
講

演

(

I

)

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
接
点(

一

)

西
谷
啓
治

問
題
が
問
題
で
難
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
好
き
に
と
言
わ
れ
て
も
、 

何
と
な
く
ま
と
ま
り
難
い
よ
う
な
感
じ
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
 

接
点
と
い
う
題
に
は
、
色
々
な
こ
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
あ

 

ら
ゆ
る
問
題
が
み
ん
な
、

こ
の
中
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
 

接
点
と
言
っ
て
も
実
は
、
点
に
必
ず
し
も
こ
だ
わ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
 

自
身
が
線
で
あ
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
面
と
い
う
性
質
が
一
緒
に

 

混
っ
て
い
る
問
題
で
す
。

要
す
る
に
接
触
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
可
能
で
な
い
の
か
。
も
し
 

可
能
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
可
能
で
あ
る
の
か
。
そ
の
中
に
、
勿
論
、
色
 

々
な
こ

と

が

複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
関
係
で
、
非
常
に
 

難
し
い
テ

ー

マ

で

あ

る

と

思
い
ま
す
。

た
だ
、
事
柄
の
上
で
非
常
に
抽
象
的
に
考
え
ま
す
と
、
三
つ
の
事
柄
 

が
中
心
的
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
三
つ
の
事
柄
 

と
い
う
の
は
、

一
つ
は
、
人
間
と
い
う
問
題
で
す
。
人
間
と
い
う
こ
と
 

が
宗
教
の
場
合
に
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
個
人
と
い
う
、
イ

ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ゥ
ム(

I
n
d i v

i
d

 i
u
m
)

が
ー
つ
で
す
。
個
別
性
と
 

い
う
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ゥ
ム
で
す
か
ら
、
私
自
身
の
言
葉
の
使
い
方

 

か
ら
言
っ
て
、
あ
る
意
味
で
や
は
り
自
己
、
セ

ル

フ

と

い

う

こ

と

で

す

 

ね
。二

つ
目
は
、
宗
教
の
場
合
に
非
常
に
重
要
な
民
族
の
問
題
で
す
。
人
 

間
の
集
団
と
言
い
ま
す
か
、
ド
イ
ッ
語
の
フ
ォ
ル
ク(

V
o
l
k
)

の
意
味
 

も
あ
る
。
英
語
で
言

う

と

ピ

ー

プ

ル

(
p
g
D
P
J
g

 )

で

し

ょ

う

か
。
あ

 

る
一
つ
の
国
と
い
う
も
の
を
地
盤
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
が
宗
教
で

 

あ

る

と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

も
う
一
つ
は
、
世
界
宗
教(

w
o
r
l
d

 

r
e
l
i
g
i
o
n
)

と
い
う
こ
と
 

で
す
。

非
常
に
抽
象
的
に
大
ま
か
に
問
題
に
し
ま
す
と
、

一
つ
は
個
別
と
い
 

う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
民
族
集
団
と
い
う
共
同
体
。
個
人
が
あ
る
意
味
 

で
生
ま
れ
乍
ら
に
し
て
、
あ
る
国
に
生
ま
れ
と
い
う
と
き
の
国
。
そ
う
 

い
う
国
が
、
宗
教
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
全
体
を
考
え
る
場
合
に
大
事



な
問
題
に
な
る
。

色
々
な
宗
教
に
つ
い
て
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
と
、
キ
リ
ス
 

ト
教
を
も

っ

と

源
ま
で
遡
れ
ば
、
そ
れ
は
イ

ス

ラ

H

ル
と
か

ユ

ダ
ャ
を
 

背
景
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
例
え
ば
ロ
ー
マ

 

の
時
代
に
な
っ
て
、
そ
う
い
う
段
階
に
入
っ
て
、
広
い
キ
リ
ス
ト
教
と

 

い
う
立
場
と
し
て
歩
い
て
き
た
、

つ
ま
り
世
界
宗
教
に
な
っ
て
い
っ
た
 

と

い

う

こ
と
で
す
ね
。

仏
教
な
ん
か
で
も
、

こ
れ
は
勿
論
イ
ン
ド
で
成
立
し
、
中
国
、
朝
鮮
 

か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、
そ
の
中
で
、
釈
 

迦

牟

尼(

ブ
ッ
ダ)

を
祖
師
と
し
て
、
そ
れ
を
先
祖
に
し
て
、
そ
こ
か
 

ら
や
っ
ぱ
り
ど
こ
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
世
界
宗
教
と
い
う
性
格
を
持
っ

 

て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
と
い
う
の
は
そ
の
中
で
も
、 

や
は
り
ど
こ
か
、

|

つ
の
世
界
宗
教
と
し
て
の
性
格
と
い
う
も
の
を
含

 

ん
で
き
て
い
る

と

い

う

こ

と

が

、

ど
こ
か
そ
こ
に
あ
る
と

い

う

こ

と

で

 

す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
中
国
で
展
開
し
て
く
る
中
で
、
非
常
に
中
 

国
の
民
族
と
い
う
も
の
の
、
従
っ
て
ま
た
、
中
国
文
化
と
い
う
も
の
の

 

成
立
に
根
本
的
に
係
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
仏
教
が
中
国
 

に
伝
わ
っ
て
く
る
歴
史
の
中
で
は
色
々
な
段
階
が
あ
っ
て
、
私
も
詳
し
 

い
知
識
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、

こ
こ
で
は
世
界
宗
教
 

と
い
う
性
格
を
段
々
は
っ
き
り
出
し
て
く
る
。
段
々
大
乗
仏
教
と
い
う

 

性
格
を
持
っ
て
中
国
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
そ

う

す

る

と

中
国
の
一
つ
の

-
-
-
不

イ

シ

ョ

ン

(

§

r.
o

3)

と

、
う

言

葉

は

当

る

か

ど

う

力

わ

か

り
ま
せ
ん
が——

中
国
と
い
う
一
つ
の
フ
オ
ル
タ
、
そ
れ
を
地
盤
に
し

て
出
て
き
て
い
る
。
そ
の
時
に
世
界
宗
教
と
い
う
も
の
に
展
開
し
て
く

 

る
。
展
開
し
て
く
る
中
に
、
そ
れ
が
段
々
中
国
と
い
う
一
つ
の
民
族
1 

I
非
常
に
複
雑
で
、
単
純
化
し
て
言
え
な
い
の
で
す
が——

と
い
う
性
 

格
を
も
帯
び
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、 

そ
の
段
階
で
日
本
の
仏
教
と
し
て
展
開
し
て
き
て
い
る
。

で
す
か
ら
私
は
そ
の
ょ
う
な
段
階
で
考
え
て
、
構
造
か
ら
い
う
と
、 

個
と
い
う
も
の
が
一
つ
あ
り
、
世
界
宗
教
と
な
っ
て
ゆ
く
と
。
こ
れ
は
、
 

宗
教
の
立
場
か
ら
言
っ
て
、

一
種
の
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
訳
で
す
か
 

ら
、
何
ら
か
の
意
味
の
人
類
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
も

うi

つ
、
宗
教
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る

 

沿
合
に
、
非
常
に
中
国
的
に
な
る
と
い
う
方
向
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
 

れ
が
日
本
に
^
わ
っ
て
く
る
。
中
国
を
経
て
、
と
い
う
場
合
で
も
、

一 

面
、
日
本
に
土
着
化
す
る
と
言
い
ま
す
か
、
仏
教
が
日
本
と
い
う
民
族

 

の
中
で
本
当
に
宗
教
と
し
て
機
能
を
発
揮
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な

 

る
と
、

こ
れ
は
や
は
り
中
国
か
ら
伝
わ
り
な
が
ら
同
時
に
、
人
類
的
な
 

性
格
を
持
っ
て
、
世
界
宗
教
的
な
性
格
を
持
っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
 

れ
は
朝
鮮
に
伝
わ
っ
た
場
合
で
も
同
じ
で
す
。

そ
こ
か
ら
遡
っ
て
も
う
一
つ
。
さ
っ
き
、
個
別
性
、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
 

デ
ュ
ゥ

ム

と

い

う

こ

と

を

申
し
た
の
で
す
が
、

こ
れ
は
や
は
り
個
々
の
 

人
間
と
い
う
、
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
セ
ル
フ
、
自
己
と
な
っ
 

て

お

り

ま

し

て

、

具
体
的
な
問
題
と
し

ま

す

と
、
そ
う
い
う
中
で
も
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
個
人
と
し
て
は
一
人
の
人
間
で
あ

る

と

い

う

こ
と
 

で
、
や
は
り
人
類
と
い
う
立
場
に
結
び
つ
い
て
い
る
。



仏
教
は
世
界
宗
教
で
あ
っ
て
、
そ
の
仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
と
い

 

う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
も
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、

イ
ン
ド
な
ら
イ
ン
 

ド
で
も
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
離
れ
な
い
、 

そ
う
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

 

い
か
。
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ゥ
ム
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
個
人
が
 

個
人
と
し
て
、
し
か
も
日
本
人
な
ら
日
本
人
の
一
人
と
し
て
仏
教
が
受

 

け
入
れ
ら
れ
る
時
に
は
、
や
は
り
そ
こ
に
、
日
本
人
と
し
て
と
い
う
こ
 

と
が
、
ど
こ
か
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
場
合
に
、
個
 

人
個
人
の
人
間
が
救
済
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
中
で
何
か
、
み
ん
 

な
を
考
え
て
い
る
民
族
の
立
場
が
含
ま
れ
て
き
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か

 

と
い
う
感
じ
が
致
し
ま
す
。

そ
ん
な
、
色
々
の
構
造
、
抽
象
的
連
関
を
考
え
る
と
、
個
人
と
人
類

と
が
あ
っ
て
、
間
に
民
族

-
-
-
-
-
-

さ
っ
き
は
フ
ォ
ル
ク

と

言
い
ま
し
た
が

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

が
入
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
三
つ

の
契
機
が
、
三
つ
の
面
が
あ
る
。

一
つ
は
個
で
、

こ
れ
は
さ
っ
き
も
言
 

っ
た
よ
う
に
個
別
性
。
個
々
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
個
物
的
な
人
間
だ
と

 

い
う
こ
と
か
ら
み
ま
す
と
、
個
人
と
い
う
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ゥ
ム
で

 

す
ね
。
根
本
的
な
中
心
的
概
念
は
一
応
成
立
し
て
い
る
訳
で
す
。

も
う
一
つ
は
世
界
宗
教
。
少
な
く
と
も
、
人
類
、
あ
る
い
は
人
類
全

 

体
。
そ
の
中
間
に
あ
る
特
殊
な
、
日
本
な
ら
日
本
と
い
う
国
と
か
、
あ
 

る
い
は
民
族
。
国
と
い
う
言
棄
は
、
実
は
曖
昧
な
言
葉
な
の
で
す
。

ナ

シ
ォ
ナ
リ

テ

ィ(
n
a
t

 i
o
n
a
1
i t

y )

と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、 

ナ
シ
ョ
ナ
ル(

n
a
t

 i
o
n
a
1
)

な
、

フ
オ
ル
ク
と
言
つ
て
も
ピ
ー
プ
ル

と
い
う
な
ら
ば
国
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
特
殊
な
共

 

同
体
。
そ
れ
を
非
常
に
論
理
的
に
抽
象
化
し
て
言
う
と
、
個
と
い
う
の
 

は
飽
く
迄
個
と
し
て
の
、

つ
ま
り
文
字
通
り
個
々
で
す
ね
。
ド
イ
ッ
語
 

で
は
ア
イ
ン
ッ
ヱ
ル
ン(

e
i
n
z
e
l
n
)

と
言
い
ま
す
か
。
市
民
で
す
ね
。
 

だ
か
ら
個
と
い
う
。

も
う
一
つ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
う
こ
と
。
民
族
ilTr
教
と
し
う
時
に
 

民
族
と
い
う
の
は
民
と
い
う
字
を
当
て
ま
す
が
、
民
族
の
宗
教
と
い
う
、 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
言
う
と
、
論
理
的
な
言
菓
を
使
っ
て
抽
象
的
な

 

論
理
的
な
構
造
か
ら
い
う
と
、
特
殊
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
う
い
う
点
で
西
洋
哲
学
の
中
で
代
表
的
に
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
は
、 

へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
中
に
出
て
い
る
ょ
う
な
特
殊
性
、Be

s
o
n
d
e
r
h
e
i
r

 

b
e

 s
o
n
d
e

 r

と
い
う
言
葉
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
普
遍
的
な
、
人
類
的
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば——

こ
れ
はw

o
r
I
d

 

r
e
l
i
g
i
o
n

と
い
う
こ
と
で
す
が
-
こ
れ
は
普
遍
と

い
う
、

ア
ル
ゲ
マ
イ
ン(a

1I
g
e
m
e

 i
n
)

と
い
う
、
だ
か
らe

i
nz
el
n 

と
い
う
、
個
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
人
間
は
個
人
個
人
がE

i
n

丨
 

z
e
l
n
e
r

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
あ
る
一
つ
の
、
何
ら
か
の
意
味
で
フ
ォ
ル
ク
と
い
う
'
 

民
族
の
背
後
に
あ
る
ネ
イ

'ノ
ョ
ン
、

ナ
チ
ュ
ラ
ル
、

フ
ォ
ル
ク
で
す
ね
。
 

こ
れ
は
、
特
殊
性
、d

a
s

 

