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界
観
」
を
書
く
段
に
な
っ
て
や
っ
と
掴
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
浄
土
真
宗
の
核
心
に
迫
り
得
る
と
い
う
確
信
を
得
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
田
の
沈
黙
は
、
そ
の
論
理
を
掴
む
に
至
る
ま
で

の
忍
耐
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
西
田
が
、
浄
土

真
宗
、
つ
ま
り
親
鸞
の
思
想
の
核
心
を
掴
み
う
る
と
確
信
し
た
論
理

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
西

田
は
親
鸞
の
思
想
の
い
か
な
る
点
に
照
明
を
与
え
た
の
か
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

場
所
的
論
理
と
仏
の
呼
び
声

周
知
の
通
り
、
西
田
は
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
を
書

西
田
哲
学
と
浄
土
仏
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
近
年
言
及
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
西
田
は
浄
土
仏
教
に
つ
い

て
何
も
書
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
西
田
は
若
い
時
期
に

「
愚
禿
親
鸞
」
と
い
う
、
親
鸞
に
つ
い
て
深
い
理
解
を
示
し
た
小
文

を
書
い
て
い
る
が
、
以
後
、
最
晩
年
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世

界
観
」
を
書
く
に
至
る
ま
で
、
浄
土
仏
教
に
関
し
て
は
完
全
な
沈
黙

を
守
っ
た
。

そ
れ
は
西
田
が
親
鸞
の
思
想
や
浄
土
仏
教
に
関
心
が
な
か
っ
た
か

ら
で
は
な
い
。
親
鸞
の
思
想
を
本
格
的
に
語
り
う
る
素
地
、
つ
ま
り

論
理
を
、
西
田
は
ま
だ
掴
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
だ
と

思
う
。
そ
の
論
理
を
西
田
は
最
晩
年
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世

場
所
的
論
理
と
親
鸞
の
回
向
の
思
想

長
谷
正
當



39 ――― 東西宗教研究　第 16 号・2017 年

く
に
あ
た
っ
て
、
友
人
や
知
人
に
「
私
は
生
命
と
い
ふ
も
の
を
書
き

終
わ
り
、
…
…
今
又
数
学
の
基
礎
論
を
書
い
て
ゐ
ま
す
が
こ
れ
が
す

ん
だ
ら
一
つ
浄
土
真
宗
の
世
界
観
と
い
ふ
も
の
を
書
い
て
み
た
い
と

思
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
い
い
、
ま
た
「
浄
土
真
宗
は
場
所
論
的
に
よ
っ

て
の
み
説
明
さ
れ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、そ
の
「
宗
教
論
」

に
お
い
て
、
西
田
は
「
仏
の
呼
び
声
が
聞
か
れ
ぬ
も
の
は
浄
土
真
宗

で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

い
っ
た
い
、
西
田
は
、「
浄
土
真
宗
は
場
所
論
的
に
の
み
説
明
さ

れ
る
」
と
か
、「
仏
の
呼
び
声
が
聞
か
れ
ぬ
も
の
は
浄
土
真
宗
で
は

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
か
。

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
れ
は
以
前

に
も
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ま
ず
一
つ
の
逸
話
取
り
上
げ
て
お

き
た
い
。
そ
れ
は
西
田
の
弟
子
の
島
谷
俊
三
が
「
西
田
先
生
に
叱
ら

れ
た
話
」
と
い
う
こ
と
で
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
叱
ら

れ
た
の
は
島
谷
で
な
く
、
暁
烏
敏
を
師
と
仰
ぎ
、
ま
た
暁
烏
が
師
と

仰
い
て
い
た
清
沢
満
之
に
関
し
て
『
清
沢
満
之
先
生
』
と
い
う
書
を

著
し
て
い
る
西
村
見
暁
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
そ
の
西
村
が
島
谷
に

連
れ
ら
れ
て
わ
ざ
わ
ざ
鎌
倉
く
ん
だ
り
に
西
田
を
た
ず
ね
て
叱
ら
れ

る
羽
目
に
な
っ
た
。
西
村
は
清
沢
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
の
で
、

恐
ら
く
清
沢
に
つ
い
て
何
か
を
質
問
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

何
の
た
め
に
研
究
す
る
ん
だ
（
西
田
）

師
匠
暁
烏
先
生
の
中
心
で
あ
ら
れ
る
か
ら
で
す
（
西
村
）

（
大
声
一
番
）
お
ま
え
は
そ
ん
な
こ
と
で
学
問
を
し
て
い
る
の

か
。
清
沢
さ
ん
や
暁
烏
君
に
へ
ば
り
つ
い
て
ど
う
す
る
ん
だ
。
な

ぜ
、
直
接
に
如
来
に
ぶ
つ
か
ら
ん
か
（
西
田
）

師
匠
が
如
来
で
す
（
西
村
）

い
や
違
う
。
親
鸞
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
違
う
。
親

鸞
は
も
っ
と
如
来
と
直
接
し
て
い
る
（
西
田
）

し
か
し
、
道
元
も
…
…
（
西
村
）

い
や
道
元
は
何
と
い
っ
た
っ
て
絶
対
に
違
う
。
貴
様
は
な
ぜ
も

っ
と
直
接
に
如
来
を
み
な
い
の
か
。　

如
来
が
貴
様
の
首
っ
玉
を

つ
か
ん
で
い
る
の
が
わ
か
ら
ん
の
か
（
西
田
）

（
大
喝
）
ど
う
じ
ゃ
、
こ
り
ゃ
、
わ
か
ら
ん
か
、
如
来
に
直
談

判
を
せ
よ
。
私
の
お
ま
え
に
い
う
の
は
こ
の
一
言
だ
（
西
田
）
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の
絶
対
と
相
対
と
の
関
係
を
「
逆
対
応
」
と
捉
え
た
。
西
田
は
、
こ

