
第

十
九
願
が
「
臨
終
現
前
の
願
」
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
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う
し
た
自
力
修
善
へ
の
絶
望
と
、
自
己
の
根
底
に
纏
わ
る
罪
障

の
自
覚
か
ら
、
第
十
九
願
の
立
場
を
離
れ
、
他
力
念
仏
の
行
に

励
む
難
思
往
生
の
立
場
へ
の
決
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
善
本
徳
本
の
真
門
」
と
呼
ば
れ
る
第
二
十
願
の
立
場
で

あ
る
。
曰
く
、

た
と
ひ
わ
れ
佛
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
わ
が

名

み
ょ
う
ご
う

號
を
き
き
て
、
念
を
わ
が
く
に
に
か
け
て
、
も
ろ
も
ろ
の
徳

本
を
う
へ
て
、
心
を
い
た
し
廻
え
こ
う

向
し
て
、
わ
が
く
に
に
む
ま

れ
ん
と
お
も
は
ん
、
果
か
す
い

遂
せ
ず
は
正
し
ょ
う
が
く

覺
を
と
ら
じ9

。

こ
の
願
に
対
応
す
る
不
定
聚
の
機
と
は
、
自
力
に
よ
る
一
切

の
修
善
の
行
を
放
擲
し
、
た
だ
ひ
た
す
ら
他
力
念
仏
に
励
み
、

そ
の
善
本
徳
本
た
る
功
徳
を
以
っ
て
往
生
を
願
う
者
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
も
「
本
願
の
嘉
号
を
も
て
お
の
れ
が

善
根
と
す
る
」
自
力
執
心
が
拭
い
切
れ
ず
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
て

い
る
。
他
力
念
仏
に
ひ
た
す
ら
励
も
う
と
す
る
実
存
的
決
断
と

そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
、
自
己
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、

他
力
は
真
の
他
力
た
り
え
な
い
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
人
間
的
主
体
に
執
拗
に
纏
わ
り
つ
い
た
自

己
矛
盾
が
、
そ
の
根
本
か
ら
翻
さ
れ
、
打
ち
砕
か
れ
る
の
は
至

心
信
楽
の
大
信
海
に
帰
入
す
る
時
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
十
八
願

の
立
場
で
あ
る
。
曰
く
、

た
と
ひ
、
わ
れ
佛
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
心
を
い

た
し
信

し
ん
ぎ
ょ
う

樂
し
て
わ
が
く
に
に
む
ま
れ
ん
と
お
も
ひ
て
、
乃
な
い
し

至
十
じ
ゅ
う
ね
ん

念
せ
ん
、
も
し
む
れ
ざ
ず
ば
正
し
ょ
う
が
く

覺
を
取
ら
じ
、
と
。

た
だ
、
五
ご
ぎ
ゃ
く

逆
と

誹

ひ
ぼ
う
し
ょ
う
ほ
う

謗
正
法
を
の
ぞ
く0

。

こ
の
願
に
対
応
し
た
正
定
聚
の
機
こ
そ
が
絶
対
他
力
の
立
場

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
自
己
」
を
起
点
と
す
る
一
切
の
行
為
が

覆
さ
れ
、
た
だ
阿
弥
陀
如
来
の
願
心
よ
り
廻
施
せ
ら
れ
た
真
実

信
楽
が
開か

い
ほ
つ発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
三
願
転
入
」
と
称
さ
れ
る
親
鸞
の
宗
教
的
自
覚
の

深
化
向
上
の
過
程
で
あ
る
。
第
十
九
願
、
第
二
十
願
と
も
に
、

自
己
自
身
の
矛
盾
に
順
次
逢
着
し
、
そ
の
矛
盾
の
自
覚
を
通
し

て
漸
く
最
後
に
第
十
八
願
の
立
場
へ
と
飛
躍
翻
転
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
第
十
八
願
の
立
場
は
、
第
十
九
願
、
第
二
十
願
の

立
場
か
ら
最
終
目
標
と
し
て
目
指
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
両
者
を
根
源
的
に
超
越
し
、
宗
教
的
自
覚
の
矛
盾
的
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発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
か
ら
支
え
包
み
込
む

仕
方
で
自
ら
の
方
へ
と
転
入
さ
せ
る
自
己
内
還
帰
の
運
動
で
あ

る
と
云
っ
て
よ
い
。
い
わ
ば
「
浄
土
真
実
」
は
ど
こ
ま
で
も
絶

対
的
な
「
元
初
」（A

nfang

）
と
し
て
、そ
こ
か
ら
「
方
便
真
実
」

へ
と
身
を
翻
し
、
そ
う
し
た
自
己
展
開
を
通
し
て
再
び
自
己
へ

と
還
帰
す
る
円
環
的
自
己
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
了
め

留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
展
開
に
於

い
て
、「
元
初
」
は
決
し
て
そ
れ
自
身
未
発
展
の
直
接
性
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
展
開
の
全
プ
ロ
セ
ス
を
統
べ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

根
本
的
支
柱

0

0

0

0

0

と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
根
源
的
性
格
を
保
持

す
る
〈
場
所
的
元
初
〉
な
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
方
便
化
土
へ
と
自
ら
を
展
開
さ
せ
、
そ
こ
に
内
在
化
し

つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
自
身
ど
こ
ま
で
も
超
越
性
を
失
う
こ
と
の

な
い
「
超
越
的
内
在
」
の
性
格
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
更
に
敷
衍
し
て
云
え
ば
、
浄
土
真
実
は
、
方
便
化
土
の
根

拠
（G

rund

）
た
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
根
拠
と
し
て
の
在

り
方
を
も
絶
す
る
「
無
底
（A

bgrund

）」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ

で
は
、
こ
の
第
十
八
願
、
正
定
聚
の
機
の
立
場
と
は
ど
の
よ

う
な
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
十
九
願
の
自
力
修
善

の
立
場
か
ら
第
二
十
願
の
専
修
念
仏
の
立
場
へ
の
転
入
に
は
或

る
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
。「
至
心
発
願
」
に
せ
よ
「
至
心
回
向
」

に
せ
よ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
そ
れ
な
り
に
ひ
た
む
き
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
あ
ら
ゆ
る
諸
善
を
施
し
た
と
こ
ろ

で
決
し
て
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
ら
の
罪
障
と
、
延
い

て
は
、
ど
う
足あ

が掻
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
ど
う
す
る
す
べ
も
な
く

厳
然
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
生
死
の
矛
盾
に
逢
着
し
、
そ
う
し

た
絶
望
の
ど
ん
底
か
ら
た
だ
一
心
に
救
わ
れ
た
い
と
い
う
切
な

る
欲
求
か
ら
生
じ
て
き
た
の
が
第
二
十
願
の
専
修
念
仏
の
立
場

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
弥
陀
の

名
号
を
専
念
す
れ
ば
よ
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て

口
先
だ
け
で
称
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
帰
命
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
一
切
の
は

か
ら
い
を
投
げ
棄
て
て
弥
陀
に
従
う
こ
と
、
自
己
否
定
に
徹
す

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
自
己
否
定
に
徹
し
よ
う
と
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至
心
に
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
も
自
力
の
あ
く
な
き

我
執
が
影
の
よ
う
に
付
き
纏
う
。
こ
の
我
執
こ
そ
が
第
十
九
願
、

第
二
十
願
の
立
場
の
底
に
共
通
に
伏
在
す
る
病
根
で
あ
る
。
こ

う
し
た
人
間
存
在
の
底
に
潜
む
自
己
矛
盾
を
そ
の
根
底
か
ら
翻

し
、そ
れ
を
包
摂
す
べ
く
開
か
れ
て
く
る
の
が「
至
心
信
楽
の
願
」

と
云
わ
れ
る
第
十
八
願
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫

は
煩
悩
具
足
の
ま
ま
、
そ
れ
が
弥
陀
の
光
明
に
よ
っ
て
照
ら
し

返
さ
れ
、
い
わ
ば
透
明
化
さ
れ
る
。
私
が
信
ず
る
も
信
じ
な
い

も
な
い
。
た
だ
こ
の
私
の
存
在
の
全
体
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま

弥
陀
の
光
明
に
包
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
自
己
中

心
的
な
殻
が
打
ち
砕
か
れ
、
翻
さ
れ
て
、
弥
陀
中
心
に
逆
転
回

す
る
の
で
あ
る
。「
信

し
ん
ぎ
ょ
う楽
開か
い
ほ
つ發
の
時じ
こ
く尅
の
極ご
く
そ
く促
」（
信
心
を
獲
る

時
の
き
わ
ま
り
。
信
の
開
け
る
初
め
て
の
瞬
間
）
と
は
こ
う
い

う
瞬
間
を
謂
う
。

従
っ
て
三
願
転
入
は
、
第
十
九
願
か
ら
第
二
十
願
へ
と
矛
盾

を
乗
り
越
え
な
が
ら
最
終
究
極
的
な
第
十
八
願
に
到
達
す
る
と

い
う
単
な
る
過
程
的
弁
証
法
の
枠
組
で
は
到
底
そ
の
真
意
は
つ

か
め
な
い
。
先
述
の
如
く
三
願
転
入
は
、
過
程
を
超
え
た
も
の

が
方
便
に
よ
る
過
程
へ
と
自
己
展
開
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
於

い
て
自
己
内
還
帰
す
る
と
い
う
構
造
を
も
つ
。
特
に
第
二
十
願

か
ら
第
十
八
願
へ
の
転
入
は
断
じ
て
過
程
的
移
行
で
は
な
い
。

第
十
八
願
へ
の
転
入
と
は
、
む
し
ろ
、
第
二
十
願
に
於
け
る
自

0

0

0

0

0

0

0

0

0

己
矛
盾
の
逢
着
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
そ
こ
に
於
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

じ
め
て
可
能
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
「
場
所
」
と
し
て
第
十
八

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

願
の
立
場
が
開
顕
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
いb

。
つ
ま
り
第
二
十
願
の
機
が
所
詮
は
自
力
に
よ
る
も
の

に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
〈
気
付
き
〉
が
生
ま
れ
る
ま
さ
に
そ

の
と
こ
ろ
に
、
お
の
ず
か
ら
第
十
八
願
が
働
い
て
い
た
と
い
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
0

0

で
あ
る
。
す
で
に

0

0

0

第
十
八
願
の
願
海
に
包
み
抱
か
れ
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
矛
盾
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
と
も
云

え
よ
う
。「
い
ま
〔
ま
〕
こ
と
に
方ほ

う
べ
ん便
の
眞
門
を
い
で
て
、
選
せ
ん
ぢ
ゃ
く擇

の
願が

ん
か
い海
に
轉
入
せ
り
」（
カ
ギ
括
弧
は
引
用
者
補
足
）
と
か
、「
こ

こ
に
ひ
さ
し
く
願
海
に
い
り
て
、
ふ
か
く
佛
恩
を
し
れ
り
」
と

い
っ
た
表
現
は
、
恐
ら
く
こ
う
し
た
消
息
を
謂
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
第
十
八
願
へ
の
転
入
と
は
、

す
で
に
自
分
が
そ
の
中
に
包
み
抱
か
れ
て
い
た
こ
と
の
自
覚
を
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云
う
の
で
あ
り
、
逆
に
云
え
ば
、
第
十
八
願
は
、
方
便
化
土
に

於
け
る
矛
盾
の
逢
着
の
歴
史
的
過
程
を
わ
れ
わ
れ
凡
夫
に
経
巡

ら
せ
な
が
ら
、
そ
の
過
程
を
貫
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
根
源
的
な

元
初
、
も
し
く
は
「
畢
竟
帰
処
」
と
し
て
自
ら
の
方
へ
と
導
き

入
れ
る
働
き
を
意
味
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。「
久
入
願
海
」
と

は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
如
く
、
第
十
八
願
は
自

力
が
覆
さ
れ
る
瞬
間
に
開
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
い0

ま0

〔
ま
〕
こ
と
に
」
の
意
義
も
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
の

「
い
ま
」
は
「
久
」
に
示
さ
れ
る
第
十
八
願
の
根
源
的
既
在
性

0

0

0

へ

の
目
覚
め
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
獲
信
」
の
瞬
間
的
現
在
と

本
願
の
既
在
性
と
の
同
時
的
な

0

0

0

0

出
会
い
が
見
て
取
ら
れ
る
。
し

か
し
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、「
久
入
願
海
」
の
体
験
に
於
い

て
、
願
海
は
過
程
的
に
到
達
さ
れ
る
べ
き
目
標
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
う
し
た
過
程
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た「
場
」で
あ
っ
て
、

第
十
八
願
へ
の
転
入
が
実
現
さ
れ
る
こ
の
「
い
ま
」
は
、
じ
つ

は
い
つ
も
す
で
に

0

0

0

0

0

0

そ
れ
と
気
付
か
れ
ぬ
仕
方
で
不
断
に
働
い
て

い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
そ
う
し
た
過
去
・
現
在
・

未
来
を
貰
く
絶
対
現
在
が
、
転
入
の
「
い
ま
〔
ま
〕
こ
と
に
」

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
の
覆
蔵
さ
れ
た
在
り
方
か
ら
翻
さ
れ
、

ま
さ
に
絶
対
の
現
在
と
し
て
顕
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
「
至
心
信
楽
」
に
於
け
る
時
間
論
的
意
味
は
、

た
だ
そ
れ
だ
け
に
尽
き
な
い
更
に
復
雑
な
構
造
を
も
つ
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、「
信
」
と
い
う
事
態
が
決
し
て
単
純
に
い
わ
ゆ

る
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
」
の
論
理
だ
け
で
は
片
付
か
な
い

性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
事
柄
を

「
永
遠
の
今
」
の
自
己
展
開
と
だ
け
見
る
観
点
か
ら
は
、
真
に
過

程
的
な
も
の
、
時
間
的
な
も
の
、
歴
史
的
な
も
の
の
意
義
は
抜

け
落
ち
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
特
に
、
浄
土
教
の
往
生
思
想
に

於
い
て
は
、
宗
教
的
自
覚
は
歴
史
性

0

0

0

を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら

れ
ず
、
そ
の
こ
と
は
言
葉
を
換
え
て
云
え
ば
、
方
便
真
実
の
積

極
的
意
味
に
も
つ
な
が
る
問
題
な
の
で
あ
るc

。
こ
こ
に
一
つ
の

問
題
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
親
鸞
の
『
末
燈
鈔
』
三
の
冒
頭

に
あ
る
次
の
よ
う
な
文
で
あ
る
。「
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
か

な
ら
ず
正

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
、
等と
う
し
ょ
う
が
く

正
覺
の
く

ら
ゐ
と
申も

う
すな
りd

。」
す
な
わ
ち
「
正
定
聚
」
と
云
っ
て
も
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
「
等
正
覚
」
で
あ
っ
て
正
覚
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
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無
上
覚
に
い
た
る
べ
き
弥
勒
と
同
じ
く
、
如
来
の
近
く
に
あ
っ

て
如
来
と
等
し
い
位
、
つ
ま
り
仏
に
な
る
べ
く
定
ま
っ
た
位
、

云
う
な
れ
ば
未
完
了
の
ま
ま
の
成
就

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
点
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
「
横
超
」
の
時
間

性
は
、「
超
越
的
同
時
性
」
で
あ
る
と
と
も
に
、「
歴
史
的
異
時
性
」

で
も
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
異
時
性
に
於
け
る
同
時
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
横
超
・

即
得
往
生
の
「
即
」
の
同
時
性
は
つ
ね
に
必0

得
往
生
と
し
て
、

本
願
力
に
よ
っ
て
方
位
づ
け
ら
れ
た
同
時
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
異
時
的
に
引
き

0

0

0

0

0

0

延
ば
さ
れ
た
歴
史
的
同
時
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
っ
て
、そ
の
こ
と
が
「
等

正
覚
」
と
か
「
必
」
と
い
う
言
葉
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
い
わ
ゆ
る「
神

の
国
」
も
し
く
は
「
神
の
支
配
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八
木

は
そ
れ
を
〈
現
在
〉
の
と
こ
ろ
で
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
は
来
る
べ
き
未
来
の
こ
と
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
詳
し
く

述
べ
た
い
。

と
も
か
く
、
以
上
縷
々
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
先
回
り
し
て

云
え
ば
、
八
木
が
「
人
格
主
義
」
の
名
の
下
に
一
掃
し
て
し
ま

う
宗
教
に
お
け
る
「
歴
史
性
」
の
積
極
的
意
義
に
も
関
わ
っ
て

く
る
。
ま
た
、
後
に
触
れ
る
八
木
神
学
の
根
幹
を
な
す
「
神
が

人
の
中
に
あ
り
、
人
が
神
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
「
神
と
人
と

の
相
互
内
在
」
の
構
造
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
親
鸞
の
絶
対

他
力
の
構
造
は
是
非
と
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅳ

第
十
九
願
に
云
う
「
至
心
発
願
」
に
せ
よ
、
ま
た
第
二
十
願

の
「
至
心
回
向
」
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
が
衆
生
に
と
っ
て
は
一

途
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る

阿
弥
陀
如
来
と
衆
生
と
の
関
係
は
、
い
わ
ば
呼
応
的
対
応
関
係

に
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
衆
生
は
ど
こ
ま
で
も
彼
岸
に
立
ち
た

ま
う
如
来
か
ら
の
働
き
か
け
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
帰
命
し
、

方
便
法
身
と
し
て
の
仏
に
対
応
的
に
向
き
合
う
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
意
味
で
、
衆
生
に
と
っ
て
、
如
来
は
ど
こ
ま
で
も
彼

岸
的
超
越
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
尽
十
方
無
碍
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光
如
来
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
つ
も
い
か
な
る
と
き
も
私
の

存
在
の
脚
下
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
如
来
と
私
と

の
関
係
は
一
面
で
は
呼
応
的
対
応
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

じ
つ
、
如
来
は
、
西
田
哲
学
の
用
語
を
以
っ
て
云
い
表
わ
せ
は
、

逆
対
応
的
に

0

0

0

0

0

私
の
脚
下
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
場
所
的
に
私
を
包

ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
瀧
澤
克
己
の
所
謂
「
イ
ン
マ
ニ
ュ
エ
ル

の
原
事
実
」
に
相
応e

）。
真
仏
土
は
無
量
光
明
土
と
し
て
場
所
的

包
摂
的
で
あ
る
。
従
っ
て
宗
教
的
回
心
と
は
、
方
便
に
よ
っ
て

呼
応
的
対
応
関
係
に
あ
っ
た
在
り
方
が
翻
さ
れ
て
、
場
所
的
包

摂
関
係
に
摂
収
さ
れ
る
こ
と
と
解
し
て
よ
い
。
し
か
し
尽
十
方

無
碍
光
如
来
の
働
き
は
、
こ
の
回
心
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
き
た
も
の
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
方
便
に
於
け
る
過
程
の
中
に
つ
ね
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

滞
る
こ
と
な
く
働
き
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
自
力
に
執
す

る
限
り
、
衆
生
は
自
己
の
脚
下
に
働
く
こ
う
し
た
根
源
的
働
き

に
気
付
く
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
背
き
、
如
来
や
浄
土
を

形
而
上
的
彼
岸
に
求
め
、
ど
こ
ま
で
も
背
仏
的
な
仕
方
で
欲
求

的
で
あ
り
、
意
志
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
仏
に
背
反

的
な
衆
生
も
如
来
の
働
き
か
ら
決
し
て
離
れ
て
在
る
の
で
は
な

く
、
如
来
は
背
仏
的
な
私
の
脚
下
に
在
っ
て
、
つ
ね
に
逆
対
応

的
な
仕
方
で
こ
の
私
を
支
え
、
在
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
私
の
存
在
の
根
源
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

如
来
は
つ
ね
に
私
に
対
し
て
内
在
的
で
あ
る
が
、
逆0

対
応
的
に

私
に
接
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
絶
対
的
に
超
越
的
で
あ
る
。

浄
土
す
な
わ
ち
真
仏
土
と
は
、
い
わ
ば
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り0

、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
働
く
絶
対
実
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
絶
対
者

に
帰
命
す
る
と
は
、
こ
ち
ら
か
ら
絶
対
者
に
面
す
る
と
か
融
合

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
と
云
っ
て
我
々
が
自
己
の
内

に
内
省
的
に
絶
対
者
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
た
だ

逆
対
応
的
に
絶
対
者
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
者
は
ど
こ
ま

で
も
我
々
の
自
己
を
超
え
て
我
々
の
自
己
を
成
立
せ
し
め
る
根

源
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
源
た
る
絶
対
者
が
我
々
の
自
己
に
逆
対

応
的
に
接
す
る
と
い
う
事
態
は
決
し
て
こ
の
私
の
内
で
起
き
る

こ
と
で
は
な
い
。
如
来
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
我
々
の
自
己
に

対
し
て
つ
ね
に
内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
回
心
と
は
如
来
と
私
と
の
呼
応

的
対
応
関
係
が
逆
転
回
し
て
場
所
的
包
摂
関
係
に
翻
さ
れ
る
と
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い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
前
者
の
関
係
は
方
便
法
身

0

0

0

0

と
の
関
係
で

あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
、
法
性
法
身

0

0

0

0

と
私
と
の
、
や
は
り
西
田

哲
学
の
用
語
を
以
っ
て
云
え
ば
、「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
た
る
逆