B
e
s
o
n
d
e
r
e
、

あ
る
い
はBesonderheito 

種
と
い
う
言
葉
も
場
合
に
ょ
っ
て
は
使
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、d

a
s

A
1
I
g
e
m
e

 i
n
e

-
こ
れ
は
論
理
の
言
葉
で
し
う
と
類
概
念
と
し
う

類
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
種
と
類
と
分
け
て
み
ま
す
と
、
普
遍
性
、
あ

- 7 -



る
い
は
、d

a
s

 

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
、

と
い
う
具
合
に
、
普
遍
者
的
一
般

 

者
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
普
遍
と
か
一
般
と
い
う
言
葉
は
、

ア
ル
ゲ
マ
 

ィ
ン
で
す
か
、
英
語
で
い
う
と
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー

サ
ル
で
す
か
。
場
合
に
よ
 

っ
て
は
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
。
色
々
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
一
般
と
か
普
遍
と
か
い
う
立
場
で
宗
教
と
い

う

よ

う

な
 

も
の
を
考
え
る
と
、
や
っ
ば
り
三
つ
の
契
機
で
考
え
る
。
宗
教
と
は
、 

何
か
一
応
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
日
本
で
申
し
ま
す
と
、
神
道
は
、
明
ら
か
に
民
族
宗
教
と
考

 

え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
曰
本
と
い
う
国
、
あ
る
い
は
民
族
の
源
の
と

 

こ
ろ
に
、
神
道
の
場
合
は
天
照
大
御
神
が
基
礎
に
あ
っ
て
、
あ
る
民
族

 

が
そ
れ
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
三
つ
の
契
機
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
と
い
う
 

も
の
を
考
え
る
時
に
、

一
応
は
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
致
し

 

ま
す
。

論
理
的
な
構
造
と
し
て
お
話
し
た
の
で
す
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
 

な
し
に
、
宗
教
と
い
う
も
の
の
中
で
の
人
間
の
有
り
方
、
人
間
が
人
間

 

と
し
て
そ
こ
に
自
分
の
存
在
と
い
う
も
の
を
置
く
と
い
う
場
合
、
や
っ
 

ば
り
そ
こ
に
線
、
あ
る
い
は
面
、

つ
ま
り
個
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

 

う

こ

と

。

さ
つ
き
は
自
己
と
言

い

ま

し

た

。

そ
こ
で
、
セ

ル

フ

と

い
う
 

も
の
を
存
在
の
本
質
的
な
形

と

し
て
、
自
己
と
い
う
も
の
と
し
て
成
り

 

立
っ
て
い
る

と

い
う
お
話
を
し

ま

し

た

。

そ
れ
と
今
言
っ
た

三
つ
の
も

 

の
の
間
の
関
係
。
個
が
個
で
あ
る
と
い
うd

e
r

 

E
i
n
z
e
l
n
e
、

あ
る
い
 

は
暧
昧
な
言
葉
で
す
け
れ
ど

心
と
い
う
こ

と

を

踏
ま
え
な
が
ら
、
し
か

し
や
っ
ば
り
共
同
体
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
、
最
後
に
は
人
類
と
い
う
、 

そ
れ
ぞ
れ
存
在
の
場
と
し
て
は
一
応
区
別
し
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

場
。

が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
が一

つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
ょ
う
に
連

 

関
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
構
造
と
し
て
一
応
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い

 

か
。
非
常
に
抽
象
的
な
個
と
特
殊
と
普
遍
と
い
う
三
つ
の
概
念
で
問
題

 

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
一
般
論
と
い
う
こ
と
で
す
。
内
容
を
抜
 

き
に
し
た
一
種
の
抽
象
論
と
し
て
は
、
そ
れ
は
一
応
そ
う
い
う
こ

と

に

 

な
る
。

し
か
し
、
実
際
に
事
^
、
諸
宗
教
が
色
々
な
形
で
成
り
立
っ
て
い
る

 

こ
と
を
問
題
に
し
た
場
合
に
は
、
や
は
り
そ
こ
に
非
常
に
重
要
に
な
っ
一
 

て
い
る
の
に
、
お
そ
ら
く
歴
史
的
、
社
会
的
、

つ
ま
り
普
通
は
宗
教
史

8 

と
言
わ
れ
て
い
る
、
宗
教
の
歴
史
的
な
展
開
、
歴
史
性
と
い
う
こ
と
で
一

 

す
。
そ
し
て
间
時
に
社
会
と
い
い
ま
す
か
、
さ
っ
き
共
同
体
と
言
い
ま

 

し
た
が
、
そ
う
い
う
歴
史
的
、
社
会
的
な
面
に
一
番
大
き
な
問
題
に
な

 

る
の
は
、
普
通
は
原
始
宗
教
と
い
う
か
、
原
始
的
な
社
会
の
本
質
的
な

 

構
成
要
素
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史
の
発
展
と
い
う
こ
 

と
か
ら
言
う
と
、
ど
う
い
う
宗
教
で
も
、
歴
史
的
な
始
ま
り
と
し
て
は

 

何
か
の
意
味
で
、

い
わ
ゆ
る
原
始
宗
教(

p
r
i
m
i
t
i
v
e

 

r
e
l
i
g
i
o
n
)

 

で
す
。
し
か
し
、
ご
存
知
の
ょ
う
に
、
原
始
宗
教
、
原
始
社
会
の
研
究

 

と
い
う
の
は
新
し
い
研
究
で
、

こ
こ
か
ら
宗
教
史
と
い
う
立
場
が
成
立

 

し
て
き
た
の
で
す
ね
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
問
題
は
、

一

番
全
面
的
な
問
題
と
し
て
考
え
ら



れ

6
の
は
神
話(

m
y
t
h
o
l
o
g
y
,

 

m
y
t
h
o
s
)

で
す
が
、
神
話
と
い
う

 

こ
と
で
詮
索
す
れ
ば
、
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
神
話
的
と
か
神
話
と

 

い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
原
始
時
代
の
宗
教
の
形
態
で
す
。
し
か
 

し
、
そ
の
後
の
発
联
か
ら
言
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
原
始
的
と
い
う
と
い
う

 

こ
と
を
離
れ
て
い
る
民
族
宗
教
と
か
、
更
に
進
ん
で
肚
界
宗
教
と
い
う

——

キ
リ
ス
ト
教
で
も
仏
教
で
も
ィ
ス
ラ
ム
教
で
も

-
-
-
-
-
-
-
<
類
全
体
を

包
括
す
る
場
合
に
、

一
人
一
人
を
個
別
、

0
己
と
し
て
と
い
う
の
で
あ

 

れ
ば
、
ど
う
し
て
も
、
宗
教
は
世
界
宗
教
、
人
類
全
体
を
包
括
す
る
と

 

い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
り
 

し
か
し
、
同
時
に
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
も
、
原
始
宗
教
と
 

言
わ
れ
て
い
る
ょ
う
な
時
代
の
問
題
は
、
全
然
無
関
係
に
な
っ
て
い
る

 

の
か
と
言
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
神
話
と
か
神
話

 

的
な
も
の
と
い
う
の
は
、

一

面
か
ら
^
う
と
、
現
在
で
も
、
キ
リ
ス
ト
 

教
や
仏
教
と
い
う
ょ
う
な
世
界
宗
教
の
中
に
も
入
り
込
ん
で
い
る
と
こ

 

ろ
が
、
ど
こ
か
あ
る
と
思
う
o 

そ
こ
で
現
在
の
宗
教
が
、

こ
れ
か
ら
未
来
に
向
か
っ
て
展
開
し
て
ゆ

 

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
例
え
ば
神
話
的
な
も
の

 

を
振
り
払
う
と
い
う
、

い
わ

ゆ

る
非
神
話
化(

CTJ
s
m
y
t
h
o
l
o
g
i
s
i
e
r
u
n
g
)

 

と
い
う
こ
と
が
、
何
ら
か
の
怠
味
で
要
求
さ
れ
る
も
の
が
、
少
な
く
と
 

も
！

H

統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
仏
教
の
伝
統
の
中
に
含
ま
れ
て

 

い
る
。
現
在
か
ら
言
う
と
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

 

題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
も
問

 

題
の
中
に
入
つ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
尚
、p

r
i
m
i
t
i
v
e

な
宗
教
の
中

で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
の
、
少
な
く
と
も
痕
跡
を
ど
こ
か
に
残

 

し
て
い
る
。
そ
れ
で
非
神
話
化
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
訳

 

で
す
ね
。

私
自
身
の
考
え
か
ら
申
し
ま
す
と
、

こ
れ
は
難
し
い
問
題
と
な
り
ま

 

す
が
、
非
神
話
化
、
つ
ま
りm

y
t
h
o
s

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て

 

い
る
場
合
に
、

一
体
そ
れ
だ
け
で
済
む
だ
ろ
う
か
、
と
。
現
代
の
問
題
 

と
し
て
は 
一
■&、
代
表
的
に
そ
う
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
非
神
話
 

化
、
あ
る
い
は
ミ
ュ
ー
ト
ス
的
な
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
こ
に
入
っ

 

て
い
る
の
か
、
仏
教
の
ど
こ
に
入
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

 

の
一 

'曲
に
あ
る
と
思
う
。

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
接
点
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
申
し
ま
し
た
け

 

れ
ど
、
そ
の
前
に
先
ず
、

キ
リ
ス
ト
教
S
身
が
自
分
の
内
部
で
、
あ

る

9 

い
は
仏
教
な
ら
仏
教
の
内
部
で
考
え
た
と
き
に
、

一

面
で
、
今
の
よ
う
一

 

な
神
話
の
問
題
と
非
神
話
化
と
い
う
よ
う
なI

つ
の
脱
却
の
方
向
が
、

何
ら
か
の
形
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
方
向
は
、
神
学
の
立
 

場
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
神
話
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
内
容
を
も
う
少

 

し
考
え
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
入
っ
て
現
在
の
色
々
な
問
題
、 

宗
教
が
含
ん
で
い
る
問
題
を
乗
り
超
え
る
こ
と
が
、
ど
こ
か
に
含
ま
れ

 

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
神
話
の
問
題
は
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
一
面
、 

克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。
が
、
同
時
に
そ
の
中
に
宗
 

教
そ
の
も
の
の
本
質
に
と
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が

 

却
っ
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
を
持
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
は
、
非
神
話
化
と
い
う
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な



り
ま
す
。

今
出
さ
れ
て
い
る
問
題
も
含
め
て
、
宗
教
の
問
題
の
根
本
を
大
ま
か

 

に
言
う
と
、
三
つ
の
こ
と
が
基
本
的
に
な
る
。

一
つ
は
や
は
り
個
人
個
 

人
の
自
己
の
問
題
。
こ
れ
は
心
の
問
題
、
自
己
の
問
題
。
も
う
一
つ
は
 

世
界
の
問
題
。
そ
れ
か
ら
神
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

今
迄
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
だ
と
す
る
と
、
自
己
の
問
題
は
我
と
い
う

こ
と
で
、
自
己
意n

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

自
分
自
身
を
意
識
す
る
-

と
い
う
こ
と
。

意
識
と
い
う
言
葉
は
難
し
い
問
題
を
孕
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
ど
ち
ら
か
 

と

い

う

と

私
は
自
覚
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
個
人
個
人
の
自

 

己
の
問
題
、
こ
れ
は
自
覚
の
問
題
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
は
そ
れ
は
サ

 

ィ
コ 

ロ

ジ

1

(
p
s
y
c
h
o
l
o
g
y
)

フ
シ
ュ

ケ
1(

p
m
c
&
e

)

の mE
.