こ
で
は
ま
だ
そ
の
「
逆
対
応
」
と
い
う
概
念
を
掴
む
に
い
た
っ
て
い

な
い
が
、
如
来
と
自
己
と
の
そ
の
よ
う
な
関
係
に
思
い
を
致
し
て
、

「
如
来
に
直
談
判
を
し
ろ
」
と
か
「
如
来
が
貴
様
の
首
っ
玉
を
掴
ん

で
い
る
の
が
わ
か
ら
ん
の
か
」
と
い
っ
た
の
だ
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
西
田
は
、
宗
教
の
「
場
所
論
理
的
把
握
」
と
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
に
つ
い
て
方
々
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
核
心
を
端

的
に
表
明
し
て
い
る
の
は
次
の
言
葉
で
あ
る
と
思
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
な
か
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
自

身
に
よ
つ
て
有
る
の
で
あ
り
、
絶
対
の
無
な
る
が
ゆ
え
に
絶
対
の
有

で
あ
る
の
で
あ
る
」（
西
田
幾
多
郎
全
集
、11: 398)

。
し
か
し
、
こ
の

言
葉
は
何
か
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
も
う
少
し

説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

宗
教
の
場
所
論
的
把
握
と
は
、「
絶
対
が
自
己
を
否
定
し
、
自
己

を
相
対
へ
と
翻
し
て
、
限
定
さ
れ
た
場
所
、
つ
ま
り
相
対
界
に
形
を

変
え
て
現
れ
、
相
対
を
通
し
て
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

島
谷
は
、
西
田
の
剣
幕
に
肝
を
つ
ぶ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
会
話
の

調
子
は
私
の
い
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
先
生
の
世
界
だ
と
語
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
注
目
し
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
は
、
西
田
は
「
如

来
に
直
接
に
直
談
判
し
ろ
」
と
か
、「
如
来
が
貴
様
の
首
っ
玉
を
掴

ん
で
い
る
の
が
わ
か
ら
ん
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
言
わ
ん
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
見
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
直
接
経
験
と
か
、
自
他
不

二
と
か
、
あ
る
い
は
、
自
己
と
如
来
と
の
神
秘
的
合
一
と
い
う
よ
う

こ
と
で
は
な
い
。「
如
来
が
貴
様
の
首
っ
玉
を
掴
ん
で
い
る
」
と
い

う
こ
と
で
西
田
が
言
お
う
と
し
た
の
は
、
如
来
が
自
己
の
正
面
に
現

れ
て
こ
れ
と
対
面
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
背
後
に
影
の
よ
う
に

現
れ
て
は
自
己
に
た
ら
き
か
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
こ

れ
が
私
が
如
来
と
関
係
す
る
唯
一
の
仕
方
で
あ
る
。
如
来
は
形
を
変

え
て
衆
生
の
世
界
に
現
れ
、
私
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
、
私
の
足

下
あ
る
い
は
背
後
か
ら
接
近
し
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
如
来
は
絶
対

無
の
深
淵
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
西
田
は
後
に
、「
絶
対
が
自

ら
を
否
定
し
て
、
相
対
に
身
を
翻
し
て
現
れ
る
」
と
い
い
、
そ
こ
で
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成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
そ
の
根
幹
に
お
か
れ
た
「
回
向
」
の
概
念

に
論
理
的
表
現
の
形
式
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
絶
対
者
の
特
性
を
最
も
よ
く
説
明
し
て
い
る
の
は
、

西
田
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。「
絶
対
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
お

い
て
自
己
を
有
つ
。
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
に
、
自
己
自
身
を
翻
へ
す

所
に
真
の
絶
対
が
あ
る
の
で
あ
る
。
真
の
全
体
的
一
は
真
の
個
物
的

多
に
お
い
て
自
己
自
身
を
有
つ
の
で
あ
る
。
神
は
何
処
ま
で
も
自
己

否
定
的
に
こ
の
世
界
に
於
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
お
い

て
、
神
は
何
処
ま
で
も
内
在
的
で
あ
る
。
故
に
神
は
、
此
の
世
界
に

於
い
て
、
何
処
に
も
な
い
と
共
に
、
何
処
に
も
あ
ら
ざ
る
所
な
し
と

云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
私
は
此
に
も
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
ふ
語
を
思
ひ
起
す
の

で
あ
る
。
単
に
超
越
的
に
自
己
満
足
的
な
る
神
は
真
の
神
で
は
な
か

ら
う
。一
面
に
又
何
処
ま
で
も
ケ
ノ
シ
ス
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
と
共
に
、
何
処
ま
で
も
内
在
的
、
何
処
ま

で
も
内
在
的
で
あ
る
と
共
に
、
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
神
こ
そ
、

そ
れ
は
、
超
越
が
内
在
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
神
や
仏
が
超
絶
的
な

天
空
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
の
住
む
大
地
に
姿
を
変
え
て
現
れ

る
こ
と
で
あ
る
。そ
の
こ
と
は
、浄
土
仏
教
の
言
葉
で
い
う
な
ら
、「
法

性
法
身
」（
絶
対
無
）
と
し
て
の
如
来
が
自
ら
を
否
定
し
て
、
阿
弥

陀
如
来
と
い
う
「
方
便
法
身
」
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ

ら
に
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
自
ら
を
否
定
し
て
、
法
蔵
菩
薩
、
あ
る
い

は
本
願
と
な
っ
て
衆
生
の
宿
業
の
世
界
に
、
そ
し
て
、
衆
生
の
心
の

内
奥
に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
そ
の
こ
と
を
、
絶
対
無
の
場

所
が
相
対
無
の
場
所
に
自
ら
を
映
し
、
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し