対
応
の
関
係
で
あ
る
。
前
者
の
立
場
は
非
本
来
的
関
係
で
あ
り
、

後
者
の
立
場
こ
そ
が
本
来
的
関
係
で
あ
っ
て
、
回
心
と
は
非
本

来
的
関
係
が
本
来
的
関
係
に
立
ち
帰
る
こ
と
で
あ
るf

、
と
一
往

は
そ
う
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
単

純
に
割
り
切
れ
な
い
問
題
が
回
心
と
い
う
事
態
に
は
伏
在
し
て

お
り
、
我
々
は
更
に
突
っ
込
ん
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

Ⅴ

そ
れ
に
先
立
っ
て
、
こ
こ
で
八
木
の
場
所
論
的
神
学
を
見
て

み
た
い
。
八
木
が
強
調
す
る
の
は
、「
神
と
人
と
の
相
互
内
在
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
「
信
徒
が
キ
リ
ス
ト

の
中
に
あ
る
」
こ
と
と
「
キ
リ
ス
ト
が
信
徒
の
中
に
あ
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
者
は
キ
リ
ス
ト
の
作
用
圏
に
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
神
が
根
拠
と
な
り
「
恵
み
」
が
与
え
ら
れ
る
。
後
者

は
キ
リ
ス
ト
が
私
の
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
と
は
畢

竟
自
我
を
超
え
る
主
体
、す
な
わ
ち
「
自
己
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
云
う
。
重
要
な
の
は
「
神
の
支
配
」、
云
い
換
え
れ
ば
「
神
の

働
き
」
で
あ
っ
て
、人
間
は
神
の
支
配
領
域
の
中
に

0

0

い
て
、他
方
、

人
の
中
で

0

0

働
く
神
の
働
き
を
受
け
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
考

え
方
が
イ
エ
ス
の
基
本
で
あ
る
と
云
う
。
イ
エ
ス
自
身
は
歴
史

に
お
け
る
神
の
働
き
を
語
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
世
界
に
お
け
る

0

0

0

0

神
の
働
き
、
あ
る
い
は
人
間
に
お
け
る

0

0

0

0

神
の
働
き
を
語
っ
て
い

る
（
一
六
八
頁
）。
要
す
る
に
宗
教
に
お
け
る
「
経
験
と
自
覚
」

と
は
、「
私
」
が
神
の
働
き
の
領
域
の
「
中
」
に
あ
り
、
し
か
も

神
が
「
私
」
の
中
で
働
く
と
い
う
こ
と
に
尽
き
て
い
る
（
一
七
〇

頁
）。
さ
ら
に
は
自
己
が
自
我
を
通
し
て
そ
の
働
き
を
表
出
す

る
と
き
に
、
人
と
人
と
の
間
に
相
互
作
用
が
起
き
、
一
つ
の
共

同
体
も
成
り
立
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
イ
エ
ス
は
云
お

う
と
し
て
い
る
と
強
調
す
る
（
一
七
一
頁
）。
八
木
に
よ
れ
ば
、

「
経
験
と
自
覚
」
を
土
台
と
し
て
人
間
性
を
考
え
る
と
き
、
そ
の

実
質
的
な
内
容
は
「
愛
」
に
よ
っ
て
最
も
は
っ
き
り
し
て
く
る

（
一
八
二
頁
）
と
云
う
の
だ
が
、
八
木
の
場
所
論
的
神
学
の
由
来
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は
、「
ヨ
ハ
ネ
の
第
一
の
手
紙　

四
章
７-

16
節
」
に
あ
る
と
云

う
（
一
二
八
頁
）。

愛
す
る
者
た
ち
よ
、
私
た
ち
は
互
い
に
愛
し
合
お
う
で
は
な

い
か
。
愛
す
る
者
は
す
べ
て
神
か
ら
生
れ
た
者
で
あ
り
、
神

を
知
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
愛
は
神
か
ら
出
る
か
ら
だ
。
愛
さ
な

い
者
は
か
つ
て
神
を
知
っ
た
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
は

愛
だ
か
ら
で
あ
る
（
一
二
三
頁
に
引
用
）。

八
木
に
よ
れ
ば
、
神
が
命
令
し
た
か
ら
、
人
間
は
そ
れ
に
従

っ
て
愛
し
合
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
愛
は
神
か
ら
出
る
と

い
う
こ
と
と
、
神
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
愛

し
合
う
時
に
人
間
は
神
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
神
は

愛
の
中
に
い
ま
す
と
い
う
、
こ
の
関
係
を
云
い
表
す
の
に
「
場
」

が
あ
っ
た
（
一
二
九
頁
）。
つ
ま
り
そ
こ
に
お
い
て
人
間
の
働
き

合
い
が
成
り
立
つ
作
用
の「
場
」が
あ
り
、し
か
し
そ
れ
は「
聖
霊
」

に
満
た
さ
れ
た
「
場
」
で
あ
り
、人
間
が
働
き
合
う
（
愛
し
合
う
）

と
き
、
人
間
の
中
に
「
神
の
子
（
自
己
、「
内
な
る
キ
リ
ス
ト
」）

が
形
作
ら
れ
る（
ガ
ラ
テ
ア
四
：
一
九
）。
こ
の
意
味
で
人
間
は
、

神
の
働
き
が
愛
と
し
て
現
実
化
す
る
「
場
所
」
で
あ
る
、
あ
る

い
は
キ
リ
ス
ト
が
内
在
す
る
「
場
所
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

八
木
は
「
場
」
と
「
場
所
」
を
区
別
す
る
（
一
二
九
頁
）。
す
な

わ
ち
、「
人
が
神
の
中
に
」
で
は
、
神
が
根
拠
で
、「
神
が
人
の

中
に
」
で
は
神
が
主
体
―
我
を
超
え
た
、
我
な
ら
ざ
る
主
体
―

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
区
別
し
て
、「
人
が
神
の
中
に
」

と
い
う
と
き
、
神
は
人
が
そ
こ
に
於
い
て
あ
る
「
場
」、「
神
が

人
の
中
に
」と
い
う
と
き
は
、人
は
神
の
働
き
が
現
実
化
す
る「
場

所
」
と
し
て
区
別
す
る
（
一
三
〇
頁
）
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
八
木
の
「
神
と
人
と
の
相
互
内
在
」、「
神
の
支

配
」＝「
神
の
働
き
」を
紹
介
し
て
き
た
が
、わ
か
ら
な
い
の
は「
神

の
支
配
」「
神
の
働
き
」
の
内
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
互
内
在

に
お
け
る
神
と
人
と
の
対
応
関
係
の
構
造
で
あ
る
。
延
い
て
は
、

「
場
」
と
「
場
所
」
と
の
意
味
の
相
違
で
は
な
く
、
そ
の
関
係
の

内
的
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
ひ
と
つ
見
え
て
こ
な
い
。「
神
の

働
き
」
は
パ
ウ
ロ
の
回
心
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

八
木
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
神
の
働
き
は
回
心
以
前

に
も
パ
ウ
ロ
に
及
ん
で
い
た
。
パ
ウ
ロ
は
自
分
は
母
の
胎
内
に

い
た
と
き
か
ら
す
で
に
異
邦
人
の
使
徒
た
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
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己
の
謂
う
「
神
と
人
と
の
第
一
の
接
触
（
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原

事
実
）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
八
木
の
い
わ
ゆ
る｢

作

用
的
一｣

に
対
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
仕
方
で
先
立
っ
て
い
る

「
実
体
的
一
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
木
の
言
葉

に
即
し
て
云
え
ば
、「
神
が
人
の
中
に
」
が
第
一
の
接
触
、「
人

が
神
の
中
に
」
が
第
二
の
接
触
と
は
い
え
な
い
か
。
そ
れ
に
覚

醒
す
る
し
な
い
に
拘
ら
ず
、
い
つ
も
す
で
に

0

0

0

0

0

0

「
神
が
人
の
中
に
」

あ
れ
ば
こ
そ
、「
人
が
神
の
中
に
」
あ
っ
た
こ
と
の
覚
醒
が
成
立

す
る
の
で
は
な
い
か
？

要
す
る
に
「
覚
醒
」
と
は
以
上
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
敷
衍
し
て
云
え
ば
、
そ
こ
に
は
〈
内
的
な
促
し
〉

と
〈
応
答
〉
と
い
う
こ
と
が
歴
然
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
こ
ち

ら
が
勝
手
に
気
づ
く
の
で
は
な
く
、
気
づ
か
さ
れ
る
の
だ
。
覚

を
呼
び
起
こ
す
も
の
が
、
予
め
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
私
を

促
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
書
で
言
及
さ
れ
る
「
十
牛
図
」
の

場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
第
一
図
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の「
十

牛
図
」
で
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
す
べ
て
の
図
が
一
円
相
の
中

に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
云
い
換
え
れ
ば
、
す

い
た
と
云
う
（
ガ
ラ
テ
ア
一
：
一
五
）。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
が

パ
ウ
ロ
の
な
か
に
現
れ
る
前
、
パ
ウ
ロ
は
キ
リ
ス
ト
教
団
を
迫

害
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
働
き
が
自
覚
さ
れ
た
と

き
か
ら
、
パ
ウ
ロ
は
使
徒
と
な
り
、
自
分
の
伝
道
は
キ
リ
ス
ト

が
パ
ウ
ロ
を
通
じ
て
遂
行
し
た
こ
と
だ
と
云
う
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
に
は
作
用
的
一
が
あ
る
。
し
か
し
作
用
的
一
と
は
実
体
的

一
で
は
な
い
。
実
体
と
し
て
の
個
が
実
体
と
し
て
の
神
と
実
体

的
に
一
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
個
の
働
き
が
超
越
の
働
き
に
根

差
し
、
こ
れ
を
映
す
こ
と
を
作
用
的
一
と
い
う
（
一
一
二
頁
‐

一
一
三
頁
）。

し
か
し
、
予
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
パ
ウ
ロ
が
神
の

教
会
を
迫
害
し
て
滅
ぼ
そ
う
と
し
、
ま
た
先
祖
か
ら
の
伝
承
を

守
る
の
に
人
一
倍
熱
心
で
、
ど
こ
ま
で
も
ユ
ダ
ヤ
教
に
徹
し
よ

う
と
し
て
い
た
（
ガ
ラ
テ
ア
一
：
一
三
‐
一
四
）
そ
の
間
も
、

神
は
母
の
胎
内
に
あ
る
と
き
か
ら
選
び
分
け
、
恵
み
に
よ
っ
て

パ
ウ
ロ
を
召
し
出
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ

の
こ
と
こ
そ
、
神
の
働
き
の
自
己
へ
の
原
初
的
・
先
在
的
現
前

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
原
初
的
事
実
こ
そ
が
、
瀧
澤
克
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れ
自
体
に
お
い
て
今
・
此
処
に
開
か
れ
て
い
る
こ
の
「
無
限
の

開
け
」、
そ
し
て
「
我
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
な
り
」
と
い
う
こ

と
の
自
覚
が
ど
こ
で
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
こ
で

そ
れ
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

Ⅵ

再
び
、
親
鸞
に
話
を
戻
し
た
い
。
法
性
法
身
が
方
便
法
身
へ

と
自
己
否
定
的
に
自
ら
を
展
開
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
八
木

神
学
で
云
え
ば
、「
神
が
人
の
中
に
」
と
い
う
場
合
の
「
場
」
が

「
人
が
神
の
中
に
」
と
い
う
場
合
の
「
場
所
」
へ
と
展
開
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
一
直
線
の
運
動
で
は
な
く
、
む
し

ろ
法
性
法
身
の
翻
転
的
な

0

0

0

0

開
顕
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
が

最
も
重
要
な
点
な
の
だ
が
、
こ
の
「
翻
転
的
」
と
い
う
言
葉
に

は
二
重
の
動
性
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
煩
悩
熾
盛
の

凡
夫
を
救
済
せ
ん
が
た
め
に
法
性
法
身
が
方
便
法
身
と
し
て
自

己
否
定
的
に
自
ら
を
限
定
し
て
く
る
働
き
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と

つ
は
、
法
性
法
身
は
ど
こ
ま
で
も
法
性
法
身
と
し
て
、
衆
生
の

存
在
の
脚
下
に
在
っ
て
、
逆
対
応
的
な
仕
方
で
し
か

0

0

0

接
し
て
こ

べ
て
は
こ
の
一
円
相
の
場
の
自
己
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
第
八
図
「
人
牛
倶
忘
」
と
第
九
図
「
返
本
還
源
」、
第
十

図
「
入
鄽
垂
手
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
体
・
相
・
用
を
表
現
し
た
も

の
と
考
え
る
が
、
要
は
第
八
図
の
「
体
」
す
な
わ
ち
、
云
う
な

れ
ば
〈
絶
対
無
の
場
所
〉
そ
の
も
の
が
円
相
で
表
わ
さ
れ
、
第

一
図
か
ら
第
七
図
ま
で
の
自
己
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
が
す
べ
て
円

相
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
自

己
発
見
、
す
な
わ
ち
「
覚
醒
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
円
相
の
「
場
」

の
真
只
中
で
、
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

第
一
図
に
お
い
て
「
覚
醒
」
へ
の
促
し
が
そ
こ
で
働
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
円
相
が
や
が
て
牛
と
し
て
姿
を
現
し
、

そ
こ
に
求
め
る
も
の
と
求
め
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
が
生
じ
起

こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
己
発
見
の
ド
ラ
マ
と
歴

史
に
お
い
て
、
円
相
は
い
つ
も
す
で
に
、
今
・
此
処
に
現
前
し

て
い
な
が
ら
、
自
ら
を
ど
こ
ま
で
も
閉
ざ
し
て
い
る
。「
覚
醒
」

へ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ま
ず
自
己
の
自
己
へ
の
乖
離
が
あ
り
、

そ
の
乖
離
を
埋
め
る
こ
と
へ
の
促
し
が
働
く
の
で
あ
る
。
上
田

は
二
世
界
説
を
唱
え
、「
無
限
の
開
け
」
を
強
調
さ
れ
る
が
、
そ



121 ――― 東西宗教研究　第 11 号・2012 年

で
自
己
内
還
帰
の
運
動
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
己
外
化
の
運
動
も

あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
法
性
法
身
と
い
う
絶
対
的
一
が
方
便

法
身
と
し
て
衆
生
に
対
し
て
呼
応
的
な
対
応
関
係
の
位
置
に
身

を
翻
し
、
や
が
て
は
衆
生
を
し
て
場
所
的
包
摂
関
係
に
目
覚
め

さ
せ
る
と
い
う
宗
教
的
回
心
の
歴
史
性

0

0

0

が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ

を
貫
い
て
法
性
法
身
は
ど
こ
ま
で
も
絶
対
的
一
の
在
り
方
を
失

う
こ
と
は
な
い
。
つ
ね
に
「
一
即
一
」
と
し
て
自
ら
の
根
源
性

を
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
由
来
領
域
と
し
て
保
ち
続
け
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
由
来
領
域
で
あ
る
限
り
、
超
越
は

決
し
て
自
ら
翻
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
己

顕
現
（
翻
り
）
を
司
る
超
越
的
潜
勢
態

0

0

0

0

0

0

（
翻
ら
ぬ
こ
と
）
と
し

て
絶
対
的
覆
蔵
性

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
自
己
隠
蔽
的
な
覆
蔵
態
が
絶

対
に
翻
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
裏
か
ら
云
え
ば
、
絶
対
的
一

の
「
一
」
自
身
へ
の
翻
り
で
あ
り
、
自
己
返
照
で
あ
り
、
絶
対

が
絶
対
自
身
を
見
る
こ
と
、
引
き
こ
も
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
云

う
な
れ
ば
、
絶
対
者
の
絶
対
者
自
身
へ
の
「
還
滅
」（E

ntzug

）

を
謂
う
。
明
鏡
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
映
出
し
な
が
ら
そ
れ
自
身

映
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
い
わ
ば
映
出
さ
れ
る
も
の
の
場
所

な
い
4

4

と
い
う
自
己
隠
蔽
的
な
超
越
的
側
面
で
あ
る
。
一
言
で
云

え
ば
「
内
在
的
超
越
」
と
「
超
越
的
内
在
」
と
い
う
こ
と
な
の

だ
が
、
法
性
法
身
が
方
便
法
身
へ
と
身
を
翻
し
、
衆
生
と
の
呼

応
的
な
対
応
関
係
の
中
に
内
在
化
す
る
こ
と
と
一
つ
に
、
法
性

法
身
は
ど
こ
ま
で
も
法
性
法
身
と
し
て
の
在
り
方
を
失
う
こ
と

な
く
、
つ
ね
に
根
源
的
元
初
で
あ
り
続
け
て
い
な
け
れ
は
な
ら

ず
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
法
性
法
身
に
は
、
自
己
自
身
へ
の
立

ち
帰
り
、
引
き
こ
も
り
と
い
う
自
己
内
還
帰
的
な
「
超
越
」
的

動
性
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
超

越
」
は
、
歴
史
的
現
実
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
超
越
で
は
な
く
、

そ
れ
自
身
に
於
け
る
超
越

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
、「
絶
対
的
超
越
」
と

称
し
て
も
よ
い
。
自
己
外
化
の
弁
証
法
的
過
程
を
経
た
後
の
再

統
一
と
い
う
意
味
で
の
自
己
内
還
帰
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
自

己
展
開
を
根
本
の
と
こ
ろ
か
ら
司
り
な
が
ら
、
い
つ
も
す
で
に

そ
の
展
開
以
前
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
次
元
で
既
に
開
演
さ
れ
て
い

る
自
己
内
還
帰
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
云
え
ば
、
絶
対
の
絶

対
自
身
へ
の
「
蔵
身
」、
絶
対
の
絶
対
自
身
に
よ
る
覆
蔵
で
あ

る
。
逆
に
云
え
ば
、
こ
う
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
接
性
の
次
元
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ま
へ
り
。
こ
の
如
來
を
報
身
と
ま
ふ
す
。
誓
願
の
業
因
に
む

く
ひ
た
ま
へ
る
ゆ
へ
に
報
身
如
來
と
ま
ふ
す
な
り
。
報
と
ま

ふ
す
は
、
た
ね
に
む
く
ひ
た
る
な
り
。
こ
の
報
身
よ
り
應
化

等
の
無
量
無
數
の
身
を
あ
ら
は
し
て
、
微
塵
世
界
に
無
礙
の

智
慧
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
ふ
ゆ
へ
に
盡
十
方
無
礙
光
佛
と

ま
ふ
す
ひ
か
り
に
て
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
い
ろ
も
ま

し
ま
さ
ず
、
無
明
の
や
み
を
は
ら
ひ
惡
業
に
さ
え
ら
れ
ず
、

こ
の
ゆ
へ
に
無
礙
光
と
ま
ふ
す
な
り
。
無
礙
は
さ
わ
り
な
し

と
ま
ふ
す
。
し
か
れ
ば
阿
彌
陀
佛
は
光
明
な
り
。
光
明
は
智

慧
の
か
た
ち
な
り
と
し
る
べ
しg

。

そ
れ
自
身
無
色
無
形
、
言
亡
慮
絶
の
法
性
法
身
が
、
方
便
法

身
た
る
阿
弥
陀
仏
、
法
蔵
菩
薩
へ
と
身
を
翻
す
と
こ
ろ
に
、
如

来
の
大
悲
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
を
た
て
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
絶
対
的
帰
依
を

説
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
晩
年
に
は
「
自
然
法
爾
」
を
説

い
た
。
彼
は
、「
自
然
」と
い
う
の
は「
行
者
の
は
か
ら
ひ
あ
ら
ず
」

「
如
来
の
ち
か
ひ
に
あ
る
が
ゆ
え
に
」と
ま
ず
述
べ
、次
い
で
、「
ち

か
ひ
の
や
う
は
、
無
上
佛
に
な
ら
し
め
ん
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
る

と
し
て
、
つ
ね
に
身
を
隠
し
て
い
る
。
逆
に
云
え
ば
、
明
鏡
が

明
鏡
と
し
て
は
自
ら
を
閉
ざ
し
て
い
る
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
そ
こ
に
映
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
映
発

さ
れ
る
た
め
に
は
、
明
鏡
は
自
ら
を
曇
ら
せ
る
こ
と
な
く
絶
え

ず
明
鏡
で
あ
り
続
け
て
い
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
、「
光
明
」
と
し
て
普
く
遍
照
し
な
が
ら
、

そ
れ
自
身
は
永
遠
の
闇

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。

法
性
法
身
が
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
覆
蔵
性
を
も
つ
と
い
う
こ

と
、
阿
弥
陀
如
来
が
そ
れ
自
身
の
内
に
閻
の
原
理
を
蔵
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
、
例
え
ば
親
鸞
は
『
唯
信
鈔
文
意
』（
専
修
寺

本
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

佛
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
、
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
法

身
は
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、

こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
へ
た
り
。
こ
の
一
如

よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
御
す
が

た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
不
可
思

議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
た
ま
ふ
御
か
た
ち
お
ば
、

世
親
菩
薩
は
盡
十
方
無
礙
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
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を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
」（
一
コ
リ
ン
ト
一
二
：
六
）
と
い
っ