題
 

プ
シ
ュ
ケ

—̂

i
j

い

う

と

、

そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
よ
い
の
か
。
ま
あ
、 

心
と
い
わ
れ
る
時
の
基
本
的
な
問
題
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
う
一
 

つ
は
、
個
々
の
人
間
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
心
、
霊
、
自
己
の
問
題
で
 

す
。も

う
一
つ
は
、

こ
れ
は
や
は
り
世
界
。
世
界
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

 

は
社
会
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。

も
う
一
つ
は
神
。

サ

ィ

コ 

ti

ジ
1

(p
s
y
c
h
o

 l
o
g
y

 )

と
セ
オ
ロ
ジ
1

(
t
h
e
o

 1 o
g
y

 

)

、 

そ
し
て
コ
ス
モ
ス(

c
o
s
m
o
s

 )

の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー(

c
o
s
m
o
1o

w
y

 J 
o
 

兎
に
角
、
学
問
で
い
え
ば
三
つ
の
領
域
が
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
ま
す
。

初
め
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
は
、
西
洋
の
哲
学
で
は
ギ
リ
シ
ァ
語
か
ら
出
て

 

い
ま
す
。
プ
シ
ュ
ケ
ー
と
い
う
言
葉
は
、
ゼ
ー
レ(

S
e
e
l
e

 )

と
か
ソ

ゥ
ル(

s
o
u
l
)

と
訳
さ
れ
ま
す
。
ゼ
ー
レ
も
難
解
な
概
念
で
す
ね
。
日
 

本
語
に
訳
す
と
、
魂
で
し
ょ
う
か
。
ゼ
ー
レ
は
、
個
々
の
人
間
が
人
間

 

と
し
て
成
り
立
つ
根
本
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
言
え
 

ば
、

ゼ
ー
レ
は
、

一
面
か
ら
言
う
と
、
例
え
ば
身
体
を
離
れ
て
は
考
え

 

ら
れ
な
い
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
す
ね
。
身
心
と
い
う
時
の
よ
う
に
、 

身
体
を
離
れ
て
は
心
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
体

(
L
e
i
b
)、

身
体
は
-
-
こ
れ

は
勿
論
人
間
が
生
き
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
-
^
間

の
生
命
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
広
い
意
味
で
は
動
物
と
い
う
こ

 

と
で
す
が
。
日
本
語
で
い
う
身
体
は
、
た
だ
物
質
と
し
て
は
考
え
ら
れ

 

な
い
。
生
き
た
も
の
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
以
外
に
体
と
い
う
も
の
は
一

 

考
え
ら
れ
な
い
。
生
き
た
も
の
と
い
う
の
は
生
物
で
す
か
ら
動
物
。
生

10 

命
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
そ
の
場
合
は
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
生

物

が

I 

存
在
し
て
い
る
の
は
物
質
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
が
、 

体
は
単
に
物
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
生
き
た
も
の
で
あ
る
。
 

生
き
た
も
の
だ
と
い
う
中
に
ゼ
ー
レ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
 

一
面
が
あ
る
訳
で
す
。

例
え
ば
、
原
始
宗
教
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、——

原
始
宗
教
の
 

立
場
な
ん
か
で
タ

ィ

ラ

ー(
E
.
B
.
T
y
l
o
r
)

と
い
う
人
の
ア
ニ
ミ

，ス
 

ム

と
い
う
の
は
ア
ニ
マ(

a
n
i
m
a

 )

、

こ
れ
は
ラ

テ

ン
語
で
す
が
、
こ
 

れ
は
ゼ
ー
レ
の
こ
と
で
、

つ
ま
り
動
物(

ア
ニ
マ
ル)

と
い
う
の
は
生
 

命
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
あ
る
意
味
で
は
、
ド
ィ
ッ
語
で
よ
く
ぴ
€
丨
 

s
e
e
l
t

と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、

こ
れ
は

cr
i
(T
I
cr
t-
+(

生
か
さ
れ



る
)

と

い

う

言
葉
と
殆
ん
ど
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
や
 

は
り
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
の
で
。
タ

イ

ラ

ー
な
ん
て
い
う

人
は
、
プ
リ
ミ
テ

ィ
ヴ
な
宗
教
を
基
礎
に
置
い
た
原
始
社
会
の
本
質
的
な
性
格
を
研
究
し

 

た
訳
で
す
が
、
今
の
人
は
、
そ
れ
をb

e
s
e
e
l
t

と
かb

e
l
e
b
t

と
言
う
。

身
体
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
生
き
物
の
体
を
考
え
る
と
、
体
は
た
 

だ
の
物
体
で
な
く
て
、
生
き
た
物
体
で
あ
る
。
生
き
た
物
体
と
は
不
思

 

議
で
す
が
、
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
世
 

の
中
に
死
と
い
う
こ
と
が
、

「
生
き
た」

に
対
し
て
い
え
ば「

死
ぬ」

 

と

い

う

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

死
と
い
う
こ

と

と

生
ま
れ
る
と

い

う

こ

と

 

が
。
ど
の
人
間
も
親
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。
親
か
ら
子
が
生
ま
れ
る
。
 

そ
の
子
が
ま
た
自
分
の
子
を
生
む
力
を
持
っ
て
い
る
。
生
産
力
を
含
ん
 

で
い
る
。
そ
れ
が
ゼ
ー
レ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
し
う
こ

と

で

あ
る
と
。
 

体
と
い
う
の
は
、
だ
か
ら
、
単
な
る
物
質
で
な
く
て
生
を
含
ん
だ
物
質

 

で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
親
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
は
ど
う
し
て
 

も
ミ
ュ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
こ
と
な
の
で
す
ね
。
そ
こ
の
基
体
が
体
と
い
う

 

も
の
で
あ
る
。
体
と
い
う
こ
と
の
中
に
は

p
g
p̂-
g
- Se

e
l
e

と
い
う
も
 

の
が
入
っ
て
い
る
。
大
ま
か
に
言
う
と
、
体
と
心
が
生
き
た
も
の
で
あ

 

っ
て
、
し
か
も
親
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
訳

 

で
す
。
そ
こ
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
家
族
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
と
い
う
も
の
 

は
夫
と
妻
と

し

う

関
係
親
と
子
と

し

う

関
係
と
し

う

こ
と
に
*
り

 

ま
す
。
体
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
人
間
は
、
体
を
持
っ
た
 

生
き
物
で
あ
る
。
親
か
ら
生
ま
れ
て
、
自
分
の
子
供
を
生
む
。
親
に
な

り
得
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
自
分
の
中
に
含
ん
で
い
る
。
そ
の
自
分
と
 

い
う
時
の
自
分
は
、
そ
う
い
うL

e
i
b
,

 

b
o
d
y

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

そ
の
こ
と
に
や
は
り
体
と
心——

心
と
い
う
こ
と
は
暖
昧
で
す
け
れ
ど

 

も——

プ
シ
ュ

ヶ

ー

(

*o
cn
(3
og"
,)

と
い
う
こ
と
で
生
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
 

そ
れ
に
対
し
て
限
界
の
向
こ
う
側
に
は
死
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
死
と
 

い
う
の
は
、
単
な
る
物
質
に
帰
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
土
に
帰
る
と
 

い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
体
も
骨
に
な
り
、
や
が
て
土
に
な
る
。
そ
ん
な
 

こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

も
う
一
つ
逆
に
、
体
と
心
と
い
う
問
題
は
、
プ
シ
ュ
ヶ

l
-o
m
u
c
h
ol
l) 

と
い
う
問
題
の
中
に
入
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
民
族
、
あ
る
い
は
国
と
 

い
う
、
民
族
の
基
盤
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
、
プ
シ
ュ
ヶ
ー
と
い
う
一

 

と
こ
ろ
を
一
段
超
え
て
お

り

、

そ
の
と
こ
ろ
を
我
々
は
ガ
イ
ス
ト(

G
e
i
s
t
)
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と
い
う
。
精
神
と
訳
し
て
い
る
。
我
々
は
ス
ピ
リ
ッ
ト(

s
p
i
r
i
t
)

一 

と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
。

s
o
u
l

か
らs

p
i
r
i
t

へ
。S

e
e
l
e

か
ら
 

G
e
i
s
t

へ
。
西
洋
哲
学
で
は
そ
う
い
う
順
序
に
な
る
。
そ
う
い
う
ス
ピ
 

リ
ッ
ト
と
い
う
問
題
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

ス
ピ
リ
ッ
ト
と
い
う
問
題
 

は
、
我
々
人
間
の
一
番
上
の
段
階
。
こ
れ
は
、
親
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
 

う
こ
と
を
超
え
て
い
る
。
兎
に
角
、
人
間
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
親
か

 

ら
貰
っ
て
な
い
も
の
と
い
う
、
そ
れ
が
、
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
 

ガ
イ
ス
ト
で
す
。
そ
の
ガ
イ
ス
ト
の
立
場
で
宗
教
は
神
、
何
ら
か
の
意

 

味
で
神
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
を
問
題
に
す
る
。

そ
こ
で
、
現
代
の
問
題
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
 

れ
は
や
や
こ
し
い
問
題
で
。
ゼ
ー
レ
か
ら
ス
ピ
リ
ッ
ト
へ
、
そ
し
て
そ



の
方
向
の
行
く
先
は
神
。

ス
ピ
リ
ッ
ト
と
い
う
次
元
に
は
差
が
あ
り
、 

こ
れ
は
、
我
々
の
プ
シ
ュ
ヶ
ー
の
中
に
、
体
と
の
関
係
や
、
更
に
そ
れ
 

を
超
え
た
物
質
の
問
題
が
入
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
心
の
問
題
と
い
う

こ
と
は
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
の
ス
ピ
リ
ッ
ト

-
-
-
-
-
-親

か
ら
貰
わ
な
い
、
本
当
の
自
己
、
自
己
自
身
で
あ
る
と
い
う
、
基
礎
的
 

な
人
間
の
自
己——
の
問
題
の
場
を
失
っ
て
い
る
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
 

で
、
神
と
い
う
こ
と
を
含
ん
だ
問
題
も
失
わ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
 

と
で
す
ね
。

そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、

-

-

-

-

-

-

-

-

-

話
が
混
乱
し
ま
す
が

-
無
か

ら
の
創
造
、
例
え
ば
、
神
は
、
光
あ
れ
と
言
わ
れ
た
ら
、
光
が
あ
っ
た
 

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
人
間
に
は
分
か
ら

 

な
ぃ
。

「

無
か
ら
の
創
造」

の
無
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
無
か
ら
と
い
う
の
 

は
可
も
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
人
類
で
い
う
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
さ
っ
き
言
っ
た

、
ひ'か

あ
っ
て

-
我

々
が

生
き
て
い
る
と
い
う
時
の
心
と
い
う
こ
と
で
す
が
-
、

そ

の

先
に
体

が
あ
り
、
体
が
死
ね
ば
土
に
帰
る
。
死
と
い
う
の
は
物
質
性
と
い
う
こ

と
へ
-
-
-
-
-
-物
質
と
い
う
概
念
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も—

I
物
質
へ
帰
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
は
、
自
己
も
な
く
な
っ
 

て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
に
、

こ
の
世
界
は
す
べ
て
そ
こ
ま
で
で
考
え
ら

 

れ
る
。
世
界
は
物
質
を
基
礎
に
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
先
は
無

 

で
あ
る
。
何
も
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
ね
。
無
か
ら
 

の
創
造
と
言
わ
れ
る
時
は
、
何
も
無
い
と
こ
ろ
か
ら
と
い
う
の
で
、
神

の
創
造
と
い
う
こ
と
と
、
現
代
で
は
そ
れ
が
結
び
つ
か
な
い
。
物
質
ま
 

で
で
物
質
に
帰
し
て
し
ま
う
。
で
は
物
質
と
は
何
か
。
非
常
に
難
し
い
 

概
念
で
す
。

そ
こ
で
肝
賢
な
問
題
で
す
が
、
現
在
の
非
常
に
大
き
な
問
題
は
、
何
 

か
を
知
る
、
我
々
が
自
分
を
知
る
、
世
界
を
知
る
と
い
う
場
合
に
、
突
 

き
詰
め
て
ゆ
く
と
物
質
ま
で
は
言
え
る
。
世
界
の
根
本
は
物
質
で
あ
る

 

と
。
従
っ
て
、
我
々
の
体
も
心
も
そ
う
な
る
。
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、 

サ

イ

コ

a

ジ
ー

で
す
け
れ
ど
も
、
サ

イ

コ

ロ
ジ
ー

も
物
質
。
体
も

身
 

体

と

い
う
意
味
を
失
っ
て
き
て
、
物
体
に
な
っ
て
し
ま
う
。
物
体
の
基
 

礎
が
物
質
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

物
質
は
何
か
。
こ
う
い
う
問
い
が
出
て
き
た
根
本
は
科
学
。
自
然
科
 

学
が
成
立
し
、
知
と
い
う
も
の
が
サ
イ
エ
ン
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

 

よ
う
な
知
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
性
格
は
す
べ
て
物
質
に
関
連
す
る
。
 

そ
れ
が
現
在
の
知
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
の
基
本
的
な
か
た
ち
で

 

す
。
そ
こ
か
ら
回
復
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
、
心
を
問
題
に
す
る
こ
と
 

に
な
り
ま
す
。
心
を
問
題
に
す
る
場
合
に
、
現
在
の
段
階
で
は
科
学
の

 

知
恵
で
世
界
ま
で
は
、
コ

ス

モ

ロ
ジ
ー

ま
で
は
進
ん
で
き
て
い
る
。
そ
 

の

コ

ス

モ

！！

ジ
ー
も
、
す
べ
て
物
質
を
基
礎
に
し
た
と
こ
ろ
力
ら
考
え

 

ら
れ
て
き
て
い
る
。
ガ
イ
ス
ト
や
神
の
方
向
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
 

こ
で
問
題
は
、
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
科
学
が
発
達
し
た
と
い
う
こ

 

と
が
基
本
的
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

歴
史
も
科
学
的
で
、

こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
代
表
し
て
い
る
訳
で
す
が
。
 

社
会
の
理
想(

I
d
e
a

 
ニ
も
要
す
る
に
、

マ
ル
ク
ス
な
ど
の
考
え
で
は
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唯
物
史
観
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
生
産
関
係
を
基
礎
に
し
て
成
り
立

 

っ

て

い

る

。

そ
こ
か
ら
現
代
の
社
会
の
理
想
と
し
て
資
本
と
い
う
も
の

 

が
な
く
な
っ
た
社
会
主
義
、
共
産
主
義
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
哲
 

学
が
、
そ
こ
で
は
ィ

デ

オ

ロ

ギー

に
よ
っ

て
考
え
ら
れ
て
い

る

と

い

う

 

こ

と

も

あ

る

よ

う

で

す

。

マ

ル

ク

ス

、

レ

ー

 