て
、「
表
現
」
と
な
づ
け
た
。
そ
の
絶
対
無
の
自
己
限
定
は
、
浄
土

仏
教
の
概
念
で
い
う
な
ら
、「
回
向
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
回
向
」

と
い
う
概
念
は
曖
昧
で
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
厳
密

に
は
、
絶
対
無
と
も
い
う
べ
き
如
来
が
自
ら
を
否
定
し
、
相
対
の
世

界
に
形
を
変
え
て
現
れ
、は
た
ら
き
か
け
て
く
る
こ
と
、つ
ま
り
「
表

現
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
如
来
の
回
向
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
て
、
衆
生
の
救
い
が
成
立
す
る
と
し
た
。
そ
の
意
味
で
、

西
田
の
い
う
「
宗
教
の
場
所
論
的
把
握
」
は
、
浄
土
仏
教
の
救
済
を
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を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
於
い
て
、

わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
世
界
、
人
間
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
絶
対
否
定
即
肯
定
と
云
ふ
こ
と
が
神
の
創
造
と
云
ふ
こ
と
で

あ
る
。
…
…
絶
対
に
対
す
る
相
対
と
云
ふ
こ
と
は
、
否
定
の
意
義
を

も
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
、409)

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
絶
対
者
は
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
い
わ

れ
る
如
来
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
（
ヴ
ェ
イ
ユ

の
捉
え
た
）
で
も
あ
る
。
神
の
創
造
は
、一
般
に
神
の
意
志
の
表
明
、

神
の
自
己
顕
示
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
神
の
創
造
と
は
神

の
自
己
否
定
で
あ
る
と
す
る
。
一
に
し
て
全
で
あ
っ
た
神
は
創
造
す

る
こ
と
で
、
そ
の
完
全
性
を
捨
て
て
、
不
完
全
な
も
の
と
な
っ
た
。

神
は
創
造
す
る
以
前
は
絶
対
で
あ
り
、
全
能
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
可

能
性
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
創
造
す
る
こ
と
で
有
限
な
も
の
、
相

対
的
な
も
の
、
不
完
全
な
も
の
を
作
り
出
し
、
そ
れ
ら
に
縛
ら
れ
、

そ
れ
ら
を
担
い
、
そ
れ
ら
の
責
任
を
も
つ
こ
と
で
、
自
ら
を
貶
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
創
造
し
な
け
れ
ば
完
全
で
あ
り
え
た
の
に
、
創
造

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
限
で
、
相
対
的
な
も
の
に
成
り
下
が
っ
た
の

真
に
弁
証
法
的
な
る
神
で
あ
ら
う
。
真
に
絶
対
と
云
ふ
こ
と
が
で
き

る
。
神
は
愛
か
ら
世
界
を
創
造
し
た
と
云
ふ
が
、神
の
絶
対
愛
と
は
、

神
の
絶
対
的
自
己
否
定
と
し
て
神
に
本
質
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、opus ad extra

で
は
な
い
。
私
の
云
ふ
と
こ
ろ
は
、
万
有

神
論
で
は
な
く
し
て
、
寧
、
万
有
在
神
論Panentheism

us

と
も
云

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
併
し
私
は
何
処
ま
で
も
対
象
論
理
的
に
考
へ
る

の
で
は
な
い
」（
同
所398
～399

）。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
西
田
は
、
絶
対
者
は
自
ら
の
う
ち
に
自
己

否
定
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
者
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。「
主
語
的
超
越
的
に
君
主
的D

om
inius
な
る
神
は
創
造
神
で

は
な
い
。
創
造
神
は
自
己
自
身
の
中
に
否
定
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
そ
れ
は
恣
意
的
な
神
た
る
に
す
ぎ
な

い
」。
そ
し
て
、「
我
々
の
個
的
自
己
、
人
格
的
自
己
の
成
立
の
根
底

に
は
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
云
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

真
の
絶
対
者
と
は
単
に
自
己
自
身
の
対
を
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
。

何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
中
に
自
己
否
定
を
含
み
、
絶
対
の
自
己
否

定
に
対
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
絶
対
の
否
定
即
肯
定
的
に
自
己
自
身
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創
造
＜
以
前
＞
は
、
＜
永
遠
な
る
も
の
＞
は
そ
の
完
全
な
現
実
性

で
あ
り
光
り
輝
く
不
変
の
中
心
で
や
す
ら
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
＜

今
＞
、
神
は
無
数
の
捩
れ
た
糸
で
、
宇
宙
と
呼
ば
れ
る
か
の
存
在
者

た
ち
の
群
が
り
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」（
同
、28)

。
そ
れ
は
、
神
が
自
己

を
否
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
神
の
自
己
否
定
は
神
の
有
限
性
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
神
の
無
限
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

神
の
愛
で
あ
る
。

神
の
創
造
の
行
為
を
、
神
の
自
己
放
棄
、
自
己
断
念
と
捉
え
る
と

き
、
神
の
二
つ
の
相
貌
が
見
え
て
く
る
。「
権
能
の
神
」
と
「
愛
の

神
」、「
君
主
的
・
超
絶
的
な
神
」
と
「
自
己
犠
牲
的
、
自
己
放
棄
的

神
」
で
あ
る
。
西
田
は
そ
れ
を
「
捌
く
神
」
に
対
し
て
「
絶
対
的
救

済
の
神
」、
す
な
わ
ち
、「
超
越
的
内
在
の
神
」
に
対
し
て
「
内
在
的

超
越
の
神
」と
す
る
。「
愛
と
し
て
の
神
」は
こ
れ
ま
で「
権
能
の
神
」

に
よ
っ
て
押
し
の
け
ら
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
が

見
て
き
た
の
は
、
神
の
「
力
」
の
面
で
あ
る
。
し
か
し
、「
力
と
し

て
の
神
」
に
「
愛
の
神
」
が
と
っ
て
代
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
愛
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
創
造
は
神
の
退
位
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、