た
体
験
に
基
づ
く
認
識
に
引
き
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神

の
支
配
が
世
界
と
人
間
の
身
に
及
ん
で
い
る
、
私
は
そ
れ
を
見

つ
け
た
、
と
イ
エ
ス
は
証
言
す
る
。
そ
れ
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
一
一
九
頁
）。
世
界
に
は
神
の
支
配
が
行
き
渡
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
差
し
置
い
て
自
分
が
誓
い
、
そ
れ
を
自

分
の
力
で
遂
行
し
よ
う
と
思
う
こ
と
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
と

い
う
感
覚
が
あ
る
（
一
二
〇
頁
）。
そ
し
て
八
木
は
「
麦
の
譬
え
」

を
神
の
国
の
例
証
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

農
夫
が
畑
に
麦
を
蒔
く
。
芽
が
出
て
き
て
、
人
間
が
知
ら
な

い
間
に
自
然
に
成
長
し
実
を
結
ぶ
。
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
の
ず
か
ら
（
ア
ウ
ト
マ
テ
ー
）
実
を
結

ぶ
の
だ
。
こ
の
「
お
の
ず
か
ら
」
に
神
の
働
き
を
見
る
。
人
間

に
も
こ
の
働
き
が
あ
る
の
だ
（
一
二
〇
頁
）
と
。

Ⅶ

さ
て
、
と
こ
ろ
が
八
木
神
学
に
は
、
或
る
固
定
し
た
思
考
図

式
が
濃
厚
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
格
主
義
的
神
学
」
に
対
す
る

な
り
。
無
上
佛
と
ま
ふ
す
は
、
か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
か

た
ち
の
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
へ
に
自
然
と
は
ま
ふ
す
な
り
。
か
た
ち

ま
し
ま
す
と
し
め
す
と
き
は
、
無
上
涅
槃
と
は
ま
ふ
さ
ず
。
か

た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
む
と
て
、
は
じ
め
て
彌
陀

佛
と
ま
ふ
す
と
ぞ
き
き
な
ら
ひ
て
さ
ふ
ら
ふ
。
彌
陀
佛
は
、
自

然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
な
り
。
云
々
」（『
末
燈
鈔
』）
と
述

べ
て
い
るh

。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説

き
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
信
に
よ
る
往
生
を
説
く
こ
と
は
、
じ
つ

は
「
自
然
」
を
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。「
自
然
」
は
究
極

的
境
地
の
究
極
的
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
発
言
に
接
す

る
と
、
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
も
結
局
に
お
い
て
は
「
自
然
」
の

中
に
吸
収
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
人
格
神
的
性
格
は
極
め
て
稀
薄

た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
は
、
場
所
論
的
な

性
格
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
本
書
で
言
及
さ
れ
る
イ
エ

ス
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
道
で
あ
る
（
一
一
七
頁
）。
八
木
は
云

う
、
律
法
が
あ
っ
て
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
す
れ
ば
よ
い
と
考

え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。「
神
は
万
物
の
中
で
働
い
て
、
万
事
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と
東
方
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
違
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
西

方
キ
リ
ス
ト
教
、
つ
ま
り
真
の
意
味
で
の
ロ
ー
マ
・
キ
リ
ス
ト

教
思
想
が
始
ま
っ
た
の
は
、テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
（Tertullianus

、

一
六
〇
頃
‐
二
四
〇
頃
）
か
ら
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
、

「
不
合
理
ゆ
え
に
我
信
ず
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
信
仰
を

持
っ
て
い
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
西
方
教
会
の
神
学
用
語
の
父

と
も
謳
わ
れ
、
そ
の
最
も
有
名
な
事
例
は
、
神
の
三
位
一
体
を

表
す
「
ト
リ
ニ
タ
ス
（trinitas

）」
と
い
う
名
辞
で
あ
る
。
彼
が

活
躍
し
た
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
の
時
代
は
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
迫

害
時
代
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
方
の
キ
リ
ス
ト
教
著
作

家
が
東
方
の
教
父
と
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
ま
ず
使
用
言
語
の

相
違
に
あ
り
、
す
な
わ
ち
ラ
テ
ン
語
を
使
う
ロ
ー
マ
帝
国
の
西

部
と
ギ
リ
シ
ア
語
を
話
す
東
部
と
で
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
世

界
観
と
意
識
の
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
根
本
的
な
相

違
は
、
政
治
的
に
は
ロ
ー
マ
と
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
分
離
と
い
う

か
た
ち
で
露
顕
す
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
テ
ン
的
―
西
方
的
精
神

気
質
は
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
最
も
明
ら
か
に
現

れ
て
い
る
。
第
一
に
、
ロ
ー
マ
人
は
ギ
リ
シ
ア
人
と
は
異
な
り
、

「
場
所
論
的
神
学
」
の
強
調
で
あ
る
。
前
者
は
、
律
法
遵
守
を
重

視
し
、
呼
び
か
け
と
応
答
を
旨
と
す
る
教
条
主
義
で
あ
っ
て
、

そ
こ
は
律
法
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
語
的
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
は
歴
史
性
と
物
語
が
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
イ
エ
ス
の

宗
教
を
歪
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
後
者
は「
神

の
支
配
（
神
の
働
き
）」
を
説
き
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
と
自
覚
に

基
づ
い
て
い
て
「
不
立
文
字
」
の
世
界
で
あ
り
、
言
語
以
前
の

直
接
経
験
の
次
元
で
あ
る
、
と
。
八
木
神
学
は
こ
う
し
た
思
考

枠
の
固
定
化
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
ま
す
ま
す
キ
リ
ス
ト
教
が
独

自
に
も
つ
そ
の
宗
教
的
精
神
性
の
深
さ
が
稀
薄
と
な
っ
て
ゆ
き
、

要
す
る
に
八
木
の
「
経
験
と
自
覚
」
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
や
や

も
す
れ
ば
平
板
な
愛
の
倫
理
的
共
同
体
の
提
唱
と
い
う
こ
と
で

し
か
な
く
な
る
。
い
わ
ゆ
る
禅
仏
教
に
還
元
さ
れ
な
い
、
キ
リ

ス
ト
教
独
自
の
宗
教
的
精
神
性
と
い
う
の
は
、
人
間
存
在
が
必

然
的
に
も
つ
「
罪
障
性
」
と
そ
の
自
覚
、ま
た
そ
れ
に
伴
う
「
恩

寵
」、「
福
音
」、「
神
の
国
」
の
到
来
性
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

こ
こ
で
、
ま
ず
論
じ
て
お
き
た
い
の
は
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
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そ
し
て
西
方
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
第
二
の
始
ま
り
は
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
る
。
彼
は
根
源
悪
を
克
服
す
る
道
を
追
求
し

た
が
、
そ
の
根
源
悪
の
由
来
は
人
間
の
内
面
に
あ
る
自
由
意
志

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
意
志
は
元
来
、
神
の
も
と
で

の
充
実
を
楽
し
む
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
内
な
る
欲
求
に
よ
っ
て
過
ち
を
犯
す
も
の
で
あ
る
。
で

は
ど
う
す
れ
ば
本
来
の
正
し
い
方
向
へ
導
け
る
の
か
。
そ
れ
は

「
神
の
啓
示
」
と
「
恩
寵
」
に
よ
る
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
説

く
の
で
あ
るj

。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
東
方
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
は
、
最
初

に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
と
く
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
思
想
を
土
台

に
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
を
深
め
た
。
東
方
正
教
会
の
神
学
的
中

心
概
念
は
「
テ
オ
ー
シ
ス
（θέω

σις

）」
つ
ま
り
「
神
化
」
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
の
霊
魂
の
内
に

は
な
に
か
神
的
な
も
の
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
人
間
は
そ
の
霊
性
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
魂
を
肉
体
の

牢
獄
か
ら
解
放
す
る
禁
欲
的
自
己
浄
化
の
過
程
で
、
自
分
自
身

を
、
神
的
な
る
も
の
の
光
明
を
内
的
に
顕
現
せ
し
め
る
一
つ
の

徹
底
し
た
法
律
指
向

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
の

共
同
生
活
全
体
が
し
っ
か
り
と
し
た
法
律
関
係
の
な
か
で
組
織

さ
れ
て
い
た
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
最
も
初
期
の
著
作
は
ラ

テ
ン
語
で
書
か
れ
た
『
護
教
論
』
だ
が
、
そ
こ
で
は
法
廷
弁
論

と
い
う
表
現
形
式
で
、
当
時
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
迫
害
さ
れ
て

い
た
キ
リ
ス
ト
教
を
弁
護
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
方
キ

リ
ス
ト
教
の
特
質
は
、
東
方
の
そ
れ
の
よ
う
に
存
在
論
的
に
理

解
さ
れ
た
「
哲
学
者
の
神
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
聖
書

の
神
」
を
対
峙
さ
せ
、
神
人
関
係
を
、
本
来
ユ
ダ
ヤ
教
の
特
質

で
あ
っ
た
「
契
約
」
に
よ
る
父
子
関
係
と
し
て
捉
え
、
父
た
る

神
は
裁
き
の
神
で
あ
り
、
赦
し
と
愛
の
神
で
あ
り
、
外
に
超
越

0

0

0

0

し
た
人
格
的
唯
一
神

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
創
造
主
た
る
神
と
被
造
物
と
の

間
に
は
絶
対
に
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
り
、
神
は

ど
こ
ま
で
も
「
外
に
」
君
臨
し
、
万
物
を
無
か
ら
創
造
す
る
超

越
的
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
遵
守
こ
そ
が
重

要
で
あ
っ
て
、
信
仰
宣
言
を
一
つ
の
信
条
と
し
た
の
も
テ
ル
ト

ゥ
リ
ア
ヌ
ス
が
最
初
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
会
へ
の
帰
属

が
法
的
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
るi

。 
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本
体
的
一
元
論
で
説
明
さ
れ
る
如
き
哲
学
者
の
神
で
は
な
か
っ

た
。

Ⅷ

神
の
山
ホ
レ
ブ
に
お
い
て
、
燃
え
る
芝
の
中
か
ら
モ
ー
セ

に
語
り
か
け
る
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
（Y

H
W

H

）
は
、
自
ら
の
名
を 

’ehyeh ’ªsher ’ehyeh

（
エ
ヒ
イ
エ
・
ア
シ
ェ
ル
・
エ
ヒ
イ
エ
）
と

告
げ
知
ら
せ
る
。
し
か
し
、
へ
ブ
ラ
イ
語
の ’ehyeh

は
、
単
に

「
有
り
て
在
る
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
存
在

（Sein

）
と
生
成
（W

erden

）
と
活
動
（W

irken

）
の
三
つ
の

主
要
な
意
味
を
統
一
的
に
併
せ
持
つ
動
詞hāyāh

（
ハ
ー
ヤ
ー
）

の
一
人
称
単
数
未
完
了
形
で
あ
る
。
す
な
わ
ち ’ehyeh

は
、「
わ

た
し
は
有
る
（
成
る
・
活
動
す
る
）〔
で
あ
ろ
う
〕」
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
神
は
、
或
る
時
は
灼
熱
の
荒
漠
た
る
砂
漠
に

あ
っ
て
民
を
導
く
雲
と
し
て
、
ま
た
或
る
時
は
巻
き
起
こ
る
疾

風
や
砂
塵
と
し
て
、
或
い
は
ま
た
山
々
の
頂
を
越
え
て
万
軍
を

導
く
火
と
し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
前
に

現
れ
る
神
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
が
存
在
す
る
の
は
「
ハ
ー

像
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
も
、
対
話
篇

『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』（176b

）
の
な
か
で
、
あ
る
一
つ
の
概
念
を

そ
れ
に
当
て
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス　

テ
オ
ー

（ὁμοίω
σις θεώ

）」
つ
ま
り
「
神
へ
の
類
似
」
で
あ
る
。
こ
う
し

た
「
人
間
の
神
化
」
と
い
う
こ
と
が
東
方
正
教
会
の
特
質
を
な

す
も
の
な
の
で
あ
る
。「
神
が
人
と
成
っ
た
の
は
、
人
が
神
に
成

る
た
め
で
あ
る
。」（
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
、
ア
レ
ク
サ
ン

ド
リ
ア
司
教
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
言
葉
）。
つ
ま
り
神
は
有
限
な
人

間
存
在
の
内
に
「
像
（im

ago D
ei

）」
と
し
て
内
在
し
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
、
人
間
と
断
絶
し
て
外
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
内
在
的
な
、
ひ
と
つ
ら
な
り
の
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
そ
れ
は
「
本
体
的
一
元
論
」

に
帰
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
大
乗
仏
教
が
標
榜
す
る

「
一
切
衆
生
、
悉
有
仏
性
」
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ユ
ダ
ヤ
・
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け

る
神
、
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
は
、
元
来
、
そ
の
民
を
選

別
し
、
こ
れ
と
契
約
を
結
ん
で
啓
示
を
下
す
と
こ
ろ
の
人
格
神
、

「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
ヤ
コ
ブ
の
神
」
で
あ
っ
て
、
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在
は
実
在
性
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。「
ハ
ー
ヤ
ー
」
と
し
て
の

神
は
、
つ
ね
に
流
動
的
、
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
何
よ

り
も
、
人
格
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
るk

。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
教
の
哲
学
は
、
す
ぐ
れ
て
実
存
的
な
刻
印

0

0

0

0

0

0

を
有
す
る
哲
学

で
あ
る
。《
我
》
と
し
て
呼
び
か
け
て
く
る
神

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
し
、
被
造
物

と
し
て
の
、
神
の
イ
マ
ー
ゴ
（
像
）〔im

ago D
ei

〕
と
し
て
の

私
は
《
あ
な
た
》
と
し
て
呼
び
返
す

0

0

0

0

。
こ
の
応
答
の
う
ち
に
あ

ら
ゆ
る
緊
張
が
、
信
仰
と
理
性
、
自
由
と
必
然
等
々
の
破
れ
ん

ば
か
り
の
緊
張
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

言
語
が
「
存
在
の
創
始
」
を
可
能
に
す
る
と
し
て
、
で
は
何

が
言
語
そ
れ
自
体
を
可
能
に
す
る
の
か
。
言
語
が
言
語
と
し
て

0

0

0

展
開
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
聴
取

と
応
答
で
あ
る
。
言
語
そ
れ
自
体
が

0

0

0

0

0

0

0

す
で
に
し
て
聴
取
で
あ
る

と
い
う
条
件
で
の
み
そ
の
本
質
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
い
う
聴
取
は
、
言
語
の
秩
序
に
は
属
す
る
こ
と
な
き
呼

び
か
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
言
語
が
可
能
と
な
る
よ
う
な

呼
び
か
け
、
存
在
の
呼
び
か
け

0

0

0

0

の
聴
取
な
の
で
あ
る
。

聖
書
に
お
け
る
言
葉
は
決
し
て
単
な
る
言
葉
で
は
な
い
し
、

ヤ
ー
」
の
生
成
力
に
よ
っ
て
す
で
に
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
対
し
て
、
神
の
「
ハ
ー
ヤ
ー
」
は
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

働
き
つ
づ
け
る
創
造
力
、
救
済
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
更
に
い

え
ば
、「
エ
ヒ
イ
エ
」
が
第
一
人
称
単
数
形
で
あ
る
こ
と
は
、
神

が
絶
対
主
体
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
よ

う
。
主
体
が
ま
ず
実
体
的
に
確
固
不
動
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、

そ
れ
が
事
後
的
に
働
く
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
働
く

こ
と
の
う
ち
に
主
体
が
自
ら
を
啓
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
「
エ
ヒ
イ
エ
」
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
、「
ア

シ
ェ
ル
」
で
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
言
葉

が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
し
ば
し
ば
人
智
を
遥
か
に
超
え

た
も
の
を
指
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
上
述

の
神
の
言
葉
の
場
合
、
最
も
動
的
な
動
詞
「
エ
ヒ
イ
エ
」
が
二

度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
も
、
人
間
理
性
を
絶
対
的
に
超
越
し

た
神
の
存
在
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
あ
り
方
を
殊
更
に
指
示
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟
の
特
質
は
「
動
き
」
に
あ

る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
人
に
と
っ
て
、
動
く
こ
と
の
な
い
固
定
し
た
存
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こ
の
呼
び
か
け
は
「
幽
き
沈
黙
の
声
」（『
列
王
記
上
』
一
九
・

12
）
を
通
し
て
我
々
に
訴
え
る
。
言
語
の
こ
の
垂
直
的
構
造
を

基
礎
と
す
る
こ
と
で
の
み
、
水
平
的
な
人
間
同
士
の
対
話
は
展

開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、「
不
立
文
字
」
の
境
涯
を
絶
対

的
な
も
の
と
し
て
標
榜
し
、
言
語
を
徹
底
し
て
忌
み
嫌
う
八
木

の
言
語
観
に
あ
っ
て
は
、｢

呼
び
か
け
と
応
答｣

と
い
う
こ
と
も
、

も
っ
ぱ
ら
水
平
的
対
話
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
言

語
で
し
か
理
解
さ
れ
て
い
ず
、
言
葉
が
も
つ
垂
直
的
構
造
が
そ

こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
八
木
は
、「
人
間
が
神
の
中
に
あ
り
、
神

が
人
間
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
愛
と
い
う
相
互
作
用
が
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
を
言
い
表
す
た
め
に
は
、
語

り
か
け
と
応
答
と
い
う
人
格
主
義
的
な
言
葉
と
表
象
で
は
う
ま

く
い
か
ず
」、
ま
た
「
人
格
主
義
的
な
捉
え
方
と
言
語
で
は
、
一

つ
の
ド
ラ
マ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
」（
一
三
四
頁
‐
一
三
五
頁
）

と
断
言
し
、
そ
こ
に
は
「
場
」
も
し
く
は
「
場
所
」
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
さ
ら
に
は
、イ
エ
ス
で
は
な
く
「
イ

エ
ス
の
根
源
」
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
。
こ
の

よ
う
に
八
木
は
「
経
験
と
自
覚
」
に
基
づ
く
「
愛
の
共
同
体
」

〈
～
に
つ
い
て
の
言
葉
〉
で
も
な
く
、
つ
ね
に
〈
～
に
向
け
ら
れ

た
言
葉
〉
で
あ
る
。
神
が
話
す
と
き
、
神
は
、「
聞
け
、
イ
ス
ラ

エ
ル
！
」
と
か
「
私
は
～
で
あ
れ
」
と
い
っ
た
、
命
令
法
や
希

求
法
を
用
い
る
。
云
い
換
え
る
な
ら
、
実
在
す
る
も
の
に
せ
よ

潜
在
的
な
も
の
に
せ
よ
、
あ
る
対
話
者
に
宛
て
ら
れ
た
形
式
を

と
る
。
こ
れ
は
〈
契
約
〉
の
観
念
に
先
立
っ
て
〈
啓
示
〉
の
観

念
が
証
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。〈
啓
示
〉
―
―
そ
れ
は
聖
書

の
宇
宙
と
そ
こ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
諸
宗
教
の
基
盤
な
の
だ
が

―
―
は
、
語
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
現
出
す
る
神
の
単
な
る
表
現

で
は
な
い
。〈
啓
示
〉
は
出
会
い
と
し
て
し
か
、
言
葉
を
発
す
る

口
と
そ
れ
を
聞
く
耳
と
の
出
会
い
と
し
て
し
か
意
味
を
も
た
な

い
。神
が
語
る
こ
と
の
う
ち
に
現
れ
る
―
―
こ
れ
こ
そ
が「
啓
示
」

と
い
う
語
の
意
味
で
あ
る
―
―
の
は
、
こ
の
語
る
こ
と
が
誰
か

0

0

に
宛
て
ら
れ
て

0

0

0

0

0

0

お
り
、
誰
か
に
よ
っ
て
聴
き
取
ら
れ

0

0

0

0

0

、
受
け
取

0

0

0

ら
れ
る

0

0

0

こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
啓
示
は
し
た
が
っ

て
、
不
可
分
な
仕
方
で
神
の
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
人
間
の
言

葉
で
も
あ
る
。
話
す
た
め
に
は
人
間
は
ま
ず
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
。
神
々
の
呼
び
か
け
に
耳
を
傾
け
る
の
で
あ
り
、
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S.92

）。
や
が
て
彼
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
体
系
と
の
訣
別
を
宣
言

す
る
に
至
り
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
時
期
に
な
る
と
、
ル
タ

ー
の
研
究
に
打
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
彼
は
ル
タ
ー
が
「
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
（H

eidelberger D
isputation

）」（
一
五
一
八

年
）
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
形

而
上
学
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
着
想
を
得
て
（G

A
 60, S. 