ニ

ン

、

あ
る
い
は
ス

タ

ー

リ
ン
に
よ
る
、
ソ

連

が

 

代
表
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
主
義
社
会
、
共
産
主
義
社
会
と
い
う
も
の
 

が
、
非
常
に
大
き
な
力

と

し
て
現
に
支
配
し
て
い
ま
す
。
他
方
に
は
ア
 

メ
リ
力
の
自
由
な
社
会
が
あ
り
ま
す
。
今
は
、
プ
シ
コ
ロ
ギ
ー

と

い

う

 

よ
う
な
魂
の
問
題
、
心
の
問
題
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
。
現
 

在
だ
っ
た
ら
、

ア
メ
リ
ヵ
が
持
っ
て
い
る
、
人
権
、

つ
ま
り
人
間
と
し
 

て
の
、
心
の
自
由
と
か
財
産
や
自
己
の
生
命
へ
の
権
利
を
考
え
ね
ば
な

 

ら
な
い
。
私
は
、
そ
の
考
え
方
、
あ
る
い
は
権
利
と
考
え
て
い
る
点
に
、 

非
常
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
個
人
の
自
由
、
個
人
の
独
 

立

、

自
主
性
、
そ
れ
を
生
命
へ
の
権
利
と
し
て
考
え
る
考
え
方
に
、

ア
 

メ
リ
力
の
い
わ
ゆ
る
デ
モ
ク
ラ
シー

と
言
わ
れ
て
い

る

よ

う

な

政
治
、 

経
済
の
根
本
の
問
題
が
あ
る
訳
で
す
。

ソ
連
は
無
神
論
の
立
場
で
唯
物
史
観
、
共
産
主
義
で
す
が
、

ア
メ
リ
 

力

は

そ
う
で
な
い
箸
で
す
ね
。
ピ

ュー

リ

タ

ン
か
ら
出
発
し
て
ア
メ
リ

 

力

の

国
が
成
り
立
っ
て
き
て
い
る
。
英
国
を
捨
て
て
ア
メ

リ

力

に

渡
っ
 

て
き
た
と
い
う
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
何
故
現
在
の
よ
う
な
立

 

場
に
な
っ
て
き
た
の
か
。
自
由
と
か
生
命
へ
の
権
利
、
基
本
的
人
権
と
 

か
言
う
の
か
。
権
利
と
い
う
言
葉
の
訳
も
問
題
で
す
け
れ
ど
も
。

そ

の

よ

う

な

現
在
の
社
会
の
問
題
と
い
う
の
は
、
神
と
い
う
こ

と

を

 

生
き
た
形
で
は
考
え
て
い
な
い
。
ど

う

し

て

そ

う

な
っ
た
か
。
こ
れ
は
、 

現
在
の
問
題
と
す
る
と
、
色
々
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
今
言
っ
た
人
間

 

の
基
本
的
な
自
由
と
か
、
自
主
的
独
立
、
主
体
性
等
、
色
々
な
こ
と
を
 

言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
間
の
我
、
自
己
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
ま

 

す

が

、

し
か
し
権
利
と
い
う
形
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
自
 

己
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
神
か
ら
出
な
が
ら
、
神
学
的
な
も
の
を
 

踏
ま
え
な
が
ら
、
現
在
の
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
形
が
出
て
き

て

(

る

。

ア

メ

リ

カ

で

の

デ

モ

ク

ラ

シ

-
デ
モ
ク
ラ
シ

ー

は

フ

ラ

ン
ス
革
命
が
起
こ
っ
た
時
に
、
起
こ
る
必
然
性
が
あ
っ
て
、
そ
の
点
で

は
マ
ル
ク
ス
な
ど
が
言

う

一
面
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
が

-
-
、

こ

れ

は

、

一

歴
史
の
理
解
が
未
だ
足
り
な
い
。
そ
れ
の
徹
底
の
方
向
は
今
の
と
こ
ろ
、
U 

ア

メ

リ

カ

の

よ

う

な

方
向——

大
陸
の
よ
う
な
新
し
い
自
由
社
会
を
つ
一

く

ろ

う

と

い

う

-----

と

、

ソ

連

の

よ

う

な

マ

ル

ク

ス

に

次
い
で
レー

 
ニ

ン
に
な
っ
て
新
し
い
共
産
社
会
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
方
向
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
科
学
が
知
と
し
て
進
ん
で
ゆ
く
考
え
。

こ
れ
は
、
も
 

う
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
言
っ
た
よ
 

う

な

プ

シ

コ

ロ
ギ
ー

の

よ

う

な
科
学
の
知
に
対
し
て
、
コ

ス

モ

ロ

ジ

ー
 

と
い
う
、
中
間
の
、
神
の
な
い
世
界
、
物
質
を
基
礎
に
し
た
世
界
で
考

 

え

て

ゆ

く

。

現
代
の
一
番
重
要
な
問
題
は
、
結
局
問
題
は
つ
な
が
っ
て

 

い
る
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
無
神
論
、
宗
教
に
つ
い
て
の
全
く
の
無
関
心
、 

つ
ま
り
人
間
の
す
べ
て
が
*;
_
似
ざ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
精
神
の
問
 

題
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
問
題
で
あ
る
。



無
神
論
の
問
題
と
い
う
と
、

一
番
基
本
的
な
も
の
は
，
私
自
身
か
ら
 

見
る
と
、

ニ
ー
チ
-
が
代
表
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ュ
の「

神
は
死
ん
だ」

 

(
G
o
t
t

 

ist 
t
o
t
)

と
言
つ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
同

 

じ
よ
う
な
、

キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
と
し
て
は
キ
-
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
挙
げ
 

ら
れ
る
。
キ
ュ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場
合
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
対
す

 

る
闘
争
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
社
会
と
対
決
す
る

 

と
い
う
立
場
で
す
ね
。

い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
と
の
対
決
で
す
。
こ
 

の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ュ
と
か
キ
ュ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
乗
り
超
え
て
、
本
当
の
 

宗
教
を
と
い
う
の
が
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
で
あ
り
、
仏
教
の
問
 

題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
接
点
と
い
う
こ
と
。

一
番
大
き
い
問
題
は
、
共
 

通
の
相
手
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。
自
分
達
が
成
り
立
つ
為
に
は
、
例
え
 

ば
仏
教
が
仏
教
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
成
り
立

つ
一
番
基
礎
の
可
能
性
の
と
こ
ろ
で
、
共
通
の

-
相
手
を
敵
と
い
う

な
ら
ば
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

敵
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
本
当
の
共
通
な
も

の
を
求
め
て
ゆ
く
。
共
通
の
敵
と
い
う
接
点
を
超
え
て
、
そ
こ
か
ら
本

 

当
の
共
通
な
も
の
を
。
国
家
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
国
家
と
国
家
と
 

の
間
の
関
係
、
あ
る
い
は
B-
際
的
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
人
 

類
全
体
の
立
場
を
踏
ま
え
た
世
界
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

 

も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
で
は
、
そ
こ
ま
 

で
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
少
し
問
題
に
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八

卞

ど

う

も

あ

り

が

と

う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
討
論

I
に
入
る
前
に
、

西
谷
先
生
の
お
話
を
確
か
め
る
と
い
う
意
味
で
、

こ
の
点
だ
け
は
今
質
 

問

し

て

お
き
た
い
、
あ
る
い
は
確
か
め
て
お
き
た
い
と
い
う
よ
う
な
ご

 

質
問
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、
承
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

藤

吉

先
生
は
さ
っ
き
、
非
神
話
化
の
問
題
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
で

 

す
ね
。
そ
の
時
に
、
例
え
ば
、

一
応
仏
教
に
も
神
話
的
な
も
の
が
あ
り
 

ま

す

し

、

キ
リ
ス
ト
教
に
も
神
話
的
な
も
の
は
あ
る
。
両
者
は
多
少
相

 

違

し

て

い
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、——

そ
の
点
は
よ
く
分
か
ら

 

な
い
け
れ
ど
も
丨
丨
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
も
仏
教
の
立
場
か
ら
非
神
話
化

 

的
な
も
の
が
矢
張
り
必
要
と
す
れ
ば
、
浄
土
教
な
ど
で
も
必
要
だ
と
、

言
っ
た
り
本
に
書
い
た
り
し
て
い
る
の
で
す
が
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
、

私
の
理
解
が
十
分
で
な
い
為
か
、

よ
く
理
解
さ
れ
な
く
て
誤
解
さ
れ
た
一

 

り
す
る
の
で
す
が
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
両
方
の
宗
教
の
神
話
性
に

H 

関
し
て
、
も
う
少
し
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
。

一 

西

谷

そ
の
問
題
は
難
し
く
て
、
う
ま
く
話
し
難
い
問
題
で
す
が
。
私
 

3
本
の
中
で
は
、
主
と
し
て
禅
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
中
、七
に
な
 

つ

て

表
面
に
出
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。
私
自
身
の
 

考
え
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
は
禅
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
禅
と
い
う

 

の
は
、
歴
史
的
に
は
仏
教
の
中
か
ら
出
て
き
た
。
そ
こ
に
、
大
き
な
問
 

題
も
あ
る
し
、
意
味
も
そ
れ
な
り
に
あ
る
ん
じ
や
な
い
か
と
思
う
。
矢
 

張

り

、

仏
教
の
発
展
を
通
し
て
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
何
力
 

そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、
現
在
の
問
題
と

し
て
は
、
禅
が
代
表
し
て
い
る
よ
う
な
立
場

-
-
禅
の
立
場
と
い
う
の

ま
全
く
難
し
い
の
で
す
が

-
は
、
何
か
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
の
中



に
も
連
関
さ
れ
て
く
る
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

 

が
一
つ
。

私
自
身
の
考
え
と
し
て
は
、
そ
の
方
向
と
い
う
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
 

で
は
、
歴
史
的
に
は
実
際
は
有
力
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
と
思
う
の
で

 

す
が
。
神
秘
主
義
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
面
を
通
し
て
何

 

か
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
ね
。
そ
の
神
秘
主
義
と
い
う
の
は
、
今
迄
で
も
 

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
で
働
い
て
は
い
る
訳
で
す
。

一

般
の
神
学
の
 

人
達
が
今
迄
色
々
そ
れ
ら
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
た
訳
で
す
が
、
問
 

題
の
係
わ
り
方
が
、
む
し
ろ
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
足
り
な
い
の
で
は
 

な
い
か
。
も
う
少

し

問
題
に
し
、

t
っ
と
重
要
視
す
る
こ

と

が

必
要
で
 

は
な
い
か
。
神
秘
主
義
の
根
本
問
題
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

キ
リ
ス
 

ト
教
の
言
葉
で
言
え
ば
、
教
義
学
、
神
学
が
代
表
し
て
い
る
よ
う
な
立

 

場
で
す
ね
。
教
義
、
教
義
学
と
い
う
こ
と
の
否
定
、
乃
至
は
、
そ
れ
を
 

離
れ
た
と

こ

ろ

か

ら

、

キ
リ
ス
ト
教
の
本
当
の
意
味
を
見
つ
け
出
そ
う

 

と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

こ
れ
は
、
ィ

ス

ラ

ム

で
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、 

ィ

ス

ラ

ム

と

キ
リ
ス
ト
教
と

い

う

問
題
に
な
る
と
、
相
互
理
解
と
い
い
 

ま
す
か
、
他
の
宗
教
を
理
解
す
る
と
い
う
立
場
を
開
き
易
い
の
が
、
神
 

秘
主
義
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
当
の
神
学
が
代
表

し
て
い
る
よ
う
な
-
大
き
な
問
趙
で
す
が

-
-
-
教
団
と
な
る
と
、
信

仰
箇
条
で
す
か
、
教
義
と
か
教
義
学
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く

 

る
。
こ
の
面
は
あ
る
の
で
す
が
。
し
か
し
、
私

S
身
と
し
て
は
、
そ
う
 

い
う
立
場
か
ら
も
う
少
し
超
え
た
よ
う
な
要
素
が
、
も
う
少
し
入
っ
て

く

る

。

そ

う

す

る

と

、

神
秘
主
義
と
い

う

も

の

が

あ

ら

わ

れ

て

く

る

。
 

そ

れ

の

意
味
を
、
現
代
と
し
て
は
も

う

少

し

理
解
し
て
考
え
て
ゆ
け
な

 

い

の

か
。
そ

う

い

う

こ

と

を

漠
然
と
考
え
て
い
ま
す
。

仏
教
は
全
体
と
し
て——

キ
リ
ス
ト
教
と
比
べ
る
と——

極
端
に
言

う
と
禅
自
身
に
も
、
自
分
な
り
の

-
-
宗
派
的
と
い
う
か
-
自
分
達

な
り
の
信
仰
箇
条
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
当
然
な
の

で
す
が
.
o
現
代
と
し
た
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
、
付
き
合

い
や
話
し
合
い
の
で
き
る
場
を
開
く
こ
と
。
ィ

ス

ラ

ム

と

で
も
何
と
で
 

も
よ
い
の
で
す
が
。
禅
も
あ
る
意
味
で
は
教
義
学
と
い
う
こ
と
を
超
え

 

た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
問
題
を
も
う
少
し
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o 