神
は
創
造
し
な
か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
創
造
し
な

い
神
は
神
で
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
、
神
の
創
造
の
う
ち
に
は
た
ら

い
て
い
る
の
は
、
自
己
否
定
の
行
為
と
し
て
の
神
の
愛
で
あ
る
。
神

の
愛
と
は
神
の
自
己
否
定
で
あ
る
。

「
神
に
と
っ
て
、
創
造
の
行
為
は
、
自
己
を
拡
大
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
自
己
を
放
棄
す
る
こ
と
、
な
い
し
、
退
位
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
宇
宙
は
、
神
が
退
く
こ
と
と
引
き
換
え
に
存
在
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
宇
宙
の
存
在
は
、
神
の
う
ち
に
差
異
を
生

じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。（
神
が
創
造
す
る
こ
と
で
自
ら
の
う
ち
に
生

じ
さ
せ
た
差
異
は
、
神
の
自
己
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（『
シ
モ
ー

ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
哲
学
』M

ikros Vetto､ 27)

。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、「
創

造
は
神
の
自
己
拡
張
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
神
の
側
の
犠
牲

で
あ
る
。
神
が
被
造
物
に
自
ら
を
贈
与
す
る
た
め
に
、
神
の
愛
が
と

っ
た
形
で
あ
る
。
創
造
に
お
い
て
あ
ふ
れ
出
る
の
は
、
神
の
権
能
で

は
な
く
、
神
の
愛
で
あ
る
。
…
…
創
造
＜
以
前
＞
、
神
は
＜
一
に
し

て
全
＞
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、今
や
＜
神
の
外
に
＞
何
物
か
が
あ
る
。
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対
的
無
の
場
所
に
限
定
さ
れ
た
個
物
と
し
て
、
自
ら
を
自
ら
の
う
ち

に
映
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
「
表
現
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。　

し
た
が
っ
て
、
宗
教
の
場
所
論
的
把
握
の
眼
目
は
、
そ
こ
に
お
い

て
神
や
仏
が
現
れ
方
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
や
仏
は
、

衆
生
の
外
、
あ
る
い
は
前
方
に
絶
対
者
と
し
て
立
つ
の
で
は
な
く
、

衆
生
の
足
下
、
あ
る
い
は
背
後
に
形
を
変
え
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
西
田
は
、そ
こ
で
成
立
す
る
絶
対
と
相
対
と
の
関
係
を「
逆

対
応
」
と
捉
え
た
。
そ
こ
で
は
、
絶
対
は
自
己
の
背
後
に
形
を
変
え

て
現
れ
る
が
ゆ
え
に
、
衆
生
と
絶
対
は
後
ろ
向
き
に
接
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
は
、
絶
対
は
無
限
の
深
淵
と
な
る
と
も
い
い
う
る
。

西
田
は
、そ
の
逆
対
応
の
関
係
を
最
も
よ
く
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、

「
億
劫
に
相
別
れ
て
須
臾
も
離
れ
ず
、
尽
日
相
対
し
て
刹
那
も
対
せ

ず
」と
い
う
大
燈
国
師
の
言
葉
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
西
谷
先
生
は
、

大
燈
国
師
の
こ
の
言
葉
が
表
す
境
位
は
も
は
や
近
代
人
が
知
り
得
な

い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
神
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
て
、
ど
こ
に
も
な
し
、
と
か
、
神
の
沈
黙
が
神
の
声
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
近
代
人
に
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
う
こ
と

し
て
の
神
は
、
う
ち
に
自
己
否
定
を
含
む
神
で
あ
る
。

逆
対
応

宗
教
の
場
所
論
的
把
握
と
は
、
絶
対
が
自
己
を
否
定
し
、
自
己
を

翻
し
て
相
対
界
に
現
れ
、相
対
を
通
し
て
自
己
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
超
越
が
内
在
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
神
や
仏
が
天
空
で
は
な

く
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
の
住
む
大
地
に
姿
を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
「
創
造
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
西
田
は
そ
の
「
創

造
」
を
ま
た
「
表
現
」
と
捉
え
た
。

し
た
が
っ
て
、
宗
教
の
場
所
論
的
把
握
と
は
、
一
見
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
人
格
的
な
神
や
仏
が
消
え
去
り
、
そ
れ
に
絶
対
無
と
い
う

非
人
格
的
な
場
所
が
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
場
所

論
の
一
面
で
あ
る
。
絶
対
の
無
の
場
所
が
、
衆
生
の
相
対
的
世
界
に

形
を
変
え
て
自
ら
を
現
す
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ

る
。
場
所
論
の
眼
目
は
、
神
が
絶
対
的
無
の
場
所
と
な
っ
て
姿
を
消

す
こ
と
で
は
な
く
、
絶
対
無
と
し
て
の
神
が
自
ら
を
否
定
し
て
、
相
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き
な
い
。「
絶
対
は
ど
こ
に
も
な
く
て
、
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て､

相
対
と
絶
対
と
の
関
係
は
対
面
で

は
な
く
、
背
中
合
わ
せ
の
関
係
と
な
る
。
西
田
が
「
如
来
が
貴
様
の

首
っ
玉
を
掴
ん
で
い
る
の
が
わ
か
ら
ん
か
」
と
い
う
こ
と
で
言
わ
ん

と
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
と
如
来
と
の
表
裏
の
関
係
で
あ
っ