281f

）、
そ
こ
か
ら｢

現
象
学
的
解
体
（die phänom

enologische 

D
estruktion

）」（G
A

 60, S. 78

）
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、「
古

代
の
学
が
キ
リ
ス
ト
教
へ
侵
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ

埋
め
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」（G

A
 58, S. 205

）
原
始
キ
リ
ス

ト
教
に
特
有
の
事
実
的
・
歴
史
的
な
生
を
、「
内
的
な
経
験
と
新

し
い
生
の
立
場
」（G

A
 58, S. 61

）
と
し
て
捉
え
返
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

彼
は
、「
宗
教
現
象
学
入
門
」（
一
九
二
〇
‐
二
一
冬
学
期
）

の
な
か
で
、パ
ウ
ロ
書
簡
「
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」、

お
よ
び
「
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
」
そ
し
て
「
コ
リ

ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
の
三
つ
を
取
り
上
げ
、
解
読
し
て
い

る
。
そ
こ
で
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

を
イ
エ
ス
の
中
に
読
み
込
み
、
イ
エ
ス
の
宗
教
を
提
唱
す
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
イ
エ
ス
は
ど
こ
ま
で
も
「
救
い
主
」
で
あ
っ
て
、

イ
エ
ス
自
身
に
罪
障
の
自
覚
と
懺
悔
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
生
は
、
や
は
り
パ
ウ

ロ
の
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
ば
ら
な
い
。

Ⅸ

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
‐
一
九
七
六
）
は
一
九
〇
九

年
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
大
学
に
入
学
し
、
最
初
の
二
年
間
は
カ
ト

リ
ッ
ク
系
神
学
部
に
在
籍
し
、
そ
の
後
哲
学
部
に
転
部
し
た
。

後
年
、
彼
は
そ
の
神
学
研
究
の
時
期
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回

想
し
て
い
る
。「
そ
の
当
時
、
私
は
と
く
に
聖
書
の
言
葉
と
神

学
的
・
思
弁
的
思
索
と
の
間
の
係
わ
り
合
い
の
問
い
に
引
き
回

さ
れ
て
い
た
」（G
A

 12, S. 91

）
と
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
哲
学
が
重
要
な
要
素
と
し
て
入
っ
て
い
る
ス
コ
ラ
学
の
「
神

学
的
｜
思
弁
的
な
思
考
」
に
対
抗
し
て
聖
書
の
言
葉
を
生
き
た

も
の
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
い
う
意
図
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
解
釈
学
」
に
接
近
す
る
（ibid., 
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に
」（
四
：
一
三
）
打
ち
捨
て
な
い
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
語

っ
た
あ
と
、
パ
ウ
ロ
は
「
そ
の
時
と
時
期
に
つ
い
て
」（
五
：

一
）
知
ら
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
付
け
加
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
パ
ウ
ロ
が
い
か
な
る
時
間
的
な
指
示
も
、
具
体
的
な
内
容

も
与
え
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
む
し
ろ
パ
ウ
ロ
が
強

調
し
て
い
る
の
は
「
盗
人
が
夜
や
っ
て
く
る
よ
う
に
主
の
日

は
訪
れ
る
（W

ie ein D
ieb in der N

acht, so kom
m

t der Tag 

des H
errn.

）」（
五
2
）
と
い
う
主
の
降
臨
の
様
相
0

0

だ
け
で
あ

り
、
そ
の
「
突
如
性
（die Plötzlichkeit

）」
に
注
目
す
る
。
主

の
日
の
到
来
の
突
如
性
に
対
す
る
人
間
の
態
度
と
し
て
、「
冷
静

な
覚
醒
（das nüchterne W

achen

）」
が
対
応
し
て
い
る
（
五 

5-

8
）。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
心
を
引
い
た
の
は
、
こ
の

よ
う
な
「
冷
静
な
覚
醒
」
と
「
待
機
性
」
と
い
う
、「
ク
ロ
ノ

ロ
ジ
ッ
ク
（chronologisch

）」
な
ら
ざ
る
「
カ
イ
ロ
ロ
ジ
ッ
ク 

（kairologisch

）」
な
時
間
の
特
殊
な
規
定
、
す
な
わ
ち
実
存
的

規
定
を
そ
こ
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
（G

A
 60, S. 102–105

）。

こ
う
し
た
パ
ウ
ロ
の
経
験
に
見
る
時
間
性
は
、
予
見
不
能
な

突
如
性
と
い
う
脅
威
の
も
と
に
置
か
れ
る
の
だ
が
、
カ
イ
ロ
ス

に
お
け
る
事
実
的
・
歴
史
的
生
と
そ
の
時
間
性
、
す
な
わ
ち
カ

イ
ロ
ス
（καιρός

）
で
あ
る
。
彼
は
事
実
的
生
に
つ
い
て
三
つ

の
分
析
を
行
う
。
先
ず
第
一
に
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
人
々
が
「
既

在
存
在
（G

ew
ordensein

）」
の
知
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
を

パ
ウ
ロ
が
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
の
既
在
存

在
の
経
験
は
神
と
の
作
用
連
関
に
お
い
て
現
わ
れ
、
困
窮
の
な

か
で
神
の
御
言
葉
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
（G

A
 60, S. 93f

）。

第
二
は
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
」
に
見
ら
れ
る
「
肉

の
と
げ
」（
十
二
：
七
）
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
こ
れ
を
主
の
降
臨
、
す
な
わ
ち
パ
ル
ー
シ
ア
（παρουσία

）

か
ら
理
解
す
る
。
パ
ル
ー
シ
ア
の
経
験
は
、
絶
対
的
な
苦
悩
の

只
中
に
あ
っ
て
、
生
の
困
窮
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
に
お
い
て
の
み
、

神
と
の
関
わ
り
を
持
つ
と
し
、
そ
の
中
で
こ
そ
真
の
喜
び
が
見

出
せ
る
と
す
る
見
解
を
示
す
（G

A
 60, 98

）。
第
三
に
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、「
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」
を
取
り
上

げ
、
そ
こ
か
ら
主
に
カ
イ
ロ
ス
の
概
念
を
学
び
取
っ
て
い
る
。

パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
主
の
降
臨
（
パ
ル
ー

シ
ア
）
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
を
「
無
知
の
な
か
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運
動
と
化
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
現
在
に
お

い
て
、
如
何
と
も
し
が
た
い
未
知
性
が
そ
の
突
如
性
に
よ
っ
て

顕
わ
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
現
在
は
単
な
る
今
と
は
異
な
り
、
い

わ
ば
時
間
の
全
体
が
統
一
的
な
様
相
で
私
に
差
し
向
け
ら
れ
る

よ
う
な
場
所
な
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
が「
瞬
間
」

を
表
現
す
る
仕
方
か
ら
、
こ
の
点
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｔ
・
ボ
ー
マ
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
最
も
短
い

時
間
感
情
は
「
レ
ェ
ガ
ァ
（rȁgaʽ

）」
で
あ
り
、「
打
つ
こ
と
」、

つ
ま
り
時
間
の
脈
動
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
瞬
き
の

瞬
間
」
の
よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
視
覚
的
な
表
象
が
伴

う
ド
イ
ツ
語
のAugenblick

と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、「
レ
ェ
ガ

ァ
」
は
む
し
ろ
、
脈
動
、
心
臓
の
鼓
動
、
睫
毛
の
痙
攣
と
い
っ

た
肉
体
的
な
感
覚
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
て
、点
（Punkt

）
で
も
、

合
い
間
（Strecke

）
で
も
長
さ
（D

auer

）
で
も
な
く
、む
し
ろ
「
拍

子
（Schlag

）」
で
あ
る
と
云
う
（
因
み
に
フ
ラ
ン
ス
語
表
記
で

はcoup
、pulsation

で
あ
ろ
う
）。
ま
た
こ
の
語
の
同
義
語
と

し
て「
ペ
ェ
タ
ァ（pȁtaʽ

）」が
あ
り
、そ
れ
も
レ
ェ
ガ
ァ
と
同
様
、

「
突
発
性
」を
表
わ
す
が
、区
別
す
る
と
す
れ
ば
、レ
ェ
ガ
ァ
は「
一

は
待
望
さ
れ
て
い
る
（erw

artet

）
の
で
も
な
く
、
把
握
さ
れ

る
（ergriffen

）
の
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
未
来
か
ら
訪
れ
る

脅
威
は
現
在
を
決
断
の
瞬
間
た
ら
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ

こ
に
は
何
一
つ
計
量
可
能
な
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
な
時
間
は
な

い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
は
、
生
を

事
実
性
に
お
い
て
経
験
す
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的

（geschichtlich

）
な
の
で
あ
る
。
事
実
的
生
経
験
は
単
に
時
間

の
な
か
で
生
き
る
の
で
は
な
く
、
時
間
そ
の
も
の
を
生
き
て
い

る
の
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
的
世
界
に
お
い
て
は
、
歴
史
こ
そ
が

生
き
生
き
と
し
た
現
実
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
重
要
な
こ
と
は
、

歴
史
は
未
来
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

全
面
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
感
覚
は
、
時
間
に
つ
い
て
の
特
殊

な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
可
能
な
の
だ
が
、
ギ
リ
シ
ア
思
想
に

は
こ
う
し
た
歴
史
感
覚
は
な
い
。
つ
ま
り
ヘ
ブ
ラ
イ
的
時
間
は
、

「
突
然
生
じ
る
も
の
」
と
解
さ
れ
た
出
来
事
を
起
点
と
し
て
理
解

さ
れ
る
も
の
で
、
時
間
は
こ
の
よ
う
な
出
来
事
と
不
可
分
な
も

の
な
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
が
出
来
事
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
、「
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
」
な
時
間
の
規
則
的
で
単
に
量
的
な
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覚
醒
を
以
っ
て
待
機
し
て
い
る
〈
我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の

（πρότερον πρὸς ἡμᾶς

）〉
と
し
て
、
我
々
に
向
け
て
将
来
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
れ
ば
、「
神
の
支
配
」
は
現
在

時
の
働
き
と
い
う
よ
り
は
、
未
来
へ
と
引
き
伸
ば
さ
れ
た
も
の
、

到
来
し
て
く
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
かm

。　

Ⅹ

以
上
の
考
察
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
八
木
の
、
直
接
経

験
＝
不
立
文
字
に
基
づ
く
「
場
所
論
的
神
学
」、
そ
れ
に
対
す
る

に
律
法
（
言
語
）
の
遵
守
を
中
心
と
し
た
「
人
格
主
義
的
神
学
」

と
い
う
固
定
し
た
図
式
が
、
い
わ
ば
大
き
な
「
枷
」
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
深
い
精
神
性
、
す
な
わ
ち
自

己
の
罪
障
性
、
根
源
悪
、
実
存
性
、
言
葉
、
歴
史
性
、
神
の
国

の
到
来
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
を
根
こ
そ
ぎ
一
掃
さ
せ
て
し
ま

う
結
果
と
な
る
。「
直
接
経
験
」
に
ど
こ
ま
で
も
固
執
し
、「
う

ち
な
る
キ
リ
ス
ト
」
と
は
「
本
来
的
主
体
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
う
し
た
「
自
己
」
へ
の
目
覚
め
が
宗
教
の
本
質
だ
と
説
く
八

木
の
立
場
は
、
結
局
西
田
の
『
善
の
研
究
』
の
域
に
留
ま
っ
て

層
急
速
な
、力
強
い
、奔
流
の
よ
う
な
速
度
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
」

を
表
わ
し
、
ペ
ェ
タ
ァ
は
「
気
づ
か
な
い
う
ち
に
急
激
に
出
来

事
が
生
ず
る
こ
と
、
眼
を
あ
け
る
と
思
い
が
け
ず
突
然
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
るl

。
こ
こ
で
私
が
特

に
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
ペ
ェ
タ
ァ
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
未
知
な
る
未
来
が
「
突
如
性
」
と
し
て

到
来
し
て
く
る
の
だ
が
、
到
来
し
て
思
わ
ず
気
が
つ
く
と
、
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
既
在
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
時
間

感
覚
、
簡
潔
に
云
え
ば
、
現
在
に
お
い
て
突
如
と
し
て
将
来
し

て
く
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
既
在
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ

た
時
間
構
造
が
ヘ
ブ
ラ
イ
的
時
間
の
特
質
と
し
て
あ
る
、
と
い

う
こ
の
一
事
で
あ
る
。
こ
の
時
間
感
覚
に
従
え
ば
、
パ
ウ
ロ
が

述
べ
伝
え
た
カ
イ
ロ
ス
と
し
て
の
時
間
も
、
そ
う
し
た
意
味
で
、

現
在
に
向
け
て
将
来
し
て
く
る
の
は
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
な「
既

在
性
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
顰
に
倣
っ
て
云
え
ば
、〈
そ
れ
自
体
に
お
い
て
先
な
る
も
の

（πρότερον τῇ φύσει

）〉
と
し
て
の
「
既
在
的
・
本
来
的
な
る
も

の
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
現
在
の
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
冷
静
な
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自
己
を
知
る
に
尽
き
て
い
る
。
我
々
の
真
の
自
己
は
宇
宙
の
本

体
で
あ
る
、
真
の
自
己
を
知
れ
ば
啻
に
人
類
一
般
の
善
と
合
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
宇
宙
の
本
体
と
融
合
し
神
意
と
冥
合
す
る

の
で
あ
る
」（
同
書
、
一
三
四
）
と
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
西
田
も
八
木
も
、
と
も
に
人
間
存
在
の

奥
底
に
潜
む
悪
や
罪
の
問
題
が
殆
ど
論
じ
ら
れ
な
い
。
善
一
元

論
と
愛
一
元
論
に
終
始
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
〇
年

（
一
九
四
五
）
に
執
筆
さ
れ
た
最
後
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗

教
的
世
界
観
」
で
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

真
に
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
の
世
界
と
は
、
悪
魔
的
世
界
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徹
底
的
に
主
語
的
な
る
神
、
君
主
的

な
る
神
を
否
定
す
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
何
処
ま

で
も
反
抗
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。･･･

極
め
て
背

理
の
よ
う
で
あ
る
が
、
真
に
絶
対
的
な
る
神
は
一
面
に
悪
魔

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
、
そ
れ
が
真
に
全
知

全
能
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
エ
ホ
バ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
、

そ
の
子
イ
サ
ク
の
犠
牲
を
求
め
た
神
で
あ
る
（K

ierkegaard, 

Furcht und Zittern
）。
人
格
そ
の
も
の
の
否
定
を
求
め
た
神

い
る
。
西
田
は
云
う
、「
善
行
為
と
は
凡
て
自
己
の
内
面
的
必
然

よ
り
起
こ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
我
々
の
全
人
格

の
要
求
は
我
々
が
未
だ
思
慮
分
別
せ
ざ
る
直
接
経
験
の
状
態
に

お
い
て
の
み
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
格
と
は
か
か
る
場

合
に
お
い
て
心
の
奥
底
よ
り
現
れ
来
た
っ
て
、
お
も
む
ろ
に
全

心
を
包
容
す
る
一
種
の
内
面
的
要
求
の
声
で
あ
る
。」（
最
新
版

『
全
集
』
一
二
三
）
西
田
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
己
の
根
底

で
あ
る
純
粋
経
験
の
自
発
自
展
は
そ
の
ま
ま
人
格
の
実
現
で
あ

り
、「
善
」
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
善
と
は
自
己
の
発
展
完

成self-realization

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
我
々

の
精
神
が
種
々
の
能
力
を
発
展
し
円
満
な
る
発
達
を
遂
げ
る
こ

と
が
最
上
の
善
で
あ
る
。」（
同
書
、
一
一
七
）「
善
と
は
自
己
の

内
面
的
欲
求
を
満
足
す
る
者
を
い
う
の
で
、
自
己
の
最
大
な
る

要
求
と
は
意
識
の
抜
本
的
統
一
力
即
ち
人
格
の
要
求
で
あ
る
か

ら
、
之
を
満
足
す
る
事
即
ち
人
格
の
実
現
と
い
う
の
が
我
々
に

取
り
て
絶
対
的
善
で
あ
る
。」（
同
書
、
一
二
二
）
さ
ら
に
西
田

は
「
善
」
に
関
し
て
、よ
り
深
め
た
内
容
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
実
地
上
真
の
善
と
は
た
だ
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
即
ち
真
の
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も
の
は
成
り
立
た
な
い
、
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
絶
対
他
者
が

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
う
の
で
あ
る
。

僕
の
い
ふ
自
覚
と
は
…
存
在
論
的
に
い
ふ
の
で
あ
る
。

存
在
論
的
な
人
格

0

0

0

0

0

0

0

と
は
存
在
と
そ
の
根
拠
と
が
全
く
別
な

秩
序
の
上
に
在
る
も
の
と
し
て
弁
証
法
的
な
構
造

0

0

0

0

0

0

0

で
成
立

し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
弁
証
法
が
存
在
の
構
成

を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
自
覚
は
認

識
論
的
な
も
の
か
ら
弁
証
法
的
な
も
の
に
置
き
か
へ
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
そ
れ
は
自
己
が
自
己
の
う
ち
に
絶
対

他
者
を
見
、
さ
ら
に
こ
の
他
者
を
契
機
と
し
て
不
断
に
自

覚
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
径
路
は
自
由
の
人
格
で

あ
る
（
六
七
頁
～
六
八
頁
）。

そ
し
て
彼
は
、
こ
の
絶
対
他
者
の
絶
対

0

0

と
い
う
こ
と
に
否
定

的
な
意
味
を
含
め
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

こ
の
他
者
は
自
己
に
対
し
て
自
己
を
圧
迫
す
る
。
わ
れ
わ
れ

の
う
ち
に
は
常
に
自
分
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
反
発
反
応
が
自
覚
で
あ
り
行
為
で
あ
る
の
だ
。
何
ら
か

圧
迫
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
人
間
は
人
格
の
自
覚
に
返

で
る
。
単
に
悪
に
対
し
之
と
戦
う
神
は
、
縦
、
そ
れ
が
何
処

ま
で
も
悪
を
克
服
す
る
と
云
つ
て
も
相
対
的
な
神
で
あ
る
。

単
に
超
越
的
な
最
高
善
的
な
神
は
、
抽
象
的
な
る
神
た
る
に

過
ぎ
な
い
。
絶
対
の
神
は
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
の
否
定
を

含
む
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
極
悪
に
ま
で
下
り
得
る
神

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
逆
無
道
を
救
ふ
神
に
し
て
、
真

に
絶
対
の
神
で
あ
る
。
…
…
絶
対
の
ア
ガ
ペ
は
、
絶
対
の
悪

人
に
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
逆
対
応
的
に
極

悪
の
人
の
心
に
も
潜
む
の
で
あ
るn
。

つ
ま
り
『
善
の
研
究
』
で
は
善
一
元
論
的
で
し
か
な
か
っ
た

絶
対
者
が
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
態
た
る
悪
を
ど
こ
ま
で
も
含

み
こ
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）
の
六
月
と
七
月
の

二
回
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
西
田
を
囲
む
座
談
会
でo

、
西
田

は
人
格
の
自
覚
的
統
一
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、し
き
り
に
「
絶

対
他
者
」
を
強
調
す
る
。
こ
れ
ま
で
自
覚
と
云
え
ば
自
己
が
自

己
の
う
ち
に
自
己
を
見
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
で
は
単
に
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
真
の
自
覚
と
い
う
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で
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
絶
対
に
隠
さ
れ
た
超
越
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、絶
対
否
定
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。し
か
も
、

そ
の
絶
対
の
他
者
が
、
直
接
に

0

0

0

、
自
己
の
内
に

0

0

0

0

0

呼
び
か
け
て
く

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
覚
に
お
け
る
〈
他
〉
は
、
西
田
の

云
う
ご
と
く
、〈
我
〉
に
対
し
て
つ
ね
に
そ
の
底
か
ら
語
り
か
け

て
く
る〈
汝
〉と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
罪
悪
感
も
責
任
感
も
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
意
味

を
も
つ
。『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
純
粋
経
験
」
に
基
づ
く
善

一
元
論
の
立
場
で
は
こ
う
い
う
発
想
は
ま
だ
未
成
熟
で
あ
っ
た
。

Ⅺ

さ
て
、
八
木
神
学
で
は
、「
神
と
人
と
の
相
互
内
在
」
を
問
題

に
す
る
場
合
で
も
、
こ
う
し
た
逆
対
応
的
な
構
造
が
殆
ど
見
受

け
ら
れ
な
い
。
や
や
も
す
れ
ば
本
体
的
一
元
論
の
発
想
が
濃
厚

で
あ
る
。
西
田
の
最
晩
年
の
論
文
で
説
か
れ
る
「
逆
対
応
」
の

論
理
と
は
、
一
言
で
云
え
ば
、
個
的
自
己
は
絶
対
者
と
絶
対
に

0

0

0

隔
絶
し
つ
つ

0

0

0

0

0

、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
一
層
深
い
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お

い
て
一
つ
に
繫
が
っ
て
い
る
と
い
う
逆
説
的
な
事
態
を
謂
っ
て

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
経
験
か
ら
い
へ
ば
、
存
在
論
的

に
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
他
者
に
ぶ
つ
か
っ
て
そ
の
限
定
に
よ
っ

て
絶
対
他
者
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
（
六
九
頁
）。

更
に
彼
は
、
他
者
と
自
己
と
の
関
係
を
、
単
な
る
連
続
的
結

合
で
は
な
く
、
絶
対
否
定
を
契
機
と
し
た
互
い
に
呼
び
か
け

0

0

0

0

、

呼
び
か
け
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
絶
対
に
違
う
も

の
が
直
接
に
呼
び
か
け
る
。
自
己
が
そ
の
他
者
の
呼
び
か
け
に

よ
つ
て
反
応
す
る
。
そ
こ
に
真
の
人
格
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
ら
う
」
と
（
69
‐
70
頁
）。
こ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
自

己
の
立
場
、
人
間
の
立
場
か
ら
だ
け
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否

め
な
い
も
の
の
、
西
田
が
晩
年
「
逆
対
応
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な

る
思
想
の
萌
芽
が
す
で
に
は
っ
き
り
と
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ

は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
と
く
に
留
意
し
た
い
の
は
、
超
越
的
他

者
と
自
己
と
の
関
係
が
「
呼
び
か
け

0

0

0

0

、
呼
び
か
け
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

」
関

係
、
す
な
わ
ち
、
聴
取
と
応
答
と
い
う
、
き
わ
め
て
ユ
ダ
ヤ
・

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
特
質
に
通
底
す
る
よ
う
な
関
係
と
し
て
見
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
私
に
呼
び
か
け
て
く
る
も

の
が
私
と
は
絶
対
に
違
っ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
意
味

‐
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の
側
か
ら
見
ら
れ
た
表
詮
な
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
が
自
己
否
定

的
に
相
対
へ
と
翻
る
内
在
的
方
向
と
、
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
な

も
の
と
し
て
絶
対
に
翻
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

自
己
覆
蔵
性
を
も
意
味
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
逆
対
応
を
考
え
る
場
合
、
個
的
実
存
と
絶
対
者
と

の
関
係
と
し
て
捉
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
関
係
の
底

に
、
そ
の
関
係
を
関
係
た
ら
し
め
て
い
る
絶
対
者
の
絶
対
者
自

0

0

0

0

0

0

0

0

身
へ
の
翻
り

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
場
所
が
場
所
自
身
を
映
し
て
ゆ
く
自
己

内
還
帰
、
還
滅
即
湧
出
の
根
源
的
動
性
を
も
念
頭
に
入
れ
て
お

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

西
田
は
次
の
よ
う
に
云
う
。

神
は
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
、
逆
対
応
的
に
自
己
自
身
に

対
し
、
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
な

る
が
故
に
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
有
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ

り
、
絶
対
の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有
で
あ
る
の
で
あ
る
。

絶
対
の
無
に
し
て
有
な
る
が
故
に
、
能
は
さ
る
所
な
く
、
知

ら
ざ
る
所
な
い
、
全
智
全
能
で
あ
るp

。

こ
こ
で
云
わ
れ
る
「
逆
対
応
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
自
己
自

身
に
対
し
」
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
絶
対
が
ど
こ
ま
で

い
る
。
単
な
る
相
即
的
・
即
応
的
融
合
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で

も
絶
対
に
隔
絶
し
て
い
て
、
し
か
も
両
者
が
一
つ
に
繫
が
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
留
意
す
べ
き
こ

と
は
、
西
田
の
立
場
は
単
純
な
「
本
体
的
一
元
論
」
で
は
な
い

0

0

0

0

、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
逆
対
応
」
の
観
念
は
、
長
年
の
懸
案
で

あ
っ
た
宗
教
の
問
題
が
主
題
と
さ
れ
る
に
及
ん
で
は
じ
め
て
打

ち
出
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
が
、「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い

う
弁
証
法
的
存
在
構
造
を
、
絶
対
者
と
個
と
し
て
の
自
己
と
の

間
に
伏
在
す
る
存
在
論
的
関
係
構
造
と
し
て
、
よ
り
鮮
明
な
か

た
ち
で
表
現
さ
れ
た
論
理
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
説
明
は
控
え

る
が
、
突
き
つ
め
て
云
え
ば
、
神
に
背
か
ざ
る
を
え
な
い
自
己

が
そ
の
ま
ま
神
の
愛
に
包
み
抱
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
自

ら
の
罪
障
を
拭
い
切
れ
な
い
煩
悩
熾
盛
の
自
己
が
そ
の
ま
ま
如

来
の
大
悲
に
摂
め
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
こ

の
消
息
を
示
す
の
に
西
田
が
よ
く
引
証
す
る
の
は
、
大
燈
国
師

の
「
億
劫
相
別
、
而
須
臾
不
離
、
尽
日
相
対
、
而
刹
那
不
対
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
語
は
、「
人
間
の
側
か
ら
」

解
し
て
い
る
西
田
の
意
に
反
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
絶
対
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も
絶
対
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
絶
対
の
自
己
湧
出
が
、
同
時
に
、

そ
の
湧
出
と
は
逆
方
向
に

0

0

0

0

絶
対
の
絶
対
自
身
へ
の
還
滅
で
あ
る

と
い
う
、
絶
対
そ
れ
自
体
の
「
逆
対
応
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
相
対
的
な
る
も
の
へ
の
自
己
否
定
的
翻
り
と
な

っ
て
創
造
的
に
働
く
の
で
あ
る
。
云
う
な
れ
ば
、
渦
巻
き
の
見

え
ざ
る
底
か
ら
の
湧
出
が
、
同
時
に
底
へ
の
帰
入
で
あ
る
か
の

如
き
、
露
現
と
帰
滅
と
の
同
時
生
起
が
そ
こ
に
は
働
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
否
逆
に
、
底
へ
の
還
滅
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
底
か

ら
の
間
断
な
き
湧
出
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。「
仏
あ
っ
て
衆

生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
が
あ
る
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
る

「
逆
対
応
」
の
論
理
に
は
、
仏
が
ど
こ
ま
で
も
仏
で
あ
り
続
け
る

こ
と
が
、
同
時
に
衆
生
が
衆
生
で
あ
り
え
て
い
る
と
い
う
、
重

層
的
存
在
構
造
が
あ
る
こ
と
に
我
々
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
、「
神
の
中
に
人
が
あ
り
、
人
の
中

に
神
が
働
く
」
と
い
う
「
神
と
人
と
の
相
互
内
在
」
も
こ
う
し

た
構
造
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
絶
対
者
の
絶
対
者
自
身
へ
の
翻
転
的
覆
蔵
が
自0

体
的
順
序

0

0

0

0

と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
個
的
実
存
の
自
覚
的
順
序
に
先

立
っ
て
い
る
以
上
、
絶
対
者
と
個
的
自
己
と
の
逆
対
応
関
係
は
、

ど
こ
ま
で
も
「
不
可
逆
的
」
な
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
不

可
逆
と
は
、
内
在
的
超
越
と
い
う
こ
と
が
あ
く
ま
で
も
超
越
的

内
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
超
越
は
ど
こ
ま
で
も
超
越
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

八
木
の
言
葉
で
云
え
ば
、「
場
所
」
に
対
す
る
「
場
」
の
先
行
的

優
位
性
で
あ
り
、
こ
の
順
序
は
ま
っ
た
く
逆
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
す
な
わ
ち
不
可
逆
的
な
の
で
あ
る
。
西
田
は
云
う
、

神
と
人
間
と
の
対
立
は
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
の

で
あ
る
。
故
に
我
々
の
宗
教
心
と
云
ふ
の
は
、
我
々
の
自
己

か
ら
起
る
の
で
は
な
く
し
て
、
神
又
は
仏
の
呼
声
で
あ
る
。

神
又
は
仏
の
働
き
で
あ
る
、
自
己
成
立
の
根
源
か
ら
で
あ
るq

。

こ
の
西
田
の
文
章
に
は
、「
逆
対
応
」
が
不
可
逆
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
が
お
の
ず
と
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ

に
は
、宗
教
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
「
神
又
は
仏
の
働
き
」
が
、

「
呼
声
」
と
し
て
し
っ
か
り
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
呼
声
」
と
は
「
言
葉
」
で
あ
る
。
決
し
て
「
不
立
文
字
」

で
は
な
い
。『
善
の
研
究
』
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
純
粋
経
験
」
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現
言
語
・
能
動
言
語
と
分
類
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た

論
じ
方
自
体
が
、
分
析
哲
学
的
言
語
論
に
す
ぎ
ず
、
宗
教
に
お

け
る
「
言
葉
」
は
、
そ
う
し
た
思
考
枠
で
は
語
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
教
の
次
元
に
お
け
る
「
言
葉
」
と
は
覚

醒
へ
の
促
し
で
あ
り
、
呼
び
か
け
で
あ
り
、
人
間
は
そ
れ
に
応

答
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
聴
取
と
応
答
と
い
う
関
係
が
、
は
じ

め
て
言
葉
を
言
葉
と
す
る
の
で
は
な
い
か
？

思
う
に
、
宗
教
に
お
け
る
言
葉
が
も
つ
意
義
、
そ
し
て
「
物

語
性
」
の
意
義
を
、
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
説

的
に
い
え
ば
、
い
ず
れ
の
宗
教
で
あ
れ
、
宗
教
が
こ
れ
ま
で
生

き
続
け
て
き
た
の
は
、
そ
の
「
物
語
性
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
禅
の
世
界
で
馴
染
み
深
く
、
ま
た
説
得
性
に
富
ん

だ
「
十
牛
図
」
も
云
っ
て
み
れ
ば
、
絵
物
語
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
、
八
木
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
、
そ
れ
も
キ
リ

ス
ト
教
に
類
似
し
た
浄
土
系
仏
教
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
不

立
文
字
」
を
標
榜
す
る
禅
仏
教
と
の
交
点
を
見
出
す
こ
と
で
、

固
定
し
た
図
式
的
な
思
考
枠
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が

｢

枷｣

と
な
っ
て
、
却
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
本
来
も
っ
て
い
た

は
確
か
に
「
主
客
未
分
」
の
直
接
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

や
や
も
す
れ
ば
、
第
一
章
の
冒
頭
部
分
の
文
言
の
み
が
特
権
的

な
仕
方
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
純
粋
経

験
」
が
あ
た
か
も
反
省
以
前
の
経
験
や
、
言
語
以
前
の
境
涯
で

あ
り
、
延
い
て
は
そ
れ
が
あ
た
か
も
禅
の
見
性
経
験
で
あ
る
か

の
如
く
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
嫌
い
な
し
と
し
な
い
が
、
本
書
で

述
べ
ら
れ
る
「
純
粋
経
験
」
と
は
我
々
の
ご
く
普
通
の
日
常
経

験
に
あ
っ
て
、
無
心
に
何
か
に
取
り
く
ん
で
い
る
経
験
の
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
そ
れ
は
「
純
粋
」
な
の
で
あ
っ
て
、
言
語
に
よ

っ
て
思
索
に
没
頭
す
る
反
省
的
思
惟
も「
純
粋
経
験
」で
あ
る
と
、

西
田
は
は
っ
き
り
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
八

木
は
、
そ
の
純
粋
経
験
を
言
語
以
前
の
直
接
経
験
と
捉
え
、
延

い
て
は
そ
れ
を
禅
の
見
性
経
験
と
み
な
し
て
、
そ
れ
を
自
ら
の

カ
ッ
セ
ル
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
、
し
か
も
禅
で
標
榜
す
る
「
不

立
文
字
」
と
結
び
つ
け
、
言
語
的
世
界
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て

排
斥
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
律
法
主
義
」

が
そ
れ
に
あ
た
り
、
そ
れ
を
「
人
格
主
義
」
の
名
の
も
と
に
一

掃
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
八
木
は
言
語
を
、
記
述
言
語
・
表



139 ――― 東西宗教研究　第 11 号・2012 年

教
の
源
流
で
あ
る
。（
そ
れ
は
）
不
立
文
字
だ
か
ら
、
言
語
化
さ

れ
た
教
義
を
信
じ
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
考
え
行
為
せ
よ
と
は
言

わ
な
い
。
…
…
イ
エ
ス
が
見
つ
け
た
泉
か
ら
飲
む
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
ず
第
一
に
「
神
の
国
・
神
の
支
配
を

求
め
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
本
誌
八
六
頁
）、
と
。
そ
し

て
「
場
所
論
的
」
神
学
が
新
生
を
表
現
す
る
た
め
に
多
く
用
い

ら
れ
る
と
し
、「
信
徒
は
キ
リ
ス
ト
の
中
に
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
は

信
徒
の
中
に
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
神
は
愛
で
あ
り
、
愛
す
る

も
の
は
神
を
知
る
。
愛
す
る
も
の
は
神
の
中
に
あ
り
、
神
は
そ

の
人
の
中
に
あ
る
。
神
の
愛
は
、
愛
し
合
う
人
の
共
同
体
の
な

か
で
全
う
さ
れ
る
の
だ
、
と
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
八
木
に
お
け
る
「
場
所
論
的
神
学
」
は
、

イ
エ
ス
の
う
ち
に
、
愛
に
基
づ
く
個
々
人
の
倫
理
的
共
同
体
の

提
唱
を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に

は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
に
と
っ
て
の
イ
エ
ス
の
十
字
架

上
の
死
の
意
味
、
贖
罪
、
救
済
と
福
音
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
重
要
な
問
題
が
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と

独
自
の
精
神
性
を
根
こ
そ
ぎ
洗
い
流
し
て
し
ま
い
、
そ
の
「
神

と
人
と
の
相
互
内
在
」
と
い
う
場
所
論
的
立
場
も
、
西
田
の
不

可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
と
い
う
構
造
を
も
つ
「
逆
対
応
」
の

論
理
が
充
分
に
省
み
ら
れ
な
い
ま
ま
、
平
板
な
直
接
経
験
的
一

元
論
の
立
場
の
域
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
得
な

い
。八

木
は
配
布
レ
ジ
ュ
メ
「
対
話
へ
の
道
程
」
の
中
の
十
一
で

自
著
『
イ
エ
ス
の
宗
教
』（
二
〇
〇
九
、岩
波
書
店
）
に
言
及
し
、

次
の
よ
う
に
自
ら
の
立
場
を
披
瀝
す
る
。
人
間
と
世
界
は
神
の

作
用
圏（
神
の
国
）の
中
に
あ
り
、人
間
と
世
界
は
神
の
働
き（
神

の
支
配
）
が
現
実
化
す
る
場
所
で
あ
る
、
と
。
イ
エ
ス
の
宗
教

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
違
い
は
、
基
督
教
が
宣
教
の
言
葉
に
基
づ

く
の
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
「
神
の
働
き
」（
作
用
的
一
）
の
直

接
経
験
に
基
づ
く「
不
立
文
字
」の
宗
教
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

現
代
的
に
解
り
易
く
云
え
ば
、「
イ
エ
ス
は
清
ら
か
で
汚
れ
の
な

い
、や
さ
し
い
こ
こ
ろ
に
神
の
働
き
を
見
た
。
私
は
こ
れ
を
「
純

粋
で
無
条
件
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
志
（
願
い
）」
と
云

い
換
え
て
も
よ
い
と
思
う
」、
と
。
イ
エ
ス
の
宗
教
は
キ
リ
ス
ト
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に
は
、
あ
の
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故

と
同
レ
ベ
ル
の
福
島
原
発
事
故
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
未
曾
有

の
大
惨
事
に
つ
い
て
思
う
こ
と
は
、
人
間
の
悲
惨
と
偉
大
を
説

い
た
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
で
あ
る
。

人
間
は
自
然
の
う
ち
で
最
も
弱
い
一
茎
の
葦
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
考
え
る
葦
で
あ
る
。
こ
れ
を
お
し
つ
ぶ
す
の

に
、
宇
宙
全
体
は
何
も
武
装
す
る
必
要
は
な
い
。
風
の
ひ
と

吹
き
、
水
の
ひ
と
し
ず
く
も
、
こ
れ
を
殺
す
に
十
分
で
あ
る
。

し
か
し
、
宇
宙
が
こ
れ
を
お
し
つ
ぶ
す
と
き
に
も
、
人
間
は
、

人
間
を
殺
す
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
高
貴
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
、
自
分
が
死
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、

宇
宙
が
人
間
の
上
に
優
越
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
宇
宙
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
尊
厳
は
思
考
の
う
ち
に
存
す
る
。

わ
れ
わ
れ
が
立
ち
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
こ
か

ら
な
の
だ
（
ラ
フ
ュ
マ
版
・
断
章
二
〇
〇
〔
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ

ィ
ッ
ク
版
・
三
四
七
〕

r

）。

た
し
か
に
自
然
の
猛
威
を
前
に
し
て
、
人
間
の
存
在
は
あ
ま

こ
ろ
倫
理
の
次
元
に
留
ま
り
、
宗
教
的
次
元
に
は
届
い
て
い
な

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
神
の
支
配
＝

神
の
働
き
が
も
し
愛
に
根
差
す
個
々
人
の
倫
理
的
共
同
体
の
提

唱
に
尽
き
る
の
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
お
け

る
ド
イ
ツ
民
族
の
極
悪
非
道
を
そ
の
ま
ま
放
任
し
赦
し
た
神
の

働
き
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
救
済
し
え
ず
、

全
知
全
能
を
示
し
え
な
か
っ
た
神
の
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以

後
の
「
働
き
」
は
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
世
界
各
地
で
勃

発
し
て
い
る
テ
ロ
事
件
、
そ
し
て
今
回
の
東
日
本
大
震
災
の
例

で
も
わ
か
る
よ
う
に
、神
は
我
々
に
「
愛
」
よ
り
も
過
酷
な
「
試

練
」
を
与
え
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
た
問
題
を
「
愛
」
を
説
く
「
場
所
論
的
神
学
」
で
は
ど
の

よ
う
に
究
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

XII

二
〇
一
一
年
の
三
月
十
一
日
、
未
曾
有
の
大
惨
事
が
東
日
本

の
東
北
地
方
を
襲
っ
た
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
を
記
録
す
る
大

地
震
、
そ
し
て
多
く
の
死
者
・
被
災
者
を
出
し
た
大
津
波
、
更
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の
「
緒
言
」
で
、
本
書
の
基
調
を
な
す
考
え
と
し
て
次
の
よ
う

に
披
瀝
し
て
い
る
。

〈
わ
れ
在
り
〉
と
い
ふ
こ
と
の
究
極
の
根
柢
は
底
な
き
も
の
で

あ
る
、
吾
々
の
生
の
根
源
に
は
脚
を
著
け
る
べ
き
何
も
の
も

無
い
と
い
ふ
所
が
あ
る
、
寧
ろ
立
脚
す
べ
き
何
も
の
も
無
い

所
に
立
脚
す
る
故
に
生
も
生
な
の
で
あ
る
、
そ
う
し
て
さ
う

い
ふ
脱
底
の
自
覚
か
ら
新
し
い
主
体
性
が
宗
教
的
知
性
と
理

性
と
自
然
的
生
と
を
一
貫
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
来
るs

。

「
脱
底
」
の
自
覚
か
ら
現
れ
て
く
る
「
宗
教
的
知
性
と
理
性
と

自
然
的
生
と
を
一
貫
す
る
」
新
し
い
主
体
性
に
根
差
し
た
思
惟

と
は
、
ど
の
よ
う
な
思
惟
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
過
酷
な
運

命
に
投
げ
込
ま
れ
た
私
た
ち
日
本
人
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
、

今
必
要
な
「
イ
エ
ス
の
言
葉
/
禅
の
言
葉
」
と
は
ど
う
い
う
言

葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
吾
々
の
生
の
根
源
に
は
脚
を
著
け
る
べ

き
何
も
の
も
無
い
と
い
う
、
こ
う
し
た
脱
底
の
自
覚
に
立
っ
て
、

「
我
直
立
し
て
我
と
言
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
そ
れ

は
誰
に
向
け
て

0

0

0

0

0「
言
う
」こ
と
な
の
か
。「
我
は
、我
な
ら
ず
し
て
、

我
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
「
無
限
の
開
け
」
に
根
差
す
も
の
で

り
に
も
無
力
で
あ
る
。
こ
の
悲
惨
極
ま
り
な
い
壊
滅
状
態
の
日

本
の
国
で
、
大
き
な
試
練
に
立
た
さ
れ
た
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ

た
道
は
、
た
だ
一
人
ひ
と
り
が
「
考
え
る
葦
」
と
し
て
、
す
な

わ
ち
「
自
分
が
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
く
る
虚
無
と
、
自
分

が
そ
こ
へ
呑
み
込
ま
れ
て
い
く
無
限
（le néan d’où il est tiré et 

l’infini où il est englouti.

）」の
二
つ
の
深
淵
に
懸
け
ら
れ
た「
中

間
者
（un m

ilieu

）」
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
深
い
悲
し
み
と

痛
み
を
乗
り
越
え
、絶
望
の
暗
き
淵
よ
り「
存
在
へ
の
勇
気
」（
Ｐ
・

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
）
を
以
っ
て
、
打
ち
砕
か
れ
た
心
を
奮
い
起
こ
し
、

敢
然
と
立
ち
上
が
る
べ
く
努
力
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
「
考
え
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
思
惟
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ス
カ
ル
は
人
間
を
、

虚
無
と
無
限
と
い
う
二
つ
の
深
淵
に
懸
け
ら
れ
た
「
中
間
者

（un m
ilieu

）」
と
見
な
し
た
が
、「
無
限
の
空
間
の
永
遠
の
沈
黙

に
戦
慄
を
覚
え
た
（Le silence éternel de ces espaces infinis 

m
’effraie.