現
代
の
、
自
己
、
個
と
い
う
こ
と
と
結
び
付
い
た
問
題
と
い
う
か
、
 

コ

ス

モa 

'レ
ー
と
言
い
ま
す
か
。
宇
宙
の
中
で
人
間
は
ど
う
生
き
て
い

 

る
か
と
い
う
こ
と
。
世
界
の
問
題
が
宗
教
の
中
に
入
っ
て
く
る
場
合
で

 

も
、
神
と
い
う
絶
対
者
、
絶
対
的
な
も
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
宗
教
の

 

基
礎
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
◊

そ
う
い
う
問
題
に
関
し
て
は
や
は
り
、
禅
は
、
そ
の
よ
う
な
現
在
の
 

色
々
な
問
題
と
ぶ
つ
か
っ
て
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
を
解
決
す
る
道
を
自
分

 

の
中
か
ら
開
い
て
く
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
仏
教
で
も
、
そ
の
中
に
あ
 

っ
て
禅
的
な
立
場
を
踏
ま
え
て
い
る
。
漠
然
と
そ
う
い
う
感
じ
を
持
っ

 

て
い
ま
す
。
本
音
は
、
は
っ
き
り
言
わ
な
い
と
話
に
な
ら
ん
と
思
う
の

 

で
す
が
。

大
乗
仏
教
と
い
う
と
他
に
沢
山
あ
り
ま
す
。
浄
土
教
、
真
言
、
天
台
 

宗
等
。
あ
る
意
味
で
は
仏
教
は
、
実
際
に
、
歴
史
的
に
は
そ
う
で
あ
り
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ま
す
が
、
禅
と
い
う
の
は
、
何
か
の
形
で
そ
う
い
う
も
の
を
包
括
し
な
ば
よ
い
の
に
と
。
例
え
ば
、
自
然
法
爾
な
ど
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る

 

が
ら
、
ど
こ
に
で
も
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
を
持
っ
て
き
訳
で
す
か
ら
ね
。

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
難
し
い
問
題
で
す
。 

八
木
そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
閉
じ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

親

*
聖
人
の
解
釈
な
ん
か
に
も
、
何
か
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
れ

八

木

誠
I 

.秋月龍珉対談

新

H

キリ
ス
ト
教
の
誕
生

 

Y 

了九〇

o

発行所青土社東

;?
:
都
千
代
田
区
呻
田
神
保
町
ー
ー
二
九

册

9£
|

歴
史
の
イ
ヱ
ス
を
語
る

Y 

.
!
• 

0
0
Q

発
行
所
春
秋
社
東
京
都
千
代
田
区
外
珅
田

•
1
1

i

八丨し
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第一回討論

討論者
玉

 

城康四郎 

司

会

八

木

誠

一

八

木

先
ず
玉
城
先
生
か
ら
、
西
谷
先
生
の
お
話
を
聞
か
れ
て
の
ご
感

 

想
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
そ
の
後
は
討
論
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思

 

い
ま
す
。

玉

城

西
谷
先
生
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
、
私
は
仏
教
の
こ
と
を
考
え

 

て
い
ま
し
た
。

仏
教
が
色
々
の
地
域
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
私
 

共

に

最

も身
近
に
感
じ
ら
れ
る
仏
教
と
し
ま
し
て
は
、
ィ
ン
ド
仏
教
、 

中
国
仏
教
、
日
本
の
仏
教
の
三
つ
の
問
題
で
す
。
こ
れ
ら
の
仏
教
の
そ
 

れ
ぞ
れ
の
展
開
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
ま
す
と
、
や
は
り
一
括
し
て
、 

ィ

ン

ド

的

、
中
国
的

、
日
本
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
民
族
性
と

 

い
う
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
研
究
者
に
ょ
っ
て
見
方
が
相
違
す

 

る
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
確
か
に
そ
う
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
 

の
民
族
の
担
っ
て
い
る
仏
教
の
展
開
の
仕
方
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

私
の
力
で
は
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
で
行
く
こ
と
は
、
な
か
な
か
で
き
 

難
ハ
の
で
す
が
、
し
か
し
実
際
は
、

こ
れ
は
仏
教
だ
け
で
見
る
べ
き
問

題
で
は
な
く
、
仏
教
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
、
精
神
 

性
、
あ
る
い
は
民
族
に
特
有
な
文
化
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確

 

か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
ィ
ン
ド
仏
教
に
対
し
て
は
中
国
仏
教
が
。
中
国
仏
教
の
中
で
 

も
最

も

民
族
的
な
特
徴
と
し
て
展
開
し
ま
し
た
も
の
は
、
例
え
ば
天
台
 

と

か

華

厳

と

か
、
も
っ
と
民
族
的
に
強
烈
な
個

性

を

も
っ
て
展
開
し
た
 

の
は
禅
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
達
磨
、
慧

可

僧

埃

と

-

> 
う
三
祖
あ
た
り
 

ま
で
は
、
は
っ
き
り
し
た
事
情
が
分
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、 

第

四

祖
の
道
信
あ
た
り
か
ら
文
献
的
操
作
に
よ
り
、
段
々
と
そ
う
い
う

 

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
道
信
の
 

禅

と

い
う
の
は
、
ィ
ン
ド
の
文
殊
般
若
に
係
わ
っ
て
い
る
答
で
す
が
、 

そ
の
文
殊
般
若
の
軸
に
な
っ
て
い
る
如
来
と
い
う
こ
と
が
、
道
信
で
は
 

切

り

捨

て

ら

れ

て

い
る
。
専
ら
、
解
脱
、
悟
り
み
た
い
な
こ
と
が
強
調

 

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
道
信
の
特
微
で
は
な
く
、
そ
の
頃
の
 

中
国
の
事
情
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
頷
け
て
く
る
。
未
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だ
中
国
仏
教
が
自
分
の
主
張
を
持
た
な
い
ニ
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
経
典

 

が
入
っ
て
き
て
、
そ
の
後
段
々
経
典
の
数
が
坳
え
て
ゆ
く
間
に
、
未
だ
 

中
国
の
結
束
が
練
ら
れ
て
い
な
い
時
期
に
、
実
は
か
な
り
多
く
の
人
が

 

山
の
中
に
入
っ
て
神
定
に
ふ
け
り
な
が
ら
、
仏
教
の
翻
訳
さ
れ
た
経
典

 

を
学
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
*
悄
を
啁
ベ
て
み
る
と
、
仏
教
 

の
径
典
と
老
荘
と
い
う
も
の
が
全
く
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
も
う
少
し
 

あ
の
辺
の
文
献
が
残
っ
て
い
る
と
非
常
に
面
白
い
の
で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
仏
教
が
入
る
前
に
、
も
う
中
闽
人
と
い
う
の
は
人
間
の
問
題

 

を
と
こ
と
ん
ま
で
押
し
詰
め
て
き
て
い
る
と
い
う
民
族
的
経
験
を
持
っ

 

て
お
り
、
そ
こ
へ
仏
教
が
入
っ
て
き
ま
す
。

洋
し
い
こ
と
は
時
間
が
な
く
て
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
ブ
ッ
ダ
 

の
経
典
か
ら
大
乗
の
諸
経
典
が
出
て
く
る
。

つ
ま
り
康
始
経
典
か
ら
大

 

乗
渚
経
典
に
つ
な
が
っ
て
く
る一

番
基
木
路
線
と
い
う
視
点
か
ら
中
国

 

の
禅
と
い
う
も
の
を
見
て
ゆ
き
ま
す
と
、
確
か
に
独
特
で
あ
る
わ
け
で

 

す
。私

も
若
い
時
か
ら
臨
済
禅
の
い
ろ
い
6
の
老
師
に
つ
い
て
や
っ
て
き

 

た
の
で
、
そ
の
突
感
か
ら
、
や
っ
ば
り
頷
け
て
く
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
 

が
' 

道
元
は
ど
う
し
て
も
違
う
。
道
元
だ
け
は
、
色
々
表
現
、
形
は
ち
 

•か
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
確
か
に
基
本
で
は
、
ブ
ッ
ダ
の
仏
教
を
ビ
シ
リ

 

と
受
け
て
い
る
。
何
故
そ
う
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 

私
は
、
決
し
て
そ
の
点
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
日
本
の
仏
教
の
発
展
 

か
ら
見
て
ゆ
き
ま
す
と
、
非
常
に
よ
く
領
け
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
こ
と
は
、

中
国
に
イ
ン
ド
の
経
典
が
次

々
に
入
っ
て
き
て
、
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
こ
と
で
す
。

突
際
に
は
、
四
〇
一
年
に
中
国
に
来
た
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
達
の
間
か
ら

 

起
こ
っ
て
き
た
の
が
®
初
の
形
で
、
大
乗
自
身
の
教
相
判
釈
が
あ
っ
た

 

と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
人
と
し
て
般
初
に
教
相
判
釈

 

が
で
き
た
の
は
羅
什
の
弟
子
連
で
あ
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
 

段
々
、
ず
っ
と
連
続
し
て
教
相
判
釈
が
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

一
体
ど
の
経
典
が
本
当
に
ブ
ッ
ダ
の一

番
根
本
の
立
場
を
伝
え
て
い

 

る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
し
て
。
従
 

っ
て
、

r
&
筆
経j

を
中
心
に
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
浄
土
教
系
の
経

 

典
を
般
卨
の
も
の
と
す
る
と
か
、
あ
る
い
は『

華
厳
経j

を
最
高
だ
と
 

す
る
。
な
か
に
は『

般
若
経j

が
基
本
だ
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典

 

を
思
い
思
い
に
根
本
の
立
場
と
す
る
教
相
判
釈
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
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天
台
の
五
時
八
教
、
華
厳
の
五
教
十
宗
、
同
別
ニ
教
な
ど
と
い
っ
た
一

 

も
の
。
禅
で
は
禅
と
華
厳
の
溶
け
合
っ
た
立
場
か
ら
教
相
判
釈
を
や
っ

 

て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
に
や
っ
て
き
て
、
空
海
の
弁
顕
密
ニ
教
、
十
住
 

心
論
思
想
邦
訳
と
、
教
相
判
釈
に
な
る
わ
け
で
、
空
海
の
場
合
は
、
経
 

典
で
は
な
く
て
学
派
の
教
相
判
釈
を
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
鎌
倉
に
 

な
り
ま
し
て
道
元
で
は
、
道
元
独
特
の
も
の
、
教
相
判
釈
的
な
も
の
が
 

あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
そ
う
い
っ
た
経
典
の
一
部
に
即
し
て
の
教
相

 

判
釈
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
日
蓮
の
五
綱
の
説
と
い
う
ご
く
簡

 

単
な
教
相
判
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、

ォ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
教
相

 

判
釈
と
し
て
は
、
仏
教
の
中
で
は
、
親
鴛
の
ニ
雙
四
重
を
も
っ
て
、
そ
 

の
後
は
出
て
い
な
い
。



そ
う
い
っ
た
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
に
対
応
す
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト

 

教
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
で
、
私
の
感
じ
て
い
 

る
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
、
も
う
少
し
挙
げ
て
み
た
い
の
で
す
が
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
相
判
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、 

そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
特
徴
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
普
遍
的
な
も
 

の
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
天
台
宗
は
天
台
宗
な
り
に
、 

華
厳
宗
は
華
厳
宗
な
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
表
わ
す
と
同
時
に
、 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
普
遍
性
を
は
っ
き
り
と
把
握
実
現
す
る
と
い

 

う
点
で
世
界
宗
教
的
で
あ
り
、
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る 

と
思
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
私
達
に
と
っ
て
問
題
は
、
そ
れ
で
は
な
く
て
む
し
ろ
、 

仏
教
の
普
遍
性
、
世
界
性
が
、
最
初
に
出
さ
れ
た
個
人
と
深
く
つ
な
が

 

っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
個
と
普
遍
が
深
く
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
状
況
の

 

中
で
、
決
し
て
普
遍
性
と
い
う
の
は
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
何
故
、
教
相
判
釈
が
親
鸞
を
も
っ
て
、
そ
の
 

後
全
然
起
こ
っ
て
こ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
当
然
出
て
く
る
わ
け
で

 

す
。
そ
う
い
う
普
遍
性
自
体
が
死
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

 

か
。
個
と
絡
ま
り
合
っ
て
個
と
深
く
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
本
当
の
宗

 

教
の
普
遍
性
は
、
そ
ん
な
も
の
で
終
わ
る
ベ
き
箸
の
も
の
で
は
な
い
だ

 

ろ
う
と
い
う
問
題
が
当
然
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
何
故
起
こ
っ
て
こ
 

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
出
て
く
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な

 

り
ま
す
が
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
天
台
宗
と
か
華
厳
宗
と
か
禅
と

か
浄
土
と
か
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
そ
の
他
に
実
は
仏
教
と

 

い
う
も
の
は
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
み
て
も
仏
教
に
は
な
ら
な
い
。
具
体
 

的
な
仏
教
は
そ
の
よ
う
な
宗
派
と
い
う
状
態
で
す
。
そ
れ
で
徳
川
時
代

 

ま
で
は
き
た
の
で
す
か
ら
、
新
し
い
宗
派
が
起
こ
ら
ぬ
限
り
は
、
教
相
 

判
釈
と
い
う
の
は
起
こ
り
っ
こ
な
い
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
近
代
仏
教
に
な
っ
て
、
状
況
が
一
変
し
た
わ
け
で
す
。
ご
 