た
。
そ
の
と
き
、
絶
対
と
相
対
は
直
接
し
つ
つ
も
、
絶
対
的
隔
た
り

を
有
し
、
内
に
深
い
亀
裂
と
断
念
を
含
ん
だ
関
係
と
な
る
。
そ
こ
で

は
、
ヤ
コ
ブ
・
ベ
ー
メ
が
い
う
よ
う
に
、
神
は
翻
っ
た
目
で
見
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
直
接
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
神
、
あ
る
い
は
仏
は
「
呼
び
声
」
と
な
っ
て
相
対

の
心
の
底
に
到
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
が
「
仏
の
呼
び

声
が
聞
こ
え
な
い
も
の
は
浄
土
真
宗
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
言

わ
ん
と
す
る
の
は
、
仏
と
衆
生
と
の
そ
の
よ
う
な
「
逆
対
応
」
の
関

係
で
あ
る
。

で
も
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
の
「
場
所
論
理
的
把
握
」
と
「
逆
対
応
」

の
概
念
は
一
つ
に
結
び
付
け
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

い
う
こ
と
は
、
逆
対
応
に
注
目
し
な
い
宗
教
の
場
所
論
的
把
握
や
、

場
所
論
を
踏
ま
え
な
い
逆
対
応
の
捉
え
方
は
、
西
田
の
考
え
の
半
分

し
か
捉
え
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
西
田
の
考
え
の
中
心
に
適
合

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
西
田
は
、
神
を

「
絶
対
無
の
場
所
」
と
し
て
、八
不
的
・
否
定
神
学
的
に
捉
え
る
見
方
、

あ
る
い
は
、
人
格
を
超
え
た
「
神
性
」（G

ottheit

）
と
捉
え
る
よ
う

な
見
方
は
自
分
の
考
え
で
は
な
い
と
、
注
意
を
促
し
て
い
る
。
宗
教

の
場
所
論
的
把
握
の
特
色
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
絶
対
と
相
対
と
の

関
係
が
消
え
去
り
、
無
く
な
る
こ
と
で
は
な
く
、「
正
・
反
」
あ
る

い
は
「
表
・
裏
」
の
関
係
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
体

験
的
に
掴
も
う
と
す
る
な
ら
、大
燈
国
師
の
言
葉
に
な
る
の
で
あ
る
。

絶
対
が
自
己
否
定
的
に
相
対
の
世
界
に
自
ら
を
翻
し
て
現
れ
る
と

き
、
絶
対
は
相
対
の
前
で
は
な
く
、
相
対
の
足
下
あ
る
い
は
背
後
に

現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
相
対
は
絶
対
を
見
る
こ
と
は
で
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陀
如
来
が
自
己
を
否
定
し
、
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
衆
生
の
世
界
に
現

れ
る
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
は
回
向
の
要
を
捉
え
た
。
そ
の
こ
と
を
、
曽

我
量
深
は
「
如
来
我
を
救
う
か
」
と
問
い
、「
如
来
我
と
な
っ
て
我

を
救
い
た
ま
ふ
」
と
言
い
、「
如
来
我
と
な
る
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の

降
誕
の
こ
と
な
り
」
と
述
べ
た
。　

回
向
の
思
想
の
要
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
精
確
に
掴
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
回
向
は
一
般
に
は
、
如
来
が
そ
の
功
徳
を
衆
生
に

回
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
回
向
と
は
、
如
来
が

気
前
よ
く
衆
生
に
も
の
を
施
す
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
そ
こ
で
は
、
回
向
の
要
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
回
向
と
は
、

阿
弥
陀
如
来
が
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
衆
生
の
世
界
に
現
れ
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
要
は
「
絶
対
者
の
自
己
否
定
」
に
あ
る
。
西
田
は
、
絶

対
者
が
自
己
を
否
定
し
て
、
相
対
の
世
界
に
身
を
翻
し
て
現
れ
る
と

こ
ろ
に
、「
絶
対
者
の
場
所
論
的
把
握
」
を
捉
え
、
そ
れ
を
「
表
現
」

と
呼
ん
だ
。
こ
の
「
表
現
」
が
「
回
向
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
阿

弥
陀
如
来
が
法
蔵
菩
薩
に
形
を
変
え
て
、
衆
生
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ

る
こ
と
を
、
曽
我
は
阿
弥
陀
如
来
の
「
回
向
・
表
現
」
と
捉
え
た
。

親
鸞
の
回
向
の
思
想

「
西
田
は
親
鸞
を
ど
の
よ
う
に
見
た
か
」
と
い
う
こ
と
で
明
ら
か

に
し
よ
う
と
思
う
の
は
、
西
田
は
親
鸞
の
思
想
の
ど
こ
に
注
目
し
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
、
西
田
は
「
仏
の
呼
び
声
を
聞
く
」

と
い
う
こ
と
で
、
如
来
と
衆
生
と
の
「
逆
対
応
」
の
関
係
を
示
し
て

い
る
と
述
べ
た
。
一
方
、
西
田
は
宗
教
の
「
場
所
論
的
把
握
」
を
、

絶
対
が
自
ら
を
否
定
し
て
、
相
対
の
世
界
に
身
を
翻
し
て
現
れ
る
こ

と
と
捉
え
た
。
こ
う
捉
え
る
こ
と
で
、
西
田
は
親
鸞
の
「
回
向
」
の

思
想
の
要
を
押
さ
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、「
回
向
」
と
い
う
こ
と
で
、
親
鸞
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
に
は
、い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
が
、

親
鸞
が
回
向
の
思
想
の
要
に
捉
え
た
の
は
法
蔵
菩
薩
の
出
現
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
ま
ま
で
衆
生
に
は