）」（
二
〇
一
〔
B
二
〇
六
〕）
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の

「
中
間
者
」
は
き
わ
め
て
実
存
的
な
体
験
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
西

谷
啓
治
（
一
九
〇
〇
‐
一
九
九
〇
）
は
『
根
源
的
主
体
性
の
哲
学
』
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本
稿
中
、
各
先
生
方
の
敬
称
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
旨
、

ご
了
承
願
い
た
い
。

2
 

『
教
行
信
証
』
信
巻
（『
親
鸞
著
作
集　

全
』
金
子
大
栄
編
、

法
蔵
館
、
一
九
七
四
年
）
八
六
頁
。

3
 

『
教
行
信
証
』
行
巻
（
同
書
）
四
八
頁
。

4
 

石
田
慶
和
『
信
楽
の
論
理
―
現
代
と
親
鸞
の
思
想
―
』（
法

蔵
館
、
一
九
七
〇
年
）
五
五
頁
参
照
。

5
 

八
木
誠
一
『
場
所
論
と
し
て
の
宗
教
哲
学
―
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
の
交
点
に
立
っ
て
―
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
六
年
）

一
一
〇
頁
‐
一
一
一
頁
。

6
 

親
鸞
の
「
三
願
転
入
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
親
鸞
に
於

け
る
横
超
の
論
理
」（
拙
著
『
露
現
と
覆
蔵
―
現
象
学
か
ら

宗
教
哲
学
へ
―
』
関
西
大
学
出
版
部
、二
〇
〇
三
年
、所
収
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

7
 

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
（『
親
鸞
著
作
集　

全
』
前
掲
書
）

二
七
八
頁
～
二
七
九
頁
。

8
 

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
（
同
書
）
二
四
二
頁
。

9
 

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
（
同
書
）
二
六
六
頁
‐
二
六
七
頁
。

0
 

『
教
行
信
証
』
信
巻
（
同
書
）
八
八
頁
。

a
 

『
教
行
信
証
』
信
巻
（
同
書
）
一
二
三
頁
。

b
 

遠
山
諦
虔
『
信
と
時
』（
芦
書
房
、
一
九
七
二
年
）
九
七
頁

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限
り
な
い
開
け
は
、
例
え
ば
百
丈
の

「
独
坐
大
雄
峯
」
と
い
う
確
固
不
動
の
露
堂
々
と
し
た
在
り
方
を

可
能
な
ら
し
め
る
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
パ
ス
カ
ル
の
い
わ

ゆ
る
虚
無
と
無
限
と
い
う
二
つ
の
深
淵
に
懸
け
ら
れ
た
「
中
間

者
（un m

ilieu
）」
と
い
う
自
覚
を
呼
び
覚
ま
す
、
い
わ
ば
戦
慄

を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
底
な
し
の
虚
空
の
開
け
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註

1
 

上
田
閑
照
・
八
木
誠
一
『
対
談
評
釈　

イ
エ
ス
の
言
葉
/

禅
の
言
葉
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。
予
め
お
断
り
し

て
お
き
た
い
こ
と
は
、
本
稿
は
基
本
的
に
は
本
書
に
限
っ

て
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
た
大
会
の
た
め
に
事
前
に
配

布
さ
れ
て
い
た
八
木
氏
自
身
の
詳
細
な
レ
ジ
ュ
メ
「
対
話

へ
の
道
程
」
に
基
づ
い
て
の
感
想
に
過
ぎ
ず
、
氏
の
著
作

全
体
を
渉
猟
し
た
上
で
の
批
判
検
討
で
は
な
い
の
で
、様
々

な
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
点
を
ご
留
意
い
た
だ
き
、
も
し
誤
解
が
あ
れ
ば
、
失

礼
の
段
、
ご
海
容
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
本
書
か
ら
の

引
用
ペ
ー
ジ
数
は
、
本
文
中
に
括
弧
内
で
示
す
。
ま
た
、
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人
の
思
惟
』（
植
田
重
雄
訳
、新
教
出
版
社
、一
九
七
二
年
）〕

有
賀
鐵
太
郎
『
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
存
在
論
の
問

題
』（
創
元
社
、
一
九
六
九
年
、
三
三
頁
～
一
〇
九
頁
、
お

よ
び
一
七
七
頁
‐
二
〇
〇
頁
）
参
照
。

l
 

T. Bom
an, 

前
掲
書 S. 116–117, 

邦
訳
、
前
掲
書
、
二
二
〇

頁
二
二
一
頁
。

m
 

Ⅸ
節
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
明
治
期
ア
カ
デ
ミ

ー
哲
学
の
系
譜
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
形
而
上
学

の
問
題
―
如
来
蔵
思
想
と
ユ
ダ
ヤ
・
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟

の
収
斂
点
―
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル

『H
eidegger-Forum

』
第
３
号
、（
二
〇
〇
九
年
）
ハ
イ
デ

ガ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ムH

P

参
照
。

n
 

最
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
年
、
三
二
〇
‐
三
二
一
頁
。

o
 

こ
れ
は
「
宗
教
・
哲
学
・
文
化
の
諸
問
題
に
つ
い
て
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
讀
賣
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
。
三
木

清
『
西
田
先
生
と
の
対
話
』〔
角
川
文
庫
、
一
九
五
〇
年
〕

所
収
。
括
弧
内
の
数
字
は
同
書
の
頁
数
。

p
 

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
巻
（
前
掲
書
）、
三
一
六
頁
。

q
 

 

同
書
、
三
二
五
頁
。

r
 

パ
ス
カ
ル
『
定
本　

パ
ン
セ
（
上
）』（
松
浪
信
三
郎
訳
・
注
、

参
照
。

c
 

同
書
所
収
の
「
往
生
思
想
に
お
け
る
時
間
の
問
題
」
参
照
。

歴
史
性
の
重
視
を
は
じ
め
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
本

書
か
ら
多
大
の
示
唆
を
得
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
筆
者
と
は
必
ず
し
も
論
旨
と
重
な
る
も
の
で
は
な

い
。

d
 

『
親
鸞
著
作
全
集　

全
』（
前
掲
書
）
五
八
五
頁
。

e
 

星
野
元
豊
『
親
鸞
と
浄
土
』（
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
）

六
〇
頁
参
照
。

f
 

同
書
、
五
五
頁
。

g
 

『
親
鸞
著
作
集　

全
』（
前
掲
書
）
五
五
〇
頁
‐
五
五
二
頁
。

h
 

『
親
鸞
著
作
全
集　

全
』（
前
掲
書
）、五
八
七
頁
‐
五
八
八
頁
。

i
 

K
laus H

eld, Treffpunkt Platon, Reclam
, 1990, xix.

邦
訳
：

K
・
ヘ
ル
ト
著
『
地
中
海
哲
学
紀
行
』
下
巻
（
井
上
克
人
・

國
方
栄
二
監
訳
、晃
洋
書
房
、一
九
九
八
年
）、第
七
章
参
照
。

j
 

ibid., 

Ⅹ
Ⅹ., 

邦
訳
、
同
書
、
第
八
章
参
照
。

k
 

「
ハ
ー
ヤ
ー
」
の
思
想
お
よ
び
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟
に
つ
い

て
は
、
以
下
の
諸
著
作
か
ら
多
大
の
示
唆
を
得
た
。T. 

Bom
an, D

as hebräische D
enken im

 Vergleich m
it dem

 

griechischen, G
öttingen,Vandenhoeck und Ruprecht, 

1952.

〔
邦
訳
T
・ 

ボ
ー
マ
ン
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
と
ギ
リ
シ
ャ
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講
談
社
文
庫
、
一
九
七
二
年
）
二
三
〇
頁
。
本
書
は
、『
パ

ン
セ
』
の
編
纂
の
出
発
点
と
い
う
べ
き
草
稿
の
原
初
的
状

態
を
再
現
し
た
ル
イ
・
ラ
フ
ュ
マ
版
を
定
本
と
し
て
い
る
。

s
 

『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
巻
、
三
頁
。
創
文
社
、

一
九
八
六
年
。
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は
じ
め
に

「
東
西
宗
教
交
流
学
会
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
」、
ま
た
、「
何

で
あ
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
か
ら
出
発
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

出
席
さ
れ
て
い
る
先
生
方
の
構
成
か
ら
、
ま
ず
、「
宗
教
者
同

士
の
話
し
合
い
の
場
」で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。同
様
に
、

「
宗
教
学
者
同
士
の
話
し
合
い
の
場
」
で
も
な
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
は
、「
宗
教
哲
学
者
を
中
心
と
す
る
話
し
合
い
の

場
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
宗
教
哲
学
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。「
宗
教
と
芸
術
と
哲
学
の
間
に
は
緊
張
関
係
が
あ

る
」
と
言
っ
た
の
は
加
藤
信
朗
先
生
（
首
都
圏
大
学
東
京
名
誉

教
授
）
で
す
が
、
私
に
は
、「
宗
教
と
い
う
人
間
の
営
み
の
構
造

を
あ
る
共
通
の
言
葉
（
宗
教
哲
学
の
用
語
）
に
翻
訳
、
転
換
し

て
考
究
す
る
立
場
」
が
宗
教
哲
学
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
ど
ん
な
宗
教
に
つ
い
て
も
、
同
時
に

語
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
異
な
っ
た
文
化
的
脈
絡

の
中
で
生
ま
れ
、
展
開
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
人
間

の
営
み
と
し
て
の
宗
教
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
同
じ
一
つ
の

「
地
平
」
の
上
で
複
数
の
宗
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
の

が
宗
教
哲
学
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

宗
教
を
一
般
化
、
客
観
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
宗
教
へ
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
宗
教
哲
学
だ
と
考
え
ま
す
。

次
に
今
回
の
全
体
の
テ
ー
マ
で
あ
る
『
対
談
評
釈
イ
エ
ス
の

言
葉/

禅
の
言
葉
』
か
ら
一
番
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に

ふ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
言
葉
か
ら
出
て
、
言
葉
に

出
る
」（
一
〇
六
頁
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
す
れ
ば
、「
純
粋
経
験
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
「
認
識
の
し

直
し
」
と
い
え
る
で
し
ょ
う
し
、
私
共
の
伝
統
の
「
只
管
打
坐
」

と
は
、
沈
黙
の
な
か
で
「
言
葉
か
ら
出
て
、
言
葉
に
出
る
」
を

不
断
に
生
き
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
一
回
言

葉
か
ら
出
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
受
け
と
め
ま
す
。

要
約
す
れ
ば
、
宗
教
哲
学
と
は
既
存
の
「
宗
教
理
解
」
と
い

う
言
葉
か
ら
出
て
、
新
し
く
「
宗
教
哲
学
」
と
い
う
言
葉
に
出

レ
ス
ポ
ン
ス 

峯
岸
正
典
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上
の
死
の
意
味
、
贖
罪
、
救
済
と
福
音
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
重
要
な
問
題
が
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。」（
一
三
四
頁
）

こ
の
ご
結
論
に
関
連
し
て
以
下
の
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
）場
所
論
的
神
学
か
ら
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
の
意
味
、

贖
罪
、
救
済
と
福
音
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
重
要
な
問

題
が
出
て
来
な
い
か
ら
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
？

（
二
）
場
所
論
的
神
学
か
ら
上
述
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
重
要
な
問
題
が
出
て
く
れ
ば
場
所
論
的
神
学
で
も
い
い
の

で
し
ょ
う
か
？

（
三
）
場
所
論
的
神
学
と
い
う
立
論
そ
れ
自
体
が
問
題
な
の
で

し
ょ
う
か
？

次
に
井
上
克
人
先
生
の
ご
結
論
（
Ｂ
）
に
移
り
ま
す
。

「
総
じ
て
、
八
木
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
、
そ
れ
も
キ
リ

ス
ト
教
に
類
似
し
た
浄
土
系
仏
教
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
不

立
文
字
」
を
標
榜
す
る
禅
仏
教
と
の
交
点
を
見
出
す
こ
と
で
、

固
定
し
た
図
式
的
な
思
考
枠
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が

「
枷
」
と
な
っ
て
、
却
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
本
来
持
っ
て
い
た

る
営
み
だ
と
学
び
ま
し
た
。

問
題
は
、
そ
の
際
、
宗
教
も
し
く
は
宗
教
的
な
営
み
を
宗
教

哲
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
言
葉
で
き
ち
ん
と
反
映
し
て
い
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
ふ

ま
え
て
、
第IV
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
主
題
に
入
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

上
田
閑
照
・
八
木
誠
一
『
対
談
評
釈
イ
エ
ス
の
言
葉/

禅
の

言
葉
』
を
主
題
に
、
特
に
八
木
誠
一
先
生
の
お
立
場
に
つ
い
て

の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

井
上
克
人
先
生
の
基
本
的
理
解
は
「
本
書
を
貫
く
基
本
的
テ

ー
マ
は
『
経
験
・
自
覚
・
言
葉
』
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
点
に
関
し
ま
し
て
は
私
も
全
く
同
感
で
す
が
、
井
上
先
生

の
ご
立
論
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
問
い

を
立
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

井
上
克
人
先
生
の
ご
結
論
（
Ａ
）

「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
八
木
に
お
け
る
「
場
所
論
的
神
学
」
は
、

イ
エ
ス
の
う
ち
に
、
愛
に
基
づ
く
個
々
人
の
倫
理
的
共
同
体
の

提
唱
を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に

は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
に
と
っ
て
の
イ
エ
ス
の
十
字
架
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完
了
の
ま
ま
の
成
就
」
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら

ば
、
井
上
先
生
も
八
木
先
生
と
同
じ
よ
う
に
、
神
を
働
き
と
見

て
お
ら
れ
る
と
受
け
止
め
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

（
三
）
井
上
先
生
に
と
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
が
本
来
持
っ
て
い

た
独
自
の
精
神
性
」
を
「
洗
い
流
し
て
し
」
ま
う
と
い
う
「
不

立
文
字
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？

最
後
に
、
井
上
克
人
先
生
の
ご
結
論
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
お
伺

い
し
ま
す
。

「
八
木
神
学
に
は
、
或
る
固
定
し
た
思
考
図
式
が
濃
厚
に
あ

る
。
そ
れ
は「
人
格
主
義
的
神
学
」に
対
す
る「
場
所
論
的
神
学
」

の
強
調
で
あ
る
。
前
者
は
、
律
法
遵
守
を
重
視
し
、
呼
び
か
け

と
応
答
を
旨
と
す
る
教
条
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
こ
は
律
法
に
裏

打
ち
さ
れ
た
言
語
的
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
歴
史

性
と
物
語
が
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
イ
エ
ス
の
宗
教
を
歪
め
て

し
ま
っ
て
い
る
。」（
一
一
八
頁
）「
思
う
に
、
宗
教
に
お
け
る
言

葉
が
（
持
つ
意
義
、
そ
し
て
「
物
語
性
」
の
意
義
を
、
改
め
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
い
ず
れ
の
宗

教
で
あ
れ
、宗
教
が
こ
れ
ま
で
生
き
続
け
て
き
た
の
は
、そ
の「
物

語
性
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」（
一
三
三
頁
）。

独
自
の
精
神
性
を
根
こ
そ
ぎ
洗
い
流
し
て
し
ま
い
、
そ
の
「
神

と
人
と
の
相
互
内
在
」
と
い
う
場
所
論
的
立
場
も
、
西
田
の
不

可
分
、
不
可
同
、
不
可
逆
と
い
う
構
造
を
持
つ
「
逆
対
応
」
の

論
理
が
充
分
に
省
み
ら
れ
な
い
ま
ま
、
平
板
な
直
接
経
験
的
一

元
論
の
立
場
の
域
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
得
な

い
。」（
一
三
三
頁
）
と
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
以
下
の
三
点
で
す
。

（
一
）
キ
リ
ス
ト
教
が
浄
土
系
仏
教
と
交
点
を
持
て
ば
固
定
し

た
図
式
的
な
思
考
枠
か
ら
解
放
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
本
来
持

っ
て
い
た
独
自
の
精
神
性
を
確
保
し
、
西
田
の
逆
対
応
の
論
理

が
生
か
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
井
上
先
生
の
論
文
の

一
一
四
頁
に
お
け
る
立
論
、「
正
定
聚
」
が
「
未
完
了
の
ま
ま
の

成
就
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
の
国
も
し
く
は

「
神
の
支
配
」
と
重
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し

て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
し
て
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
性
が
確

保
さ
れ
得
る
と
理
解
し
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

（
二
）
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、っ
ま
り
法
身
の
働
き
が
「
未
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③
あ
る
い
は
、そ
れ
ら
を
融
合
し
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

井
上
先
生
が
予
期
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ご
教
示
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
こ
で
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
以
下
の
二
点
で
す
。

（
一
）
八
木
神
学
に
お
い
て
「
物
語
」
が
不
当
に
貶
め
ら
れ
て

い
る
と
さ
れ
る
場
合
、
八
木
神
学
の
出
発
点
を
見
落
と
す
こ
と

に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
？
す
な
わ
ち
、
八
木
神
学
で
否
定
的

に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
使
徒
信
条
に
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

キ
リ
ス
ト
の
物
語
が
現
代
に
お
い
て
は
民
衆
に
そ
の
ま
ま
で
は

受
け
入
れ
ら
れ
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
側
面
が
あ
り
、
そ
れ

を
解
消
す
る
た
め
に
「
場
所
論
的
神
学
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
よ
う
に
推
測
さ
れ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
八
木
神
学
の
原
点

に
は
司
牧
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
見
て
取
っ
て
は
い
け
な
い
の

で
し
ょ
う
か
？
（「
も
う
五
十
年
も
前
、
研
究
者
と
し
て
の
歩
み

を
始
め
た
と
き
以
来
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
ま
ま
で
は
遠

か
ら
ず
社
会
的
文
化
的
な
意
味
を
喪
失
す
る
と
思
い
…
…
」
八

木
先
生
の
ご
発
表
七
二
頁
参
照
）。

（
二
）
井
上
先
生
が
予
期
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
性
と
は

い
か
な
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

①
八
木
先
生
が
批
判
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
使
徒
信
条
的
な

物
語
な
の
で
し
ょ
う
か
？

②
新
し
い
次
元
の
物
語
な
の
で
し
ょ
う
か
？
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直
接
経
験
と
捉
え
、
延
い
て
は
そ
れ
を
禅
の
見
性
経
験

と
み
な
し
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
カ
ッ
セ
ル
体
験
と
重
ね

合
わ
せ
、
し
か
も
禅
で
標
榜
す
る<

不
立
文
字>

と
結

び
つ
け
、
言
語
的
世
界
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
排
斥
す

べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は<

律
法
主
義

>

が
そ
れ
に
あ
た
り
、
そ
れ
を<

人
格
主
義>

の
名
の

も
と
に
一
掃
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
。
さ
て
、
僕

は
ど
こ
で
こ
う
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
言
っ
た
の
か
。
で

も
、
注
を
見
た
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
こ
れ
で
は
、
反
論

の
仕
様
が
な
い
で
し
ょ
、
出
典
の
明
示
が
な
い
ん
だ
か

ら
。
一
三
九
頁
も
そ
う
で
す
。「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
八

木
に
お
け
る<

場
所
論
的
神
学>

は
、
イ
エ
ス
の
う

ち
に
、
愛
に
基
づ
く
個
々
人
の
倫
理
的
共
同
体
の
提
唱

を
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ

に
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
に
と
っ
て
の
イ
エ
ス

の
十
字
架
上
の
死
の
意
味
、
贖
罪
、
救
済
と
福
音
と
い

う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
重
要
な
問
題
が
論
じ
尽
く
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
神
の
支
配
＝

神
の
働
き
が
も
し
愛
に
根
ざ
す
個
々
人
の
倫
理
的
共
同

八
木
誠　

僕
は
た
だ
い
ま
の
井
上
さ
ん
の
ご
批
判
に
対
し
て
、

応
答
す
る
こ
と
も
弁
明
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
説
は
ど
こ

の
誰
の
説
だ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
僕
の
じ
ゃ
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
。
そ
れ
を
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
提
示
す

る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
非
常
に
奇

妙
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
の
論
文
の
注
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
注
を
見
る
と
、
教
行
信
証
と
か

石
田
さ
ん
と
か
、
そ
の
ほ
か
三
木
清
に
至
る
ま
で
ち
ゃ

ん
と
注
が
つ
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
八
木
誠
一
に
関

し
て
は
一
箇
所
あ
る
も
の
の
、
あ
と
は
八
木
誠
一
は
こ

う
言
っ
た
こ
う
言
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

全
然
出
典
の
明
記
が
な
い
ん
で
す
。
た
と
え
ば
一
三
七

頁
で
す
。「
八
木
は
、
そ
の
純
粋
経
験
を
言
語
以
前
の

討
議 
Ⅳ 

司
会　

峯
岸
正
典
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ウ
ロ
の
核
心
で
は
な
い
と
、
詳
し
く
述
べ
て
き
た
ん
で

す
。

井
上 

今
の
ご
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
ご
本
で
す
ね
、

『
イ
エ
ス
の
言
葉
／
禅
の
言
葉
』
を
基
本
に
何
度
も
読

み
返
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
八
木
先
生
が
予
め
配
っ
て

く
だ
さ
っ
た
も
の
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
上
げ
た
わ
け

で
す
。
で
す
か
ら
、
先
生
の
ご
著
書
を
読
ん
で
な
い
こ

と
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
発
表
に
つ
い
て

は
八
木
神
学
に
つ
い
て
論
文
を
書
く
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、
今
回
こ
の
著
書
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
八
木
先

生
が
予
め
配
布
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
い
て
、
私
な
り
の

印
象
を
述
べ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

八
木
誠　

だ
っ
た
ら
、
せ
め
て
個
所
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
よ
。

僕
の
論
文
を
ち
ゃ
ん
と
読
ん
だ
ら
、
こ
う
い
う
結
論
が

出
て
く
る
は
ず
は
な
い
ん
で
す
。
ま
さ
に
反
対
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
。
た
と
え
ば
、「
カ
ッ
セ
ル