承
知
の
よ
う
にm

丨
ロ
ッ
パ
か
ら
近
代
仏
教
の
考
え
方
、
立
場
と
い
う

も
の
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
原
典

-
-
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ド
語
、

パ
ー
リ
語
、

チ
ベ
ッ
ト
語
の——

や
、
今
ま
で
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
多

 

く
の
資
料
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
す
る
と
、

一 

今
ま
で
の
教
相
判
釈
の
中
の
大
変
重
要
な
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
通
19 

用
し
な
く
な
っ
て
く
る
状
況
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が一

つ
。

そ
の
後
、
近
代
仏
教
に
な
っ
て
か
ら
百
年
経
っ
て
い
ま
す
。
全
国
学
 

会
が
で
き
て
か
ら
三
◦
年
以
上
経
っ
て
い
て
、
そ
の
間
に
ど
ん
ど
ん
状

 

況
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る(

仏
教
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
従
来
の
各
 

宗
派
の
教
団
並
び
に
信
徒
で
、

こ
れ
は
ず
っ
と
続
く
わ
け
で
す)

。

も
う
一
つ
は
、
今
日
で
は
、
宗
派
に
全
然
関
係
し
な
い
不
特
定
多
数

 

の
人
達
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
て
、
仏
教
の
も
の
を
読
ん
で
、
そ
れ
に
 

関
心
を
持
ち
ま
す
が
、
そ
れ
は
宗
派
に
は
全
く
係
わ
り
の
な
い
不
特
定

 

多
数
の
人
達
で
す
。

そ
の
よ
う
に
仏
教
を
支
え
て
い
る
状
況
が
、
仏
教
そ
の
も
の
も
、
集
 

団
も
変
わ
っ
て
く
る
中
で
、
新
し
い
教
相
判
釈
が
加
わ
ら
な
い
と
い
う



こ
と
は
、
全
く
仏
教
に
係
わ
っ
て
い
る
者
の
怠
慢
以
外
の
何
も
の
で
も

 

な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
仏
教
の
普
遍
性
、
世
界
性
と
 

い
う
も
の
は
、
固
ま
っ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
年
々
に
、
次
々
に
 

新

し

く

姿
を
変
え
て
ゆ

く

も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
く

る

と

思
う
の
で
 

す
。だ

か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
を
仏
教
で
思
い
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
と
 

仏
教
と
の
係
わ
り
合
い
を
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
教
相
判
釈
と
い
う

 

も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
に
は
出
て
い
な
い
。

先
程
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
条
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
 

の
調
べ
ま
し
た
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
は
、
 

フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
地
方
で
か
な
り
古
い
時
か
ら
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教

 

の
信
条
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
う
い
う
形
に
な
っ
て
き
た
の

 

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
に
は
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
て
宗
学
の
教
相
判
釈

 

が
出
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
と
い
う
問
題
。
こ
れ
は
、
仏
 

教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
係
わ
り
合
い
、
交
わ
り
を
我
々
が
考
え
る
場
合
に

 

ど

う

し

て

も

出
て
く
る
問
題
で
あ

る

と

思
う
。

私
が
も
っ
と
康
本
に
遡
る
と
い
う
か
、
原
本
に
帰
り
、
そ
こ
に
復
帰
 

す
れ
ば
、
実
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
原
始
経
典
と
新
約
聖
書

 

に
つ
い
て
、
随
分
軎
い
た
り
話
し
た
り
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
詳
し
く
 

は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
復
活
だ
っ
て
、

マ
ル
チ
ン
•
ル
タ
 

丨
のf

キ
リ
ス
ト
者
の
自
由』

を
見
る
と
、「

唯
信
仰
の
み
に
よ
っ
て」

 

(
s
o
l
a

 

f i
d
e
)

と
い
う
言
葉
が
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
 

「

唯
信
仰
の
み
に
よ

っ

て

」

が
強
調
さ
れ
て

、

一
方
で
は
、
形
式
へ
流
 

れ
て
行
く
と
い
う
点
が
出
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
他
方
で
は

、
I

丨
こ
れ
は
後
で
申
し
上
げ
ま
す
が——

私
自
身
は
仏
教
に
係
わ
る
も
の

 

と

し

て

全
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
に
脱
帱
す
る
と
い
う
、
全
然
別
の
点
 

が
出
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
有
名
な「

キ
リ
ス
ト
者
は
あ
ら
ゆ
る
も

 

の
の
最
も
自
由
な
主
で
あ
っ
て
、
何
も
の
に
も
隸
属
し
な
い」

と
い
う
 

こ
と
。

こ
れ
は
、
仏
教
の
中
で
も
、
や
は
り
そ
う
で
す
。

例
え
ば
、
法
然
が
盛
ん
に
ロ
称
念
仏
を
や
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
念
 

仏
者
と
し

て

救
わ
せ
て
頂
く
。
何
か
の
つ
っ
か
い
棒
が
す
っ
と
抜
け
て

 

い
る
。
法
然
と
い
う
方
は
非
常
に
面
白
い
人
だ
と
思
う
。
最
晚
年
の
法
 

然
の
言
う
こ
と
は
、
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ご
く
簡
単
な
言
葉

 

で
す
が
、
ピ
ン
ッ
と
決
ま
っ
て
い
る
。

「

和
尚
さ
ん
は
息
を
引
き
取
ら

 

れ
た
ら
往
生
な
さ
い
ま
す
か」

と
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、

「

俺
は
も
 

と
極
楽
に
あ
り
し
な
れ
ば
、
さ
こ
そ
あ
ら
ん
ぞ
や」

と
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
立
場
は
、

r

キ
リ
ス
ト
者
に
す
べ
て
の
 

も
の
に
奉
仕
す
る
僕
で
あ
っ
て
、
何
人
に
も
隸
属
す
る」

と
い
う
も
の
 

で
す
。

こ
れ
が
仏
教
に——

他
の
仏
教
の
関
係
の
方
は
ど
う
感
じ
て
い

 

ら
っ
し
ゃ
る
か
知
り
ま
せ
ん
が——

私
は
非
常
に
欠
落
し
て

I
る
の
で
 

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
例
は
、

ア
ル
バー

ト

•
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ッ
ァ

1
の

2 

a
ia>

W
e

 U
a
n
s
c
h
a
u
u
n
g

 

d
e
r

 

i
n
d
i
s
c
h
e
n

 

D
e
n
k
e
r

 

= ( S* 
イ
ン
ド
 

思
想
家
の
世
界
観j

)

を
訳
し
て
い
る
う
ち
に——

こ
の
書
物
だ
け
で
 

は
な
く
、
他
の
霄
物
も
色
々
読
み
な
が
ら
翻
訳
し
て
い
た
の
で
す
が
I 

丨
、

.ゾ
ュ
ヴ
ァ
イ
ッ
ァ
ー
が
イ
ン
ド
思
想
家
に
対
し
て
非
常
に
深
い
尊

 

敬
の
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
サー

ン
キ
ャ
の
ニ

-20  —



元
論
に
対
し
て
非
常
に
深
い
念
を
持
っ
て
い
る
。

サ
ー
ン
キ
ャ
の
ニ
元
 

論
は
、
デ
ヵ
ル
ト
二
元
論
と
は
全
く
違
う
と
思
う
。
そ
れ
に
、

シ
ュ
ヴ
 

ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
禅
定
を
踏
ま
え
乍
ら
、
尊
敬
の
念
を
払
っ
て
い
る
。
そ
 

の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー

が
イ
ン
ド
思
想
の
そ
う
し
た
占〔

を
仏
教
に
見

 

な
が
ら
も
批
判
し
て
い
ま
す
。
勿
論
仏
教
も
含
め
て
の
こ
と
で
す
が
、

八
項
目
に
わ
た
っ
て
批
判
し
て
い
ま
す
。
そ
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の 

批
判
に
対
し
て
、
例
の
ラー

ダ
ー
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン(

R
sl
SJ
-
wl
k
r
i
s
h
n
a
n
, 

S
a
r
v
a
p
a
l
l
i

 

1
8
8
8

 
丨1

9
7
5
)
が

''E
a
s
t
e
r
n

 

R
e
l
i
g
i
o
n

 

a
n
d

 

w
e
s

 t
e
r
n

 

T
h
o
u
g
h
t

 

=
の
中
で
、

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
I
の
批
判
し
た
 

八
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
反
撃
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
一
言
で
申
し
ま
す

 

と
、

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
根
本
的
気
持
か
ら
言
う
と
、
世
界
.
人
生
 

を
否
定
、
超
越
し
て
い
る
か
ら
イ
ン
ド
思
想
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
倫

 

理
的
な
世
界
観
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
ラー

ダ
ー
ク
リ
 

シ
ュ
ナ
ン
は
、
世
界

•
人
生
を
超
越
し
て
こ
そ
初
め
て
世
界
.
人
生
の
 

倫
理
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
だ
と
解
釈
、
批
判
す
る
の
で
す
。
私
は
、

ラ

ー

ダ
ー
ク

リ

シ

ュ
ナ
ン
の
批
判
は
一
つ
一
つ
も
っ
と
も
だ
と
思
い
ま

 

す
。
し
か
し
、

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァー

の
批
判
を
、
仏
教
の
方
は
根
本
的

 

に
反
省
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
の
禅
の
特
徴
は
、
ど
こ
ま
で
も
形
を
超
え
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
対
 

し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
こ
ま
で
も
形
と
な
っ
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
、
イ

工
ス
に
対
応
す
る
人
物
が
仏
教
に
は
な
い
。
イ
工
ス
は
私
共
と

-
-
-
私

の
右
か
左
の
隣
に
席
を

っ
て——

一
緒
に
食
卓
を
囲
ん
で
食
事
を
す
る
。
 

そ
れ
は
同
時
に
生
命
で
あ
り
、
光
で
あ
る
。
十
字
架
も
単
な
る
シ
ン
ポ

ル
で
は
な
く
て
、
形
と
な
っ
た
生
命
。
そ
う
い
う
も
の
が
仏
教
に
は
欠

 

落
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
仏
教
の
中
で
一
番
キ
リ
ス
ト
教
に
近
い

 

の
は
日
蓮
と
言
わ
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
形
の
方
で
特
徴
が
は
っ
き

 

り
と
し
て
い
る
。
仏
教
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
逆
に
、 

現
代
の
私
共
に
最
も
基
本
的
に
訴
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
の
側
も
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ィ
ッ
ァ
ー
の
よ
う
に
仏
教
思

 

想
を
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
そ
う
い
う
点
に
ま
で
接
近
し
て

 

行
か
な
い
と
、
人
間
の
個
で
あ
る
と
同
時
に
普
遍
的
な
宗
教
と
い
う
の

 

は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
は
つ
い
こ
の
前
、

N
H
K
の
テ
レ
ビ
で
、

ホ
ス
ピ
ス
の
一
番
最
初
 

に
つ
き
ま
し
て
聞
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
正
十
三
年
か
ら
で
す
が
、
賀

-
 

y
豊
彦
さ
ん
と
奥
さ
ん
の
経
歴
を
聞
き
ま
し
た
。
肺
を
患
っ
た
人
達
を
21 

養
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
当
時
は
肺
病
と
い
え
ば
、
皆
か
ら
恐
れ
ら
一

 

れ
た
。
そ
れ
で
大
変
迫
害
を
受
け
、
本
当
に
貧
乏
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
 

で
も
患
者
の
人
達
に
何
と
か
し
て
食
べ
さ
せ
る
。
そ
の
患
者
の
食
べ
残

 

し
を
煮
な
お
し
て
、
消
毒
し
て
、
夫
婦
で
そ
れ
を
食
べ
る
。
患
者
の
食
 

ベ
残
し
た
も
の
に
黄
な
粉
を
少
し
ま
ぶ
し
、
そ
れ
で
生
命
を
つ
な
い
だ
。
 

そ
の
厳
し
さ
を
苦
労
と
思
っ
た
こ
と
が
一
度

も
な
い
。
楽
し
い
な
ど
と
 

い
う
の
で
な
く
、
本
当
に
喜
び
に
溢
れ
て
や
っ
て
い
ま
し
た
と
い
う
こ

 

と
を
、
奥
さ
ん
が
淡
々
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
 

で
、
私
は
、
お
前
は
毎
日
、
坐
禅
、
禅
定
を
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、

何
を
お
前
は
し
て
い
る
の
だ
と
、
も
う
全
然
、
打
ち
の
め
さ
れ
て…

…

。

と
こ
ろ
が
、
全
く
打
ち
の
め
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
の
す
ぐ
背
後
か
ら
、



i

i

あ

、
こ

う

し

な

く

て

は
な
ら
ん
と

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

と

て

も

真
似
は
で
き
ま
せ

ん
け
れ
ど
も——

私
の
生
の
営
み
の
中
で
、
打
ち
の
め
さ
れ
た
私
に
湧

 

い
て
く
る
。
喜
び
に
変
わ
っ
て

く

る
力
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
宗
派
と
 

か
そ
う
い
っ
た
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
キ
 

リ
ス
ト
の
、
ま
た
ブ
ッ
ダ
の
教
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
 

.
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
は
詳
し
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
プ
ッ
 