た
ら
き
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
救
う
た
め

に
は
、
自
ら
を
否
定
し
て
衆
生
の
世
界
に
、
衆
生
の
相
を
ま
と
っ
た

法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
阿
弥
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「
回
互
的
」
と
呼
べ
ば
、
回
互
的
な
連
関
の
場
合
に
重
要
な
こ
と
は
、

一
つ
に
は
、
本
質
的
に
Ａ
に
属
す
る
も
の
が
Ｂ
の
う
ち
へ
自
ら
を
う

つ
す
（
映
す
、
移
す
）
と
か
投
射
す
る
と
か
し
て
現
象
す
る
時
、
そ

れ
が
Ｂ
の
う
ち
で
Ａ
と
し
て
現
象
す
る
の
で
は
く
Ｂ
の
一
部
と
し
て

現
象
す
る
と
い
ふ
点
で
あ
る
。
言
ひ
方
を
換
へ
れ
ば
、
Ａ
「
体
」
が

Ｂ
「
体
」
へ
自
ら
を
伝
達
す
る
時
、
そ
れ
は
Ａ
「
相
」
に
お
い
て
で

は
な
く
Ｂ
「
相
」
で
伝
達
さ
れ
る
。
Ａ
は
自
ら
を
Ｂ
へ
Ｂ
相
で
分

与
（m

itteilen)

し
、Ｂ
も
Ａ
か
ら
そ
れ
を
Ｂ
相
で
分
有
（teilhaben

）

す
る
。
こ
れ
が
Ｂ
へ
の
自
己
伝
達
と
い
う
Ａ
の
「
用
」
で
あ
る
。
Ｂ

の
側
か
ら
の
Ａ
へ
の
伝
達
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
」(

西
谷
啓
治
著

作
集､ 13: 132)

。

こ
の
比
喩
で
西
谷
先
生
が
Ａ
室
と
Ｂ
室
の
関
係
で
示
し
て
い
る
の

は
、
絶
対
と
相
対
、
あ
る
い
は
如
来
と
衆
生
と
の
関
係
で
も
あ
る
。

こ
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
Ａ
が
自
ら
を
Ｂ
に
映
（
移
）
す

と
き
は
、
Ａ
と
し
て
で
は
な
く
、
Ｂ
相
の
も
と
に
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
は
衆
生
の
世
界
に
自
ら
を

映
（
移
）
す
と
き
、
如
来
と
し
て
で
は
な
く
、
衆
生
の
世
界
の
相
を

表
現
と
は
、
あ
る
も
の
が
、
自
己
を
別
の
も
の
に
よ
っ
て
表
明
す
る

こ
と
で
あ
り
、「
代
表
」（re-presentation)

す
る
こ
と
で
あ
る1

。

「
境
界
線
は
二
つ
の
部
屋
を
仕
切
る
一
枚
の
板
に
似
て
ゐ
る
。
板

が
Ａ
室
に
向
か
つ
て
ゐ
る
面
Х
は
、
Ａ
室
の
限
界
を
表
示
す
る
も
の

と
し
て
、
Ｂ
室
を
代
表
す
る
。
Х
面
は
そ
の
「
本
質
」
に
お
い
て
、

Ａ
に
現
は
れ
た
Ｂ
の
表
現
で
あ
る
と
も
言
へ
る
。
し
か
し
同
時
に
、

Ｂ
の
表
現
で
あ
る
同
じ
Х
面
は
、
Ａ
室
の
一
部
と
し
て
Ａ
室
に
所
属

す
る
。
Ａ
に
現
は
れ
た
限
り
、「
現
象
」
と
し
て
は
Ａ
の
も
の
で
あ

り
、
Ａ
の
構
造
契
機
で
あ
る
。
同
様
な
こ
と
は
そ
の
板
が
Ｂ
室
に
向

い
て
ゐ
る
面
Ｙ
に
つ
い
て
も
言
へ
る
。
Ｙ
面
は
В
室
の
、
В
と
し
て

の
構
造
に
属
し
、「
現
象
的
」
に
は
Ｂ
と
い
ふ
現
象
の
一
部
で
あ
る
。

し
か
も
同
時
に
そ
の
Ｙ
面
は
、
Ａ
か
ら
Ｂ
を
限
界
付
け
る
も
の
と
し

て
「
本
質
的
」
に
は
Ａ
を
Ｂ
の
う
ち
で
代
表
し
、
Ｂ
に
現
は
れ
た
Ａ

の
表
現
で
あ
る
。
一
般
に
「
限
界
」
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
裁
断
が
接

合
で
も
あ
る
と
い
ふ
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。そ
し
て
そ
の
接
合
は
、

差
別
さ
れ
た
も
の
の
間
の
相
互
投
射
と
か
相
互
浸
透
と
さ
き
に
呼
ん

だ
や
う
な
連
関
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
構
造
を
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漢
訳
さ
れ
て
仏
教
に
取
り
込
ま
れ
、「
自
ら
修
め
た
功
徳
を
他
者
の

た
め
に
振
り
向
け
る
こ
と
」、
ま
た
は
「
他
の
目
的
の
た
め
に
変
換

す
る
こ
と
」
と
し
て
用
い
ら
れ
、
こ
れ
が
回
向
の
一
般
的
な
意
味
と

し
て
固
定
さ
れ
、
大
乗
仏
教
の
中
心
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浄
土
仏
教
に
お
い
て
も
、
回
向
と

い
う
概
念
は
「
自
分
の
修
め
た
善
行
の
功
徳
を
衆
生
に
め
ぐ
ら
し
向

け
て
、
と
も
に
悟
り
を
う
る
よ
う
に
期
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
と