の
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
け
れ
ど
も
、「
そ
の
純
粋
経
験
を
言
語
以
前
の
直
接

体
の
提
唱
に
尽
き
る
の
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
ホ
ロ
コ

ー
ス
ト
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
族
の
極
悪
非
道
を
そ
の
ま

ま
放
任
し
赦
し
た
神
の
働
き
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」。

こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
た
と

え
ば
、「
倫
理
的
共
同
体
」
と
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、

も
し
僕
の
本
を
読
ん
だ
の
な
ら
、
最
初
か
ら
、
共
同
体

形
成
は
倫
理
じ
ゃ
な
く
て
宗
教
な
ん
だ
と
言
っ
て
い
る

の
が
分
か
っ
た
筈
で
す
。「
倫
理
的
共
同
体
」
と
い
う

の
は
、
僕
の
本
の
ど
の
個
所
に
基
づ
い
て
言
っ
て
い
る

の
か
、
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
共
同
体
の

形
成
が
単
に
横
と
の
関
係
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
と
書

い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
神
の
働
き
と
い
う
場
の
中
に
置

か
れ
て
初
め
て
横
の
関
係
が
出
て
く
る
の
で
す
。
縦
の

関
係
が
横
の
関
係
を
支
え
る
の
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た

い
誰
の
説
だ
よ
、
僕
が
い
っ
た
い
ど
こ
で
そ
ん
な
こ
と

言
っ
て
い
る
の
か
ち
ゃ
ん
と
証
拠
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い

よ
。
あ
ん
た
全
然
挙
げ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
。
こ
ん
な
の

あ
り
で
す
か
、
こ
ん
な
論
文
。
僕
は
「
贖
罪
論
」
は
新

約
聖
書
の
一
部
に
あ
る
の
み
で
、
し
か
も
イ
エ
ス
、
パ
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は
場
所
論
の
中
で
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
神
と
人
と
の

相
互
内
在
が
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
無
視
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
場
所
論
を
強
調
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
色
々
な
と
こ
ろ

で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。「
そ
れ
を<

人
格
主

義>

の
名
の
も
と
に
一
掃
し
て
し
ま
う
」
な
ん
て
、
ど

こ
を
読
む
と
こ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
ん
で
す
か
ね
。

井
上 

い
や
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
印
象
を
私
は
与
え
ら
れ

ま
し
た
。

八
木
誠　

印
象
じ
ゃ
駄
目
で
す
よ
。
学
問
的
な
議
論
な
ん
で
す

か
ら
。

井
上 

や
は
り
先
生
か
ら
頂
い
た
本
を
読
み
ま
す
と
、
ど
う
し

て
も
人
格
主
義
と
か
律
法
主
義
の
脱
却
と
か
、
教
条
主

義
と
い
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
い
つ

も
人
格
主
義
と
い
う
言
葉
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。

八
木
誠　

全
然
違
い
ま
す
。
僕
が
否
定
し
て
い
る
の
は
、
単
な

る
自
我
と
言
語
の
結
合
と
そ
の
絶
対
化
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
場
所
論
の
中
で
否
定
さ
れ
ま
す

よ
。
む
し
ろ
場
所
論
の
中
で
こ
そ
厳
し
く
否
定
さ
れ
ま

経
験
と
捉
え
、
延
い
て
は
そ
れ
を
禅
の
見
性
経
験
と
み

な
し
て
」
云
々
と
。
僕
は
ち
ゃ
ん
と
禅
の
見
性
経
験
は

主
客
の
直
接
経
験
だ
け
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
で
し

ょ
。
そ
れ
を
全
部
カ
ッ
ト
し
て
、そ
れ
か
ら
八
木
は
「
言

語
世
界
に
あ
る
も
の
は
全
部
排
斥
す
る
べ
き
も
の
だ
」

と
い
う
と
。「
律
法
主
義
が
そ
れ
で
あ
り
」、
こ
こ
ま
で

は
ま
だ
良
い
け
れ
ど
、
そ
れ
を
「<

人
格
主
義>

の
名

の
も
と
に
一
掃
し
て
し
ま
う
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
こ

と
を
僕
は
書
い
た
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
あ
な
た

が
そ
こ
で
持
っ
て
い
る
『
場
所
論
と
し
て
の
宗
教
哲
学
』

の
結
び
の
と
こ
ろ
を
ち
ゃ
ん
と
見
て
く
だ
さ
い
よ
。
場

所
論
と
言
っ
て
い
る
の
は
バ
ラ
ン
ス
の
必
要
上
そ
う
言

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
僕
自
身
は
人
格
主
義
を
否
定

し
た
覚
え
は
な
い
。
語
り
か
け
と
応
答
と
い
う
要
素
は

必
ず
あ
る
ん
で
、
僕
は
そ
れ
を
『
パ
ウ
ロ
、
親
鸞
、
イ

エ
ス
、
禅
』
と
い
う
本
の
中
で
、
親
鸞
を
論
じ
た
と
こ

ろ
で
は
っ
き
り
書
き
ま
し
た
。
呼
び
か
け
と
応
答
と
い

う
要
素
が
必
ず
あ
る
ん
で
、
そ
れ
を
無
視
し
た
ら
い
け

な
い
ん
で
す
。
実
は
、
呼
び
か
け
と
応
答
と
い
う
比
喩



152 

主
義
の
一
面
だ
け
、
し
か
も
記
述
言
語
に
変
貌
し
、
教

条
主
義
的
に
語
ら
れ
た
人
格
主
義
が
キ
リ
ス
ト
教
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
、
と
そ
う
言

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
格
主
義
が
間
違
い
だ
な
ん

て
僕
は
ど
こ
で
も
言
っ
た
覚
え
は
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
あ
な
た
が
語
り
か
け
と
応
答
っ
て

一
二
七
頁
で
言
っ
て
ま
す
け
れ
ど
、
こ
こ
を
見
る
と
、

ま
る
で
神
様
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
モ
ー
セ
と
会
話
し
た
み

た
い
に
聞
こ
え
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
人
格
神
の
語
り

か
け
と
応
答
と
い
っ
て
も
比
喩
で
し
て
ね
。
実
際
に
神

が
ヘ
ブ
ル
語
で
モ
ー
セ
に
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し

ょ
。
僕
が
い
つ
も
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
超
越
か
ら
の

「
促
し
」
と
か
「
働
き
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
ま
す

け
れ
ど
、
そ
の
時
の
働
き
は
必
然
性
で
は
な
い
ん
だ
っ

て
い
う
こ
と
。
働
い
た
か
ら
必
然
的
に
そ
こ
で
何
か
が

起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
そ

れ
は
「
働
き
か
け
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
聞

い
て
決
断
す
る
」
と
い
う
要
素
が
必
ず
入
る
と
。
そ
し

て
働
き
と
言
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
確
か
に
場
所
論
的

す
わ
ね
。
人
格
主
義
が
律
法
主
義
な
ん
て
、
一
言
も
言

っ
た
覚
え
は
な
い
で
す
よ
。

井
上 
だ
か
ら
、
今
の
峯
岸
先
生
の
最
後
の
ご
質
問
に
も
あ
っ

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
今
日
の
八
木
先
生
の

ご
発
表
の
最
初
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

所
謂
八
木
先
生
が
仰
る
人
格
主
義
と
い
う
か
教
条
主
義

と
い
う
の
は
、
八
木
神
学
と
い
う
か
場
所
論
的
神
学
の

必
然
性
で
す
ね
。
そ
れ
は
所
謂
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

も
の
が
形
骸
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
形

骸
化
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
八
木
先
生
が
新
約
聖
書

の
思
想
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
突
き
詰
め
よ
う
と

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
私
は
、
そ
れ
は
理
解
し
て

い
る
つ
も
り
で
す
。
だ
か
ら
形
骸
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教

と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
人
格
主
義
と
い
う
こ
と
で
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

八
木
誠　

形
骸
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
僕
は
確
か
に
否
定
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
人
格
主
義
な
ん
て
言
っ
て
な
い
で

す
よ
、
全
然
。
僕
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
人
格
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こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
こ
の
頃
の
学
生
は
だ
い
た
い

が
宗
教
な
ん
て
な
い
方
が
世
界
平
和
の
た
め
に
な
る
と

考
え
て
い
る
ら
し
い
で
す
が
、
そ
れ
は
教
条
主
義
な
い

し
絶
対
主
義
か
ら
来
る
の
で
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は

は
っ
き
り
と
批
判
し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
了
解
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思

う
の
で
す
ね
。
理
解
し
納
得
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の

理
解
と
納
得
の
操
作
を
欠
い
た
と
こ
ろ
で
信
じ
な
さ
い

と
な
る
と
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
場
所
論
的

神
学
だ
っ
て
同
じ
で
す
よ
。

そ
も
そ
も
僕
の
問
題
は
で
す
ね
、「
神
が
語
っ
た
」

と
い
っ
て
も
現
代
で
は
通
用
し
な
い
。
い
っ
た
い
い
か

な
る
現
実
の
こ
と
を
「
神
が
語
っ
た
」
と
い
う
の
か
、

語
っ
た
の
が
「
神
」
だ
と
ど
う
し
て
い
え
る
の
か
、「
神

が
語
っ
た
」
の
を
「
聞
い
た
」
人
が
そ
れ
を
正
し
く
伝

え
た
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、「
神
が
語
っ
た
」
と

云
え
ば
仏
教
徒
も
、
一
般
に
現
代
人
が
、
恐
れ
入
っ
て

平
伏
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も

「
神
が
語
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
を
明
ら
か
に

な
用
語
が
相
応
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
語
り
か
け
」

と
「
応
答
」
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
て
、
そ
こ
で
決
断

を
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
入
る
の
で
あ
っ
て
。

そ
う
で
な
い
と
場
所
論
で
は
、
た
だ
神
の
働
き
が
必
然

的
に
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
場
所
論
に
も
、

「
働
き
か
け
」
を
「
語
り
か
け
」
と
比
喩
し
て
、
必
ず

語
り
か
け
を
聞
い
て
、
そ
れ
に
ど
う
応
答
す
る
か
、
ど

う
決
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
必
ず
あ
る
ん
で
す
。
僕

は
い
つ
も
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
。
そ
れ
を
い
つ
も
全
部
言
っ
て
い
る
と
大
変
な
こ

と
に
な
る
か
ら
、
あ
る
場
合
は
一
方
し
か
言
っ
て
い
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。
だ
か
ら
、
僕
は
ど
こ
で
そ
う

い
う
こ
と
を
欠
い
た
の
か
と
聞
い
て
い
る
の
で
す
。

人
格
と
い
っ
て
も
比
喩
で
す
か
ら
、
こ
の
比
喩
が
そ

の
ま
ま
実
体
化
さ
れ
て
、
そ
れ
で
も
っ
ぱ
ら
「
人
格
主

義
的
」
一
面
に
頽
落
し
た
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
を
キ

リ
ス
ト
教
だ
と
言
わ
れ
る
と
、
現
代
人
が
聞
い
て
ど
う

考
え
た
っ
て
そ
ん
な
こ
と
信
用
で
き
な
い
よ
、
と
い
う
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の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に

親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
私
一
人
の
た
め
に
イ
エ
ス
が
死
ん
で
く
だ
さ
っ

た
の
だ
と
い
う
神
の
痛
み
を
自
分
の
痛
み
と
し
て
感
じ

る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
今
の
場
所
論
的
神

学
で
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
私
は
思
っ
た
次
第
で
す
。

次
に
二
つ
目
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
、

神
と
人
と
の
相
互
内
在
と
い
う
と
こ
ろ
で
の
一
番
、「
キ

リ
ス
ト
教
が
浄
土
系
仏
教
と
交
点
を
持
て
ば
固
定
し
た

図
式
的
な
思
考
枠
か
ら
解
放
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
本

来
持
っ
て
い
た
独
自
の
精
神
性
を
確
保
し
、
西
田
の
逆

対
応
の
論
理
が
生
か
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
」。
仏
教
と
い
っ
て
も
禅
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
所
謂
大
乗
仏
教
の
精
神
と
い
う
も
の
と
キ
リ
ス

ト
教
と
の
関
係
と
い
う
も
の
を
、
禅
に
限
ら
ず
仏
教
と

の
関
係
を
突
き
詰
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、親
鸞
の「
正
定
聚
」

し
な
く
て
は
ダ
メ
だ
、
そ
れ
が
僕
の
問
題
な
ん
で
す
。

あ
な
た
が
批
判
さ
れ
た
他
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で

す
。

井
上 

は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
。
今
の
お
話
は
お
話
と
し
て
お

聞
き
し
ま
し
て
、
先
ほ
ど
峯
岸
先
生
が
私
に
対
し
て
質

問
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
お
答
え
し
て
ゆ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
峯
岸
先
生
の
レ
ス
ポ
ン

ス
（
一
三
九
‐
一
四
〇
頁
）
の
一
番
で
す
。「
場
所
論

的
神
学
か
ら
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
の
意
味
、
贖
罪
、

救
済
と
福
音
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
重
要
な
問

題
が
出
て
来
な
い
か
ら
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と

い
う
ご
質
問
で
す
が
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど

の
佐
藤
先
生
が
「
死
」
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
要
視

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
の
質
問
で
も
申
し
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
と
い
う
こ
と
が
自
分

に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
が
非

常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

先
ほ
ど
親
鸞
の
例
を
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、「
弥
陀
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葉
』
と
い
う
こ
と
で
昨
日
も
「
経
験
・
自
覚
・
言
葉
」

と
い
う
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昨
日
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た
意
味
内
容
で
言
い
ま
す
と
、
言
葉
と
い
う

の
は
語
り
か
け
に
対
し
て
応
答
す
る
と
い
う
の
が
キ
リ

ス
ト
教
の
中
で
は
非
常
に
重
要
な
事
柄
と
し
て
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
所
謂
不
立
文
字
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
私
の
心
を
促
し
て
く
る
よ
う
な

一
つ
の
語
り
か
け
で
す
よ
ね
、「
お
ま
え
は
ど
こ
に
い

る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
四
番
目
で
す
が
、
今
さ
っ
き
八
木
先
生
か
ら

ご
指
摘
頂
い
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「<

人

格
主
義
的
神
学>

に
対
す
る<

場
所
論
的
神
学>

の
強

調
」。
こ
れ
は
や
は
り
私
も
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
八
木
先
生
の
先
ほ
ど
の
プ
リ
ン
ト
を
読
ん
で
も
、

や
は
り
こ
う
し
た
印
象
を
濃
厚
に
持
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
風
に
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

で
、「
前
者
は
、
律
法
遵
守
を
重
視
し
、
呼
び
か
け
と

応
答
を
旨
と
す
る
教
条
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
こ
は
律
法

の
「
未
完
了
の
ま
ま
の
成
就
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、

こ
れ
は
私
自
身
の
中
で
ま
だ
整
理
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん

が
、　

要
す
る
に
、
禅
仏
教
に
お
け
る
悟
り
の
経
験
で

す
ね
、「
今
、
こ
こ
」
の
自
己
が
悟
り
と
い
い
ま
す
か
、

絶
対
現
在
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ

と
浄
土
教
の
仏
教
と
は
同
列
に
は
並
べ
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

で
浄
土
系
の
、
特
に
親
鸞
は
横
超
と
い
う
こ
と
を
言
い

ま
す
が
、
悟
り
と
い
う
の
は
堅
超
な
ん
で
す
ね
、
縦
の

つ
な
が
り
、
と
こ
ろ
が
横
超
、
横
に
超
え
る
と
い
う
場

合
に
「
未
完
了
の
成
就
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
こ
こ
は
ま
だ
十
分
に

突
っ
込
ん
で
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
一
応
こ

の
よ
う
に
述
べ
た
ま
で
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
三
番
目
、「<

キ
リ
ス
ト
教
が
本
来
持
っ
て
い

た
独
自
の
精
神
性>

を<

洗
い
流
し
て
し>

ま
う
と
い

う<

不
立
文
字>

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
か
」
で
す
が
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
が
持
っ
て
い
る

言
葉
の
問
題
で
す
。
こ
の
『
イ
エ
ス
の
言
葉
／
禅
の
言
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う
こ
と
を
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
や
は
り
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
原
始
キ
リ
ス

ト
教
が
持
っ
て
い
た
「
生
々
し
さ
」
に
立
ち
返
っ
た
、

そ
こ
で
そ
の
ま
ま
哲
学
的
に
語
ろ
う
と
し
た
の
が
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
立
場
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
生
々
し
さ

を
ど
こ
ま
で
も
生
々
し
さ
と
し
て
捉
え
る
と
言
い
ま
す

か
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
文
学
的
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
哲
学
的
に
捉
え
ら
れ

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
た
と

思
う
わ
け
で
す
。
と
に
か
く
、
物
語
性
の
意
味
・
意
義

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
物
語
性
が
宗
教
を
形
骸
化
し
て

し
ま
う
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
、
も
う
一
度
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
次
に
八
木
先
生
が
場
所
論
的
神
学
と
い

う
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
そ
の
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
今
申
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
性

に
起
因
す
る
教
条
主
義
的
な
も
の
、
こ
の
ま
ま
で
は
キ

リ
ス
ト
教
が
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
危
機
感
か
ら
、
聖
書
が
持
っ
て
い
る
本
当
の
意
味

に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
語
的
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と

私
は
言
っ
た
わ
け
で
す
ね
。「
思
う
に
、
宗
教
に
お
け

る
言
語
が
持
つ
意
義
、
そ
し
て<

物
語
性>

の
意
義

を
、
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と

も
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
先
ほ
ど
佐
藤
先
生

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
文
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
、
つ
ま
り
文
学
性
で
す
よ
ね
。
所
謂
宗
教
哲
学
的

な
存
在
論
で
は
な
く
て
、
文
学
と
な
る
物
語
性
と
い
う

か
、
そ
れ
は
宗
教
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
八
木
先
生
の
プ
リ
ン

ト
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、「
類
型
Ａ
」
で
す
よ
ね
、

あ
れ
は
ま
さ
に
所
謂
形
骸
化
し
た
常
識
的
な
こ
と
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
物
語
に
対
し
て
、

響
い
て
く
る
人
は
響
い
て
く
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
い

う
物
語
性
と
い
う
の
は
宗
教
に
お
い
て
重
要
だ
と
思
う

の
で
す
。
先
ほ
ど
佐
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
文
学
性

と
い
う
か
、
宗
教
に
お
け
る
文
学
性
の
重
要
性
を
改
め

て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て

お
り
ま
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
事
実
的
生
経
験
」
と
い
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よ
ね
。
む
し
ろ
言
う
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
自
覚
が
あ
っ

て
初
め
て
十
牛
図
の
第
一
の
尋
牛
が
始
ま
っ
て
ゆ
く
の

で
あ
っ
て
、
十
牛
図
そ
の
も
の
が
自
覚
の
展
開
で
あ
っ

て
、
そ
の
展
開
の
中
で
自
覚
が
ど
こ
で
始
ま
る
か
、
ど

こ
で
起
こ
る
か
と
い
う
問
題
と
は
性
格
が
違
う
と
私
は

考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
簡
単
に
言
え
ば
、
あ
な
た
が
問

わ
れ
る
「
自
覚
は
ど
こ
で
起
こ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
十
牛

図
を
見
て
も
、
十
牛
図
だ
け
で
は
な
く
て
様
々
な
宗
教

の
テ
ク
ス
ト
に
触
れ
る
人
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
る
そ
の

当
人
が
ど
う
自
覚
す
る
か
、
と
い
う
自
覚
が
迫
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
「
こ
こ
」
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
、
私
と
し

て
は
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
私
が
も
う
一
つ
言
い
た
い
の
は
、
一
三
九

頁
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
真
ん
中
へ
ん
に
「
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
八
木
に
お
け
る<

場
所
論
的
神
学>

は
」
云
々
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
「
し
か
し
な
が

ら
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
に
と
っ
て

と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
私
は
理
解
し

て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、

ま
た
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

を
ダ
メ
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
除
け
て
お
い
て
良
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
物
語
性
と
い
う
こ
と
が

八
木
先
生
の
御
論
文
で
は
否
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
か

ら
。
以
上
、
お
答
え
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

上
田 

井
上
先
生
の
論
文
の
一
一
九
頁
で
す
ね
。
私
に
触
れ

て
、
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ

と
一
言
答
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
そ
こ
は
十
牛
図
の
こ
と
に
関
し
て
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
よ
ね
。「<

我
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
な

り>

と
い
う
自
覚
が
ど
こ
で
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
ど
こ
で
そ
れ
が
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
」
と
ク
エ
ッ
ス
シ
ョ
ン
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
は
私
へ
の
問
い
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
十
牛

図
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、「
ど
こ
へ
、
ど
こ
に
」
と
プ

ロ
グ
ラ
ム
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
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接
関
係
す
る
わ
け
で
す
し
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
を
読
ん