ダ
も
、

「

自
分
が
学
ぶ」
と
い
う
こ
と
を
教
え
よ
う
と
し
た
。
菩
提
樹
 

で
悟
っ
た
か
ら
こ
れ
を
や
り
な
さ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
菩
提
樹
は
 

入
口
な
の
で
す
。d

h
a
m
m
a

 (

達
磨)

こ
そ
自
分
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
と
 

菩
提
樹
で
決
定
し
て
、
そ
の
後
で
ず
っ
と
禅
定
を
や
り
な
が
ら
、
如
来
 

(

t
s
hal
l
g
a
 ta )

と
い
う
と
こ
ろ
に
三
ケ
月
間
い
た
。
こ
れ
は
仏
教
の
、 

俗
に
言
え
ばa

r
i s

t
o
c
3
c
y
。

こ
れ
に
対
し
て
、
山
の
中
で
祈
っ
て
 

い
る
イ
エ
ス
に
人
々
が
話
し
か
け
る
と
、
イ
エ
ス
は
応
答
す
る
。
そ
の
 

点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
違
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
仏
教
と
キ
リ
 

ス
ト
教
が
話
し
合
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
に
お
互
い
に
 

学
び
合
っ
て
ゆ

く

こ
と
で
す
。

最
後
に
、
現
在
の
問
題
で
、
心
臓
死
か
脳
死
か
と
い
う
こ
と
が
議
論

 

さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
心
臓
死
。
瞳
礼
の
拡
散
、
呼
吸
の
停
止
、
心
臓
 

の
停
止
の
三
つ
の
徴
候
に
よ
っ
て
、

こ
の
人
は
死
ん
だ
と
診
断
さ
れ
、 

そ
れ
が
社
会
的
な
合
も
！
^
得
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
色
々
な
状
況
で
脳
死

 

の
問
題
が
出
て
き
た
。
結
論
と
言
っ
て
は
お
か
し
い
の
で
す
が
、
私
共
 

は
、
心
臓
死
で
も
脳
死
で
も
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
。
社
会
的
な
コ
 

ン
セ
ン
サ
ス
を
得
れ
ば
よ
い
わ
け
で
。
心
臓
死
だ
っ
て
、
亡
く
な
っ
た

と
診
断
さ
れ
て
、
息
を
吹
き
返
す
よ
う
な
こ
と
が
時
々
起
こ
っ
て
い
ま

 

す
。
棺
を
破
っ
て
息
を
吹
き
返
し
た
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。
 

だ
か
ら
結
局
、
社
会
的
な
コ
ン
セ
ン

サ
ス
を
得
る
他
に
仕
方
が
な
い
。

し
か
し
、
人
間
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
先
程
の
西
谷
先
生
の
お
話

 

の
よ
う
に
、
個
、
プ
シ
ュ
ヶ
ー
が
居
を
移
す
こ
と
で
す
。
こ
の
世
か
ら
 

次
の
世
へ
移
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
初
め
て
、

こ
の
人
は
亡
く
な
っ
た
 

と
判
定
さ
れ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
皆
、
物
的
な
こ
と
か
ら
議
論
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
 

人
間
の
中
の
心
臓
と
か
脳
と
か
が
ど
う
変
わ
っ
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と

 

で
、
人
間
の
生
命
を
物
と
し
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。

私
は
全
く
門
外
漢
で
正
し
い
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
か
と
一

 

言
え
ば
関
心
が
あ
る
の
で
。
最
近
、
大
脳
基
底
核
と
い
う
領
域
が
問
題

22 

な
の
で
す
。
脳
幹
背
髄
系
と
い
う
と
こ
ろ
へ
つ
な
が
る
の
で
す
。
こ
れ
一

 

は
、

フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
関
係
か
ら
、
最
近
非
常
に
問
題
に
さ
れ
て
い

 

る
。

こ
の
間
ま
で
は
、
あ
れ
は
動
物
の
本
能
的
な
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と

 

で
、
大
脳
皮
質
の
方
だ
け
研
究
さ
れ
て
い
た
。
最
近
は
大
脳
基
底
核
が

 

庄
目
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
体
が
寒
さ
に
会
っ
て
も
暑
さ
に
会
っ
て
も
、

1

定
の
恒
常
性
、
安
定
性
を
保
つ
、

い
わ
ゆ
る
を

0>
名
7
ユ
0ョ

° 

t
h
e

 
b
o
d
y

 

(

体
の
智
慧)

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
脳
基
底
核
を
や
 

ら
れ
る
と
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
が
そ
れ
で
す
が
。
 

非
常
に
面
白
い
と
思
う
の
は
、
聴
覚
、
視
覚
、
触
覚——

こ
れ
か
ら
段

々
研
究
さ
れ
て
ゆ
く
と
聞
い
て
い
ま
す
が

-
-
-
が
、
そ
の
基
底
核
の
あ

る
と
こ
ろ
で
一

つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、orient

丨



i
noqr

e
f
l
e
x

と
言
わ
れ
て
い
る
44
所
。
例
え
ば
、
何
か
カ
サ
ツ
カ
 

サ
ツ
と
い
う
音
が
す
る
と
、

ハ
ツ
と
す
る
で
し
よ
う
。
ま
た
、
«•
も
無
 

く
猫
が
入
っ
て
き
て
も
同
じ
よ
う
に
、

サ
ツ
と
反
応
す
る
で
し
よ
う
。
 

ま
た
、
雑
踏
の
中
を
友
人
と
話
し
な
が
ら
一
定
の
ス
ビ
ー
ド
で
、
人
と
 

ij
文
し
な
い
よ
う
に
歩
い
て
ゆ
く
。

こ
れ
は
^
で
も
で
き
る
こ
と
で
す

 

ね
。
と
こ
ろ
が
、
基
政
核
の
と
こ
ろ
を
や
ら
れ
る
と
、
そ
れ
ら
が
全
然

 

で
き
な
く
な
つ
て
し
ま
う
。

話
が
と
び
ま
す
が
、
例
え
ば
、
聴
党
や
祝
I
Wや
触
党
な
ど
、
五
感
と
 

い
う
も
の
が
全
部一

つ
に
な
っ
て
初
め
て
#<
押
が
菡
わ
に
な
る
。
真
理
 

が
露
わ
に
な
っ
た
そ
の
ま
ま
が
、
実
は
あ
ら
ゆ
る
五
感
が一

つ
に
な
っ
 

た
と
こ
ろ
。
禅
定
と
い
う
と
、
禅
定
を
や
ら
な
い
人
に
は
何
か
特
別
の

 

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い

が

、

心
が
あ
れ
ば
必
ずs

a
m
i
d
h
i

 

(

三
昧)

が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
今
勤
め
て
い
る
大
学
で
実

 

験
し
て
み
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
大
学
の
講
義
中
ザ
ヮ
ザ
ヮ
し
て
い
た

 

の
で
す
が
、

ハ
ツ
と
気
が
つ
い
て
冥
想
を
や
ろ
う
と
思
い
、
冥
想
の
仕
 

方
を
詳
し
く
教
え
て
、
虞
義
の
始
め
の
五
分
間
、
や
っ
て
み

ま

し

た

。
 

そ
う
し
た
ら
本
当
に
自
然
に
な
る
。
中
に
は
も
っ
と
や
り
た
い
と
い
う

 

学
生
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
す
ぐ
講
義
に
移
る
と
、
も
う
全
然
駄
目
な

 

の
で
す
。s

a

ョ
叫cfhi 0

ニ
味)

と
い
う
の
は
、
や
は
り
十
大
秘
法
の一

 

つ
。
餃
も
基
本
的
で
、
誰
に
で
も
備
わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
何
と
か
 

し
て
そ
こ
か
ら
も
や
り
始
め
た
い
も
の
で
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
そ

 

の
他
の
諸
宗
教
が
反
い
に
学
び
合
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
。
私
が
思
い
 

ま
す
の
に
、
仏
教
の
中
で
仏
教
的
な
も
の
よ
り
も
、
仏
教
の
外
で
も
つ

と
仏
教
的
な
も
の
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。
大
変
な
人
が
い
る
の
で
す
。
 

そ
う
い
う
人

が

段

々

出
て
く

る

。

そ
れ
は
、
仏
教
の
中
よ
り
も
、
む
し
 

ろ
外
で
出
て
く

る

。

色
々
お
話
し
て
参
り
ま
し
た
が
、

少
な
く
と
も
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

 

は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
捉
え
て
ゆ
く

 

べ
き
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

八
木
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

o
こ
れ
か
ら
討
論
に
入
り
 

た
い
と
思
い
ま
す
。

西
谷
先
生
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
共
通
の
い
わ
ば
敵
と
い
う

 

こ
と
で
、
世
俗
化
、
無
神
論
、
宗
教
に
対
す
る
無
関
心
と
い
う
方
向
へ

 

向
か
っ
て
お
話
を
な
さ
り
、
そ
の
中
で
宗
教
に
お
け
る
三
つ
の
観
点
と

■
 

し
て
例
え
'は
、

個
と
種
と
類
と
い
う
こ
と
を
出
さ
れ
ま
し
た
。

23 

玉
城
先
生
は
個
と
種
と
類
か
ら
お
話
を
お
始
め
に
な
り
ま
し
て
、
そ
一

 

こ
か
ら
具
体
的
に
教
相
判
釈
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
し
た
。

一
つ
の
問
 

題
は
、
仏
教
に
は
教
相
判
釈
が
あ
っ
て
、
し
か
し
信
条
の
形
成
が
な
か

 

っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
信
条
の
形
成
が
初
期
か
ら
な
さ
れ
て
い
た

 

が
、
し
か
し
教
相
判
釈
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
発
展
致
し
ま
し
て
、
仏
教
で
は
飽
く
迄
も
形
を
超
え
て
ゆ

 

く
が
、

キ
リ
ス
ト
教
は
形
へ
出
て
ゆ
く
と
い
う
相
違
が
あ
る
と
。
そ
の
 

具
体
例
と
し
て
ル
タ
ー
の『

キ
リ
ス
ト
者
の
自
由』

を
お
挙
げ
に
な
り
 

ま
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
は
自
由
で
何
人
に
も
隸
属
し
な
い
と
。

こ
の
自
 

由
は
仏
教
に
あ
る
が
、

キ
リ
ス
卜
者
の
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
僕
で
あ
る
と

 

い
う
点
が
仏
教
に
は
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
そ
う
い
う



形
と
形
を
超
え
る
も
の
、
倫
理
と
自
由
と
い
う
問
題
が
出
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
玉
城
先
生
は
最
後
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
、
現
在
に
 

対
し
て
共
通
の
発
言
を
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
例
え
ば
心
臓
死
や
脳

 

死
の
こ
と
で
、
人
間
の
体
が
い
わ
ば
道
具
的
、
物
的
に
扱
わ
れ
て
い
る

 

の
は
間
違
い
だ
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
禅
定
か
ら
生
の
営
み
の

 

全
体
を
担
う
ダ
ン
マ
が
S
わ
に
な
る
と
い
う
方
向
に
深
め
て
ゆ
か
ね
ば

 

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
以
上
が
大
体
の
ポ
 

ィ
ン
ト
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、

キ
リ
ス
ト
教
に
教
相
判
釈
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

 

具
体
的
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

土
居
カ
ト
リ
ッ
ク
で
はc

o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e

 (

包
括
的)

な
宗
教
の
 

見
方
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
ね
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
チ

X
ス
コ
会
と
か
、 

色
々
な
教
派
、
運
動
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
ね
。
色
々
なo

r
d
e
r

 (

修
道
 

会)

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
片
端
か
ら
潰
し
て1

つ
の
も
の
に
す
る
と
 

い

う

こ

と

は

し
な
い
で
、
包
括
的
に
一
つ
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と

い

う

傘
 

の
下
で
、

a
l
マ
は
利
用
し
生
か
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ

 

ク
に
は
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

ブ

13
テ
ス
タ
ン
ト
の
方
は
、e i t h

e
r
〜

o
r (

あ
れ
か
•
こ

れ

か)

と

 

い
う
考
え
方
が
非
常
に
強
い
で
す
ね
。

ル
タ
ー
と
い
う
人
は
、
中
世
の
神
秘
主
義
を
勉
強
し
て
い
た
し
、 

s
o
l
a

 

f
i
d
e

に
し
•ほ
っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
彼
の
精

 

神
的
暗
夜
の
中
に
は
色
々
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、

力
 

ル
ヴ
ァ
ン
の
宗
教
改
革
の
型
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。

ル
タ
ー
は
文
学
や

芸
術
に
も
理
解
を
持
っ
て
い
た
。
ド
イ
ッ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
ル

 

タ
ー
か
ら
き
た
と
言
わ
れ
る
程
の
要
素
が
ル
タ
ー
に
は
あ
っ
た
の
で
す
 

ね
。カ

ル
ヴ
ァ
ン
派
の
方
は一

切
の
も
の
を
捨
象
す
る
と
い
う
考
え
方
を

 

と
っ
た
の
で
す
ね
。
結
果
的
に
は
、
非
常
にT

h
e
o
k
r
a
t
i
e

な
も
の
を
 

作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。

と

こ

ろ

が

ル

タ

I
の
方
は
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
い
う

直
弟
子
が
い
る
 

わ
け
で
す
が
、
そ
の
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
ル
タ
ー
の

神
学
を
一
つ
の
シ
ス

 