さ
れ
て
き
た2

。

し
か
し
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
回
向
の
も
と

の
意
味
は
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
で
、「
形
を
変
え
て
現
れ
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
如
来
が
自
己
を
否
定
し
て
、
衆
生
の
世
界
に
「
形
を
変

え
て
現
れ
る
」と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
漢
訳
さ
れ
て「
功

徳
を
め
ぐ
ら
す
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
意

味
の
変
質
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
回
向
の

意
味
を
、
自
分
の
修
め
た
功
徳
を
他
に
め
ぐ
ら
す
こ
と
と
し
て
捉
え

る
場
合
、
回
向
は
「
も
の
の
や
り
取
り
」
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
如
来
が
一
方
的
に
与
え
る
も
の
を
、
衆
生
が
手
を
さ
し

と
っ
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
如
来
は
衆
生
の
世

界
に
法
蔵
菩
薩
と
し
て
現
象
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
谷
は
こ

の
関
係
を
「
回
互
」
的
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
「
回
向
」
の
関

係
で
も
あ
る
。

親
鸞
の
「
回
向
の
思
想
」
の
要
と
な
る
と
こ
ろ
を
、
西
田
の
場
所

的
論
理
を
介
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
親
鸞
が
回
向
の
思
想
の

要
と
す
る
「
法
蔵
菩
薩
」
の
出
現
が
、「
絶
対
者
の
自
己
否
定
」
を

意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
回
向
」
の
概
念
は
、

そ
の
意
味
が
精
確
も
し
く
は
厳
密
に
捉
え
ら
れ
な
い
で
き
た
。
そ
の

理
由
は
、「
法
蔵
菩
薩
の
出
現
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
は
っ
き

り
掴
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

回
向
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
語
は
「
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
（pari-

nam
ana)

」で
あ
り
、「
転
変
す
る
こ
と
」、「
形
を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
」

を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、
牛
乳
が
ヨ
ー
グ
ル
ト
に
変
ず
る
よ
う
に
、

あ
る
も
の
が
熟
し
て
別
の
も
の
転
ず
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は

ま
た
、
唯
識
に
お
い
て
「
識
の
転
変
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用

い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
「
パ
リ
ナ
ー
マ
」
と
い
う
語
が
「
回
向
」
と
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田
は
そ
の
こ
と
を
、
場
所
論
的
に
、
絶
対
者
が
自
己
を
否
定
し
て
、

相
対
の
世
界
に
身
を
翻
し
て
現
れ
る
こ
と
と
捉
え
た
。
こ
う
し
て
、

西
田
の
場
所
的
論
理
は
、親
鸞
の
思
想
の
根
本
に
お
か
れ
た
「
回
向
」

の
思
想
を
そ
の
要
の
と
こ
ろ
を
照
ら
し
出
す
も
の
と
い
う
意
義
を
も

つ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
切
群
生
海
の
心
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩

西
田
の
場
所
論
的
宗
教
把
握
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
親
鸞
の
回

向
の
思
想
の
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
回
向
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
自

己
を
否
定
し
て
、
衆
生
の
相
対
の
世
界
に
相
対
の
相
を
と
っ
て
、
つ

ま
り
、
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
絶
対
、
あ
る
い
は
如
来
は

超
絶
的
天
空
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
衆
生
の
世
界
の
底
に
潜
ん
で
呼

び
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
、
法
蔵
菩

薩
は
そ
の
願
を
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
、
西
方
十
万
億
土
の

浄
土
に
安
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
西
方
浄
土
を
す
て
て
、

だ
し
て
受
け
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
回
向

と
は
、
祭
り
の
餅
撒
き
の
よ
う
に
、
如
来
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
衆
生

に
餅
を
撒
く
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
如
来
は
な
る
ほ
ど

気
前
は
よ
い
が
、
自
分
の
気
の
向
く
ま
ま
に
ば
ら
ま
く
わ
け
で
、
そ

の
気
前
の
よ
さ
に
は
、
如
来
の
自
己
顕
示
欲
、
自
己
満
足
、
恣
意
性

の
よ
う
な
も
の
が
ま
と
い
つ
い
て
い
る
感
は
消
し
が
た
い
。
そ
こ
で

は
、
衆
生
は
功
徳
を
施
さ
れ
て
有
り
難
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
有

り
難
く
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
気
ま
ぐ
れ
に
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
の

で
あ
れ
ば
、
気
が
変
わ
れ
ば
与
え
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
切
な
こ
と
は
、「
功
徳
を
め
ぐ
ら
す
」
と
い
う
、

結
果
と
し
て
の
行
為
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
の
因
と
し
て
の
、「
自

己
を
空
し
く
す
る
」
と
い
う
、
自
己
否
定
の
「
心
」
に
お
い
て
回
向

を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。そ
の
心
に
触
れ
る
と
こ
ろ
に
救
い
が
あ
る
。

回
向
と
は
パ
リ
ナ
ー
マ
（
形
を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
）
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
繰
り
返
す
が
、
阿
弥
陀
如
来
が
自
ら
を
否
定
し
、
法

蔵
菩
薩
と
な
っ
て
衆
生
に
世
界
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
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思
議
・
不
可
称
・
不
可
説
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
。
如
来
の
至

心
を
も
っ
て
、
諸
有
の
一
切
煩
悩
・
悪
業
・
邪
知
の
群
生
海
に
回
施

し
た
ま
え
り
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
利
他
の
真
心
を
彰
す
。
か
る
が
ゆ

え
に
、
疑
蓋
ま
じ
わ
る
こ
と
な
し
」（『
聖
典
』225

）。

曽
我
は
親
鸞
の
こ
の
記
述
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
し
か
る
に
信
巻
の
三
心
釈
を
拝
読
す
る
と
、
そ
の
神
話
的
法