で
い
る
読
者
に
問
わ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は

ち
ょ
っ
と
意
味
が
取
り
に
く
い
と
い
う
か
、
分
か
り
に

く
い
感
じ
に
な
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
か
し
、も
し
「
八

木
の
神
学
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
の
意

味
」
云
々
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
は
問
題
な
く
ス
ッ

と
意
味
と
し
て
は
通
り
や
す
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
そ

こ
で
「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
」
と
わ
ざ
わ
ざ

言
っ
た
と
き
の
趣
旨
と
い
う
か
気
持
ち
と
い
う
か
、
そ

れ
が
も
う
少
し
は
っ
き
り
掴
め
た
ら
良
い
な
と
い
う
そ

う
い
う
趣
旨
で
す
。

井
上 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
ず
最
初
の
上
田
先
生

の
ご
質
問
で
す
。
一
一
九
頁
で
上
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ

る
「
我
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
な
り
」
と
い
う
こ
と

が
、
ど
こ
で
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ど
こ
で

そ
れ
が
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

を
問
い
詰
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
先
生
の
二
重
世
界
内
説

と
か
無
限
の
ひ
ら
け
と
い
う
こ
と
で
、
私
も
よ
く
理
解

の
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
の
意
味
、
贖
罪
、
救
済
と

福
音
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
重
要
な
問
題
が
論

じ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
」
と
。

こ
れ
は
八
木
さ
ん
の
場
所
論
的
神
学
へ
の
批
判
の
観
点

な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
こ
で
「
し
か
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
に
と
っ
て
の
」

と
い
う
、
こ
の
「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
」
と
い

う
こ
と
、
こ
れ
は
あ
な
た
自
身
が
ど
う
考
え
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て

の
あ
な
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す

よ
ね
。
ま
た
神
学
者
と
し
て
の
あ
な
た
で
も
あ
り
得
な

い
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
そ
こ
で
「
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
に
と
っ
て
の
」
と
い
う
こ
と

を
言
う
の
か
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
。

あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存

に
と
っ
て
の
」
と
い
う
言
葉
に
は
な
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
も
う
少
し
違
っ
た
言
い
方
に
言
い
直
す
こ
と
が
可

能
な
ら
ば
、
普
通
や
は
り
「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実

存
」
と
言
え
ば
、
こ
の
言
葉
を
語
っ
て
い
る
当
人
に
直
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う
「
我
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
で
言
え
る
か
、
こ

う
い
う
こ
と
が
言
え
る
ま
で
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
す
か
。
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
い
う

こ
と
が
究
極
的
に
境
涯
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
や
は
り
一
つ
の
目
覚
め
で
あ
っ
た
わ
け
で

す
ね
。
そ
の
辺
の
自
覚
と
い
う
か
、
そ
れ
ま
で
の
一
種

の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ど

こ
で
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
、

十
牛
図
の
ど
の
段
階
で
と
い
う
こ
と
を
聞
き
た
い
わ
け

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
自
覚
と
い
う
か
覚

醒
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
ど
こ
で
言
わ
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
と
し
て
問
題
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、「
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
の
実
存
に
と
っ
て
の
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の

死
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
私
は
キ
リ
ス
ト

者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
色
々
な

本
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
別
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の

人
た
ち
に
対
し
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ

ね
。
や
は
り
我
々
人
類
と
い
う
か
、
人
間
だ
れ
も
が
同

し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
日
の
発
表
で
は
、
テ
ー

マ
が
「
経
験
・
自
覚
・
言
葉
」
と
い
う
こ
と
で
、
自
覚

は
経
験
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で
昨
日
は
自
覚
に
つ
い
て

あ
ま
り
述
べ
ら
れ
て
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
私
が

こ
こ
で
言
い
ま
し
た
の
は
、
や
は
り
目
覚
め
さ
せ
ら
れ

る
と
い
う
か
、
目
覚
め
る
と
い
う
か
、
そ
れ
ま
で
に
な

い
自
分
に
目
覚
め
る
と
い
う
覚
醒
が
あ
る
と
思
う
の
で

す
よ
。
そ
れ
は
や
は
り
、
す
で
に
あ
っ
た
自
分
へ
の
覚

醒
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
覚
醒
す
る
前
と
覚
醒
し
た
後
、

覚
醒
、
目
覚
め
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
必
然
性
を
も

っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
今
、
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
の
「
我
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我

あ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
無
限
の
深
み
に
立
つ

境
涯
で
す
。
境
涯
に
立
っ
て
「
我
、
直
立
し
て
、
我
と

言
う
」
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
し
、「
我
、我
な
ら
ず
し
て
、

我
あ
り
」
と
言
え
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
境
涯
と
い
う

の
は
、
も
ち
ろ
ん
十
牛
図
の
ど
の
時
点
で
と
い
う
こ
と

で
私
は
問
う
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
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と
っ
て
」
の
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
意
味
と
い
う
こ
と

を
、
私
は
私
な
り
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上

の
死
と
い
う
こ
と
を
、
私
に
と
っ
て
ど
う
考
え
た
ら
い

い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
他
人
ご
と
で
は
な
い
形
で
あ

る
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
敢
え
て
「
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
の
実
存
に
と
っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
選
ば
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。

上
田 

ち
ょ
っ
と
今
の
そ
の
点
は
、
あ
な
た
が
ど
う
考
え
た
と

い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
前
の
さ
っ
き

の
十
牛
図
の
自
覚
の
と
こ
ろ
で
し
た
か
ね
、
自
覚
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
は
あ
な
た
の
問
い
方
に
答
え
て
言
え

ば
、
十
牛
図
が
自
覚
の
出
発
点
が
あ
っ
て
の
展
開
だ
と

言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
特
に
あ
な
た
の
問
い
に
合

わ
せ
て
答
え
れ
ば
、
や
は
り
第
八
図
、
な
に
も
な
い
と

こ
ろ
ね
、そ
れ
か
ら
第
八
図
と
相
即
し
て
い
る
、八
、九
、

十
そ
の
一
つ
の
連
関
で
す
ね
、
そ
こ
が
特
に
そ
れ
だ
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

花
岡 

色
々
と
考
え
な
が
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

じ
悩
み
を
持
ち
同
じ
人
生
を
生
き
て
い
る
よ
う
な
人
に

向
け
て
キ
リ
ス
ト
者
は
語
り
か
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
語
り
か
け
て
い
る
相
手
と
い
う
の
は
別
に
キ

リ
ス
ト
者
で
な
く
て
も
良
い
訳
で
す
よ
ね
。
聖
書
で
あ

れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
で
あ
れ
、
そ
れ
を
読
む
人
た
ち

は
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
者
と
は
限
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト

者
で
は
な
い
け
れ
ど
も
感
動
す
る
も
の
が
あ
る
。
あ
る

い
は
バ
ッ
ハ
の
音
楽
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な

く
て
も
感
動
し
ま
す
よ
。
マ
タ
イ
受
難
曲
と
か
ヨ
ハ
ネ

受
難
曲
を
聴
く
と
そ
こ
に
感
動
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
は
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
く
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す

る
一
種
の
心
の
ひ
ら
け
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
場
合
に
、
や
は
り
今
バ

ッ
ハ
の
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
バ
ッ
ハ
の
マ
タ
イ

受
難
曲
と
か
音
楽
を
聴
い
て
も
、
や
は
り
イ
エ
ス
の
十

字
架
上
の
死
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
深
い
形
で
音
楽
で

表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る

か
ら
こ
そ
感
動
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
う
い

う
こ
と
も
含
め
て
、「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
に



161 ――― 東西宗教研究　第 11 号・2012 年

図
式
的
な
思
考
枠
か
ら
解
放
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
本

来
持
っ
て
い
た
独
自
の
精
神
性
を
確
保
し
、
西
田
の
逆

対
応
の
論
理
が
生
か
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
こ
れ
は
、
こ
の
交
点
は
別
に
神
道
で
あ

れ
、
あ
る
い
は
小
野
寺
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
国
文
の

先
生
の
平
安
、
鎌
倉
あ
た
り
の
文
学
か
ら
出
し
た
図
形

と
西
田
と
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
い
ろ
ん

な
宗
教
か
ら
も
と
い
う
考
え
方
を
持
て
ば
、
別
に
浄
土

宗
教
と
交
点
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ

は
絶
対
無
、
場
所
論
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
交

点
を
も
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
も
や
は
り
反

面
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
、「<

キ
リ
ス

ト
教
が
本
来
持
っ
て
い
た
独
自
の
精
神
性>

を<

洗
い

流
し
て
し>

ま
う
と
い
う<

不
立
文
字>

」
の
と
こ
ろ

も
、
や
は
り
お
っ
し
ゃ
る
反
面
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
ま
た
反
面
と
し
て
、
必
ず
祈
り
と
い
う
の
は
一
人

で
祈
り
、
あ
る
い
は
山
の
中
に
行
っ
て
、
あ
る
い
は
文

字
は
全
く
使
わ
ず
に
た
だ
一
人
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
的
な

祈
り
で
し
た
ら
た
だ
本
当
の
静
止
の
沈
黙
の
祈
り
、
そ

た
。
コ
メ
ン
ト
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
井
上
先
生

の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
反
面
と
し
て
は
分
か
る
の
で
ご

ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
峯
岸
先
生
が
お
出
し
に
な
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
問
題
の
四
点
を
お
答
え
に
な
っ
た
も
う
半

分
も
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
う

の
で
す
。
ま
ず
最
初
に
、「
場
所
論
的
神
学
か
ら
イ
エ

ス
の
十
字
架
上
の
死
の
意
味
、
贖
罪
、
救
済
と
福
音
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
重
要
な
問
題
が
出
て
来
な

い
か
ら
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
、
イ
エ
ス
の
十

字
架
上
の
死
の
意
味
や
救
済
や
福
音
が
問
題
と
し
て
出

て
来
な
い
よ
う
に
理
解
で
き
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
そ

れ
は
場
所
論
と
い
う
と
神
は
絶
対
無
と
い
う
立
場
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
う
し
ま
す
と
、
す
べ
て
を
包
摂
し

て
い
る
そ
こ
か
ら
は
当
然
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
問
題
も

出
て
き
ま
し
た
り
、
こ
こ
に
出
て
く
る
贖
罪
、
救
済
、

福
音
が
す
べ
て
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
お

考
え
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、そ
の
問
い
の
答
え
で
も
あ
り
ま
し
た
が
「
キ

リ
ス
ト
教
が
浄
土
系
仏
教
と
交
点
を
持
て
ば
固
定
し
た
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い
ら
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
そ
こ
で
行
を
な
さ
っ
て
い
た

り
、
一
人
ひ
と
り
色
々
な
も
の
を
お
持
ち
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
方
向
も
見
て
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た
い
な

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
で
し
た
。

井
上 

花
岡
先
生
の
絶
対
無
と
い
う
考
え
方
は
、
私
も
理
解
し

て
い
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
絶
対
無
と
い

う
立
場
を
よ
く
花
岡
先
生
は
強
調
さ
れ
ま
す
け
れ
ど

も
、
禅
の
立
場
と
、
所
謂
キ
リ
ス
ト
教
と
か
浄
土
系
の

仏
教
の
違
い
と
い
う
の
は
、
や
は
り
禅
と
い
う
の
は
や

は
り
「
今
、
こ
こ
」
な
ん
で
す
ね
、
そ
こ
に
絶
対
現
在

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
歴
史
性
と
い
う
こ

と
、
時
間
性
と
い
う
こ
と
が
が
希
薄
に
な
っ
て
く
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
宗
教
と
い
う
の
は
一
種
の
修

行
で
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
さ
に
覚
醒
の
営
み
で
も
あ
る

わ
け
で
す
し
、
道
元
を
や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
方
の
前
で

こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
に
く
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

や
は
り
長
年
修
行
を
積
ん
で
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
実
際
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
の
辺
を
ど
う
考
え
て
ゆ

こ
で
こ
そ
本
当
の
精
神
性
が
で
て
く
る
と
い
う
反
面
で

す
ね
。
そ
こ
も
お
考
え
い
た
だ
け
た
ら
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
後
の
と
こ
ろ
も
、
キ
リ
ス

ト
教
の
物
語
、
新
し
い
次
元
の
物
語
で
す
け
れ
ど
も
、

「
生
々
し
さ
」
こ
れ
は
大
変
感
銘
を
受
け
ま
し
て
、
こ

れ
は
佐
藤
先
生
か
ら
の
素
晴
ら
し
い
ご
提
案
だ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
寒
山
詩
と
か
本
当
に
素
晴
ら
し
い
あ
の
辺

の
詩
、
事
々
無
礙
の
世
界
と
か
、
理
と
事
を
分
け
な
い

で
本
当
の
生
々
し
さ
で
、「Einbildungskraft

構
想
力
」

と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
超
越
し
た
と
こ
ろ

で
の
そ
こ
を
出
そ
う
と
し
て
も
な
か
な
か
出
せ
な
い
わ

け
で
、
宗
教
哲
学
に
な
る
と
や
は
り
言
葉
が
入
っ
て
き

ま
す
か
ら
、
な
か
な
か
出
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や

は
り
事
々
無
礙
の
世
界
で
新
た
な
る
言
葉
で
表
現
す
る

こ
と
は
で
き
ま
す
の
で
、
物
語
で
は
な
く
て
も
文
学
で

も
あ
る
い
は
音
楽
で
も
色
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
、
色
々
な

道
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
反
面
の
コ
メ
ン
ト

で
す
。
八
木
先
生
の
お
立
場
は
わ
た
く
し
は
良
く
わ
か

り
ま
す
の
で
、
た
と
え
ば
素
晴
ら
し
い
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
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れ
ど
も
、
峯
岸
先
生
も
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
で
す
が
、

西
田
の
逆
対
応
の
論
理
を
「
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可

逆
」
と
い
う
構
造
を
持
つ
と
い
う
形
で
八
木
神
学
を
批

判
さ
れ
て
い
る
部
分
で
す
が
、
こ
の
部
分
は
決
着
が
つ

い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
井
上
先
生
が
一
二
七
頁
あ

た
り
で
展
開
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
構
造

で
言
え
ば
、
西
田
の
場
合
は
非
・
可
逆
的
に
当
然
神
か

ら
の
呼
び
か
け
と
い
う
形
で
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」

の
矛
盾
を
抜
い
た
「
絶
対
的
自
己
同
一
」
と
い
う
と
こ

ろ
で
最
後
の
と
こ
ろ
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
井
上
先
生
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

「
幽
き
沈
黙
の
声
」、
声
な
き
声
と
い
う
か
関
根
正
雄
先

生
は
「
し
じ
ま
の
声
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
み
た
い
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
八
木
先
生
と
言
え
ば
直
接
経

験
の
場
所
に
お
い
て
、
ま
さ
に
な
に
も
な
い
と
い
う
か
、

西
田
的
に
言
え
ば
「
無
が
無
自
身
に
対
し
て
立
つ
」
と

い
う
と
こ
ろ
を
ど
う
捉
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
こ
の
最

後
の
不
可
逆
の
問
題
を
で
す
ね
。
ま
た
こ
の
東
西
宗
教

交
流
学
会
の
中
で
は
ど
う
決
着
が
つ
い
て
い
る
の
か
。

く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

花
岡 
そ
こ
は
大
き
な
問
題
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
か

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
か
現
代
で
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、

時
に
過
去
、
現
在
、
未
来
が
あ
る
と
言
う
の
だ
と
す
れ

ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
私
は
過
去
の
現
在
、
現

在
の
現
在
、
未
来
の
現
在
と
そ
う
い
う
三
種
し
か
な
い

と
語
る
。
現
在
し
か
な
い
と
。
で
す
か
ら
歴
史
性
と
い

う
の
は
新
し
い
歴
史
の
考
え
方
で
は
、
瞬
間
、
瞬
間
、

H
orizontal

な
次
元
とVertical

な
次
元
が
本
当
に
交
錯

す
る
と
こ
ろ
、
瞬
間
瞬
間
が
非
連
続
の
連
続
で
連
続
し

て
い
る
と
い
う
歴
史
性
が
新
し
い
歴
史
性
と
い
う
こ
と

で
二
〇
世
紀
頃
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
も
西
田
で
も

西
谷
先
生
で
も
出
て
き
ま
す
。H

orizontal

な
時
間
性

だ
け
と
い
う
考
え
方
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は

り
非
連
続
の
連
続
の
そ
う
い
う
歴
史
と
い
う
も
の
も
、

や
は
り
反
面
と
し
て
両
方
で
考
え
な
い
と
著
者
の
方
に

大
変
な
失
礼
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

今
滝 

非
連
続
の
連
続
の
問
題
と
も
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
け
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あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
人
間
の
働
き
は
結
局
は
神
の

方
に
跳
ね
返
っ
て
ゆ
き
ま
す
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
そ

う
だ
け
れ
ど
も
、
可
逆
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
必

要
な
ら
説
明
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
単
純
に
不
可
逆
で
は

な
い
で
す
よ
ね
、
良
く
考
え
て
み
る
と
。
本
田
正
昭
さ

ん
が
可
逆
即
不
可
逆
だ
と
言
う
所
以
が
あ
る
。
人
間
関

係
に
は
可
逆
性
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
可
逆
性
は
神

か
ら
の
働
き
の
不
可
逆
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
面
が
あ

り
な
が
ら
、
し
か
し
ま
た
人
間
の
働
き
が
神
の
方
に
跳

ね
返
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
と
く
に
人
格

主
義
の
正
し
さ
、
人
格
主
義
的
な
言
い
方
が
必
要
だ
と

い
う
こ
と
も
、
そ
こ
に
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
祈
り

で
い
え
ば
、
不
可
逆
だ
け
で
は
祈
り
は
で
き
な
い
で
す

よ
。
人
間
か
ら
神
へ
と
働
き
か
け
て
神
を
動
か
す
と
い

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
祈
り
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な

い
か
ら
。
だ
か
ら
そ
の
点
で
、
人
格
的
な
言
い
方
の
良

い
と
こ
ろ
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
た
だ
し
、
人
格
主

義
と
言
え
ば
、
こ
の
前
の
津
波
の
話
も
そ
う
で
す
け
れ

ど
も
、
少
し
話
が
逸
れ
て
し
ま
っ
て
申
し
訳
な
い
け
れ

対
談
集
の
中
で
は
可
逆
即
不
可
逆
と
い
う
と
こ
ろ
で
お

そ
ら
く
落
ち
着
い
て
い
る
よ
う
に
僕
は
思
っ
て
い
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
を
あ
ま
り
聞
か
せ
て
頂

い
て
い
な
い
、
上
田
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な

っ
て
い
る
の
か
を
お
聞
き
か
せ
頂
け
れ
ば
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

上
田 

私
、
耳
も
少
し
遠
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
お
っ
し
ゃ
る

不
可
逆
の
問
題
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
は
始
ま
る
の
で
す

か
。

今
滝 

そ
れ
で
は
ま
ず
八
木
先
生
に
お
願
い
し
ま
す
。

八
木
誠　
「
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
」
は
、
こ
れ
は
滝
沢

の
言
葉
で
し
て
ね
。
確
か
に
非
常
に
良
い
と
こ
ろ
を
突

い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
だ
け
れ
ど
も
「
不
可
分
・
不
可

同
・
不
可
逆
」
っ
て
論
理
的
に
良
く
考
え
る
と
お
か
し

い
の
で
、
不
可
逆
だ
っ
た
ら
一
は
成
り
立
た
な
い
。
不

可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
と
は
、
意
地
の
悪
い
言
い
方

を
す
る
と
、
二
つ
の
歯
車
の
関
係
の
よ
う
に
聞
こ
え
る

ん
で
す
。
基
本
的
に
神
か
ら
人
へ
の
不
可
逆
は
確
か
に
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関
係
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
か
ら
。
作
用
的
一
に
つ
い

て
な
ど
、
も
っ
と
詳
し
く
言
い
た
い
け
れ
ど
も
時
間
が

な
い
か
ら
や
め
と
き
ま
す
。

峯
岸 

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
時
間
を
超
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
わ
り
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

ど
も
、
全
知
全
能
の
神
様
が
世
界
を
創
っ
て
、
愛
と
正

義　

を
も
っ
て
世
界
を
支
配
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の
信

徒
の
た
め
に
配
慮
す
る
と
い
う
の
が
人
格
主
義
の
信
仰

だ
け
れ
ど
も
、
津
波
や
地
震
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
ら

ね
。
津
波
や
地
震
が
あ
る
と
神
様
へ
の
信
仰
が
揺
ら
ぐ

わ
け
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
人
格
主
義
的
な
信
仰
と
い
う

の
は
一
面
で
あ
っ
て
、
よ
く
見
る
と
、
人
間
は
宇
宙
の

中
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
こ
の

問
題
は
話
す
と
長
く
な
り
ま
す
し
、
と
く
に
ヨ
ブ
記
の

神
義
論
に
も
関
係
が
あ
り
ま
す
し
、
僕
は
『
福
音
と
世

界
』（
二
〇
一
一
年
八
月
号
）
に
ヨ
ブ
記
に
つ
い
て
論

文
を
書
か
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
だ
っ
た
ら
そ
れ

を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
ん
で
す
が
ね
。

要
す
る
に
「
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
」
は
滝
沢
の

言
葉
で
あ
っ
て
西
田
の
言
葉
で
は
な
い
。
そ
し
て
滝
沢

の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
も
っ
と
も
な
の
だ
け
れ

ど
も
、
不
充
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
僕
に

は
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
自
己
と
自
我
の
関
係
だ
け

な
ら
明
ら
か
に
不
可
逆
で
す
け
れ
ど
も
、
神
と
人
と
の