蔵
菩
薩
が
正
し
く
歴
史
的
現
実
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ

こ
と
は
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
感
激
に
堪
へ
ぬ
と

こ
と
で
あ
る
。
実
際
信
巻
の
三
心
釈
の
如
き
は
古
今
独
歩
と
い
ふ
べ

き
で
あ
る
。
あ
の
法
蔵
菩
薩
を
、
神
話
の
如
く
『
大
経
』
に
は
描
か

れ
、
伝
へ
ら
れ
て
い
る
法
蔵
菩
薩
を
現
在
に
お
出
で
に
な
る
仏
と
し

て
、
現
在
の
法
蔵
菩
薩
と
し
て
聖
人
は
感
得
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
そ
し

て
法
蔵
菩
薩
の
内
面
、
法
蔵
菩
薩
の
御
心
を
目
に
見
え
る
や
う
に
具

体
的
に
書
き
し
る
し
て
を
ら
れ
る
。
あ
ゝ
い
ふ
仏
の
内
面
、
仏
の
御

心
を
具
体
的
に
描
写
し
た
と
い
ふ
あ
の
手
腕
は
実
に
驚
嘆
に
余
り
あ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
に
な
い
事
で
あ
る
」（
選
集
第
六
巻
［
歎

異
抄
聴
記
］64

～5

）。

法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
衆
生
の
世
界
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
方
向
に
阿
弥
陀
仏
を
捉
え
る
こ
と
は
、「
従
因
向
果
」（
法
蔵
菩

薩
→
阿
弥
陀
仏
）
に
対
し
て
、従
果
向
因
（
阿
弥
陀
仏
→
法
蔵
菩
薩
）

と
云
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
親
鸞
は
法
蔵
菩
薩
を
「
一
切
群
生
海

の
心
」
と
呼
ん
で
、
こ
の
心
「
十
方
微
塵
世
界
に
満
ち
満
ち
た
ま
え

り
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
心
に
つ
い
て
、『
教
行
信
証
』「
信

巻
」
の
「
三
心
一
心
問
答
」
の
「
仏
意
釈
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

「
仏
意
測
り
難
し
、
し
か
り
と
い
え
ど
も
竊
か
に
こ
の
心
（
一
切

群
生
海
の
心
＝
法
蔵
菩
薩
の
心
）
を
推
す
る
に
、一
切
の
群
生
海
（
衆

生
）、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚

染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な
し
。
こ

こ
を
も
っ
て
如
来
、
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
、
不
可
思
議

兆
載
永
劫
に
お
い
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所

修
、
一
念
・
一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
真
心
な
ら
ざ
る

こ
と
な
し
。
如
来
、
清
浄
の
、
真
心
を
も
っ
て
、
円
融
無
碍
・
不
可



51 ――― 東西宗教研究　第 16 号・2017 年

換
と
は
、「
本
来
な
ら
ば
、
自
分
に
し
か
返
っ
て
こ
な
い
は
ず
の
自
分

の
善
行
の
功
徳
を
、
方
向
を
替
え
、
他
人
に
回
ら
し
与
え
る
」（『
梶
山

雄
一
著
作
集
』
第
六
巻
［
浄
土
の
思
想
］、250

）
こ
と
で
あ
り
、「
内
容
転
換
」

と
は
、「
自
分
の
為
し
た
善
行
の
功
徳
を
、
自
分
の
幸
福
と
い
う
よ
う

な
世
間
的
な
も
の
に
成
熟
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
質
を
転
換
し
て
、
出

世
間
的
な
さ
と
り
の
た
め
の
も
の
と
す
る
」（
同
）
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
前
者
が
「
衆
生
回
向
」
と
い
わ
れ
る
な
ら
、
後
者
は
「
菩
提
回

向
」
と
い
わ
れ
、
方
向
転
換
が
「
振
り
向
け
る
（
ふ
り
む
け
る
）」
と

い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、内
容
転
換
は
「
振
り
変
え
る
（
ふ
り
か
え
る
）」

と
い
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
回
向
は
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い

は
両
方
を
意
味
す
る
。

は
せ
・
し
ょ
と
う 

京
都
大
学
名
誉
教
授

曽
我
は
こ
こ
で
、
仏
の
内
面
、
仏
の
御
心
を
具
体
的
に
描
写
し

て
い
る
親
鸞
の
手
腕
は
実
に
驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
親
鸞
は
、
こ
こ
で
回
向
の
要
と
も
い
う
べ
き
法
蔵
菩
薩
の
自
己

否
定
の
精
神
に
立
ち
入
り
、
そ
れ
を
清
浄
心
、
真
心
と
捉
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
西
田
の
絶
対
無
の
描
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

絶
対
無
を
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
清
浄

心
、
真
心
と
な
る
の
で
あ
る
。

註

1
 

 

西
谷
先
生
は
こ
の
回
向
・
表
現
と
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
こ
ろ
を
次
の

よ
う
な
比
喩
で
示
さ
れ
て
い
る
。
先
生
は
超
越
者
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界

に
お
け
る
現
れ
、
あ
る
い
は
如
来
の
衆
生
の
世
界
に
お
け
る
出
現
の
仕

方
を
一
枚
の
板
で
仕
切
ら
れ
た
二
つ
の
部
屋
の
譬
え
で
示
さ
れ
て
い

る
。

2
 

梶
山
雄
一
氏
は
、
多
様
な
仕
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
回
向
の
概
念
を
整

理
し
て
、
そ
れ
を
二
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
一
つ
は
「
方
向
転
換
」
の

回
向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
内
容
転
換
」
の
回
向
で
あ
る
。
方
向
転