テ

ム

に

し

ま

し

た

。

す
る
と
、
メ
ラ
ン
ヒ
ス
ト
ン
の

教
え
が
絶
対
的
な
 

も
の

だ
と
い
う

考
え
が
出
て
き
て
、
そ
れ
で
ル
タ

I

派
の
分
裂
が
進
行

 

す
る
◊
今
迄
の
世
界
の
ブ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

中
で
、

一
番
分
派
的
傾
向
 

が

強
い
の
は
、
ル
タ
ー

派
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

日
本
で
は
ニ
万
か
三
万
の
小
さ
な
グ
ル
ー
ブ
な
の
に
、
そ
の
中
に
ル
 

タ

I
派
が
三
つ
位
に
分
か
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
も一

つ
に
な
れ
な
い
 

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。
非
常
に
此11

細
な
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
る

 

と
い
う
と
こ
ろ
に
、

ル
タ
ー
派
の
特
徴
も
あ
り
、
欠
陥
も
あ
る
の
で
は

 

な
い
か
。

八
木
や
は
り
形
に
出
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ル
タ
ー
派
 

は
そ
う
で
す
が
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
方
は
、
例
え
ば
カ
ー
ル
•
バ
ル
ト
は
 

1
種
の
教
相
判
釈
を
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
の
中
で
や
っ
て
い
て
、
そ
の
ド
 

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
と
は

要
す
る
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
で
、
そ
の
中
 

で
も
カ
ル
ヴ
ァ
ノ
派
の
神
学
に
外
な
ら
な
い
と
宣
言
し
て
、
他
の
宗
派
 

を
や
っ
つ
け
た
り
し
て
お
り
ま
す
が
。

一  24 —



西
谷
一
種
の
教
相
判
釈
み
た
い
な
も
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も

 

あ
つ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ

。

土
居
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
分
裂
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
ね
。
 

西
谷
ル
タ
ー
と
か
カ
ル
ヴ
ァ
ン

•:
!
カ
ソ
リ
ッ
ク
と
、
あ
る
戦
争
ま
で
 

や
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
宗
教
戦
予
と
い
う
の
は
、
教
相
判
釈
以
上

 

の
教
相
判
釈(

笑)
。

玉
城
そ
の
違
い
は
何
で
す
か
。
そ
こ
ま
で
や
っ
て
分
か
れ
る
と
い
う

 

の
は
0

西
谷
そ
れ
た
け
に
熱
が
あ
っ
た
の
で
、
信
仰
が
問
題
で
す
ね
。

玉
城
ど
こ
か
ら
分
か
れ
る
の
で
す
か
。

西

谷

ド

グ

マ

テ

ィ

ッ
ク

ス

と

言
い
ま
す
か
、
神
学
の
問
題
。
神
学
上
 

の
息
見
の
対
立
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ル

タ

ー
も
激
し
い
で
し
よ
う
。
 

免
罪
符
に
対
し
て
非
常
に
怒
っ
て
、
あ
の
よ
う
な
連
中
は
皆
悪
魔
だ
と

 

か
莒
っ
て
悪
口
を
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

玉

城

カ

ル

ヴ
ァ

ン
派
と
ル
タ
ー

派
の
対
立
す
る
点
は
何
で
す
か
。
知
 

識
的
な
も
の
で
解
釈
上
、
違
い
が
あ
る
の
で
す
か
。

西

谷

知

識

、
は
あ…

…

。

玉
城
何
か
あ
る
で
し

よ

う

。
解
釈
の
上
で
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ

 

と
は…

…

0

八
木
確
か
に
そ
れ
は
あ
る
の
で
す
が
。
八
木
洋一

君
、
知
っ
て
ま
す

 

か
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
ル
タ
ー
派
の
聖
餐
論
の
対
立
点
を
。

玉

城

聖

S
論
と
い
う
こ
と
は

非
常
に
問
題
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
 

八

木(

洋)

い
わ
ゆ
る…

…

八
木
パ
ノ
が
肉
で
あ
る
と
か

.

.

.

八

木(

洋)

シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
か…

…

八

木

え

え

。
そ
れ
が
一
つ(

補

注

•
ル
タ
ー
は
パ
ン
と
ブ
ド

ウ

酒
は
 

パ
ン
で
あ
り
ブ
ド
ウ
酒
で
あ
る
と
同
時
に
、

キ
リ
ス
卜
の
肉
と
血
で
も

 

あ
る
と
い
う
共
質
論
を
主
張
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
は
 

ど
こ
迄
も
象
徴
で
し
か
な
い
と
主
張
す
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ

y
の
説
と
ル
タ
 

丨
の
共
質
論
の
中
間
的
立
場
を
と
る
。

つ
ま
り
、
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
と
 

は
キ
リ
ス
ト
の
肉
体
と
同
質
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
の
精

 

神
が
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
と
主
張
す
る〔

岸
本
英
夫
著『

宗
教
学』

参
 

照)

。
そ
れ
か
ら
、
異
端
審
問
は
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
あ
り
ま
し
た
し
、
カ
ル
一

 

ヴ
ァ
ン
派
も
例
え
ば
セ
ル
ヴ
ヱ
ト
ウ

ス
の
焚
殺
に
同
意
し
た
と
い
う
こ

25 

と
で
、
や
は
り
一
種
の
宗
教
裁
判
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。 

一 

小
野
寺
キ
リ
ス
ト
教
の
一
つ
の
特
徴
は
、
教
相
判
釈
を
個
人
が
や
る

 

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

ニ
カ
ィ
ア
の
信
条
な
ん
か
が
成
立
す
る
過
程

 

を
み
ま
す
と
、
公
会
議
が
教
相
判
釈
を
や
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い

 

ま
す
。
そ
れ
は
結
局
、
確
か
に
形
に
出
て
ゆ
く
と
い
う
、
社
会
形
成
的
 

な
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い

 

で
し
ょ
う
か
。

ニ
カ
ィ
ア
会
議
以
前
で
は
、
僕
の
さ
さ
や
か
な
理
解
で

 

は
、
各
個
人
が
教
相
判
釈
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
た
が
、
結
局a

丨
 

マ
の
公
の
宗
教
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
段
階
で
は
、
教
相
判
釈
を
会
議

 

と
し
て
や
る
と
い
う一

面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

玉

城

ア

レ

ク

サ

ン

ド

リ

ア

学

派

と

か

、

ア

ン

テ

オ

ケ

学

派

と

い

う

の



i
、
解
釈
上
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
ま
た
、

ロ
ゴ
ス
は
、

「

言
 

葉」
な
ん
て
訳
語
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
っ
と「

生
命」

と
い
 

う
よ
う
な
別
の
訳
語
の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

才

丨

ガ

ス

チ

ン

キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
 

前
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、

つ
ま
り
永
遠
の
相
の
影
響
が
あ
る
。
し
か
し
、 

ィ

エ

ス

主

そ

\
を
知
ら
な
か
っ
た
。
と

こ

ろ

が

キ
リ
ス
ト
教
の
説

教
者
 

は
、

い
つ
も
自
分
の
哲
学
を
使
っ
て
説
明
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
絶
対
 

の
真
理
に
な
っ
て
し
ま
う
。
宗
教
戦
争
に
は
、
直
接
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
 

学
の
影
響
が
あ

っ

た

と

思
い
ま
す
。

川

村

先
程
の
玉
城
先
生
の
お
話
の
中
に
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
 

や
ア
ン
テ
オ
ヶ

学
派
の
解
釈
の
問
題
が
出
ま
し
た
が
、
聖
書
解
釈
の
相
 

違
か
ら
生
じ
て
く
る
諸
学
派
の
成
立
を
も
、
私
は
一
つ
の
教
相
判
釈
の
 

よ
う
に
理
解
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

例
え
ば
紀
元
三〜

五
世
紀
頃
に
栄
え
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
に

 

丈
ニ
つ
の
流
れ
が
あ
っ
て
、

一
つ
は
プ
ラ
ト
ン
的
観
念
論
と
キ
リ
ス
ト
 

教
と
の

総
合
を
試
み
、
後
の
正
統
派
神
学
の
方
向
を
と
っ
て
い
ま
す
。
 

他
は
、
聖
書
の
神
秘
的
、
比
喻
的
解
釈
の
方
向
を
と
り
中
世
へ
と
弓
き

 

継
が
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
ま
た
、
ペ
ル
ガ
モ
ン
文
献
学
は
表
現
さ
れ
た
真

 

理
の
み
重
視
し
て
文
法
は
単
な
る
混
乱
乃
至
破
格
に
す
ぎ
な
い
と
。
ア
 

ン
テ
オ
ヶ
学
派
は
歴
史
的
、
文
法
的
解
釈
を
主
張
し
て
、
予
型
論
的
に
 

新

.
旧
約
聖
書
を
解
釈
し
、

こ
れ
は
西
方
教
会
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
き

 

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
解
釈
上
の
相
違
に
よ
る
も
の
も
一
種
の
教
相
半
釈

と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八

木

そ
の
点
で
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
が
。

教

相

判

釈

と
い
う
場
合
は
、
色
々
な
宗
派
が
あ
り
、
そ
の
宗
派
の
内
 

容
を
説
明
し
な
が
ら
、
し
か
し
わ
が
宗
は
こ
れ
こ
れ
の
理
由
で
一
番
す

 

ぐ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
に
似
た
例
を
挙
げ

 

て
頂
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

秋

月

今
の
あ
な
た
の
に
落
ち
て
い
た
の
は
、
仏
教
の
教
相
判
釈
と
い
 

う
の
は
、
わ
が
宗
が
一
番
正
統
だ
と
い
う
こ
と
は
眼
目
で
あ
っ
て
も
、

他
を
捨
て
な
い
と
い
う
こ
と
。
有
効
な
も
の
は
全
部
、
正
し
い
釈
尊
の
 

説
の
中
心
の
教
え
か
ら
取
り
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
教
 

相
判
釈
な
の
で
す
ね
。
あ
れ
か
、

こ
れ
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

一 

八

木

例
え
ば
ヵ
ー
ル

•
バ
ル
ト
の
場
合
で
す
と
、
例

え

ば

ル

タ

ー

派
-2
6
 

の
立
場
を
ち
ゃ
ん
と
踏
ま
え
て
、
操
作
し
な
が
ら
。
し
か
し
そ
れ
は
、

戈
々
の

立

場

よ

り

劣
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
も
っ
て
く
る
わ
け

 

e
す
。
だ
か
ら
、
少
し
似
て
い
る
と
、
今
、
思
っ
た
の
で
す
が
。

秋

月

仏
教
の
教
相
判
釈
の
場
合
は
全
然
捨
て
な
い
で
、
自
分
の
体
系
 

の
中
へ
立
置
づ
け
て
い
く
。
だ
か
ら
も
し
キ
リ
ス
ト
教
で
教
相
判
釈
と

 

い

う

言
葉
を
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、

こ
の
意
味
で
の
教
判
が
あ
る
か
な
し

JnJ
 ^

0

 

IV 
Ay 

一
 J

八

木

な

る

ほ

ど

。

川
村
さ
ん
、
さ
っ
き
の
古
代
の
例
か
ら
少
し
説
明

 

し
て
頂
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

'1
1

1

T説
明
に
な
り
ま
す
か
ど
う
か
。

キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
本
当
に
 

理
解
が
浅
い
も
の
で
す
か
ら
。



例
え
ば
、
ィH

ス
の
本
当
の
教
え
は
何
で
あ
る
か
は
聖
書
を
、

ア
レ
 

ク
サ
ン
ド

リ

ア

学
派
は
比
喻
的
に
解
釈
し
て
こ
そ
、
ま
た
ア
ン
テ
オ
グ
 

学
派
は
歴
史
的
、
言
語
学
的
に
解
釈
し
て
こ
そ
、
更
に
ペ
ル
ガ
モ
ン
文

 

献
学
の
流
れ
は
文
法
な
ど
い
わ
ば
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
立
場
で
理
解

 

し
て
こ
そ
、
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
立
場
で
す
。
中
世
に
は
中
世
な
り

 

の
解
釈
が
、
ま
た
ル
タ
ー
に
は
ル
タ

I
な
り
の
、

シ
ュ
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
 

ハ
ー
に
は
彼
な
り
の
解
釈
が
、
と
い
う
よ
う
に
。
何
が
本
当
の
解
釈
か
 

と

い

う

こ

と

は

難
し
い
こ

と
で
。

西
谷
先
生
のf

宗
教
と
は
何
か』

に
 

は
、
本
当
の
理
解
は
物
の
自
然
法
阙
の
有
り
方
そ
の
も
の
を
究
め
る
こ

 

と
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
聖
書
の
あ
る
が
ま
ま
の
理
解
と
い
う
と
、
ど
 

の
点
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
聖
書
の
本
当
の
教
え
が
明
ら
か
に
な
る
か
は
、 

人
に
よ
り
、
あ
る
い
は
先
程
土
居
先
生
の
お
話
に
も
少
し
出
ま
し
た
よ

 

う
に
、
教
団
に
よ
り
、
あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
相
違
す
る
こ
と
も
あ

 

り
得
る
と
考
え
ま
す
。
聖
書
そ
の
も
の
は
、
色
々
に
解
釈
さ
れ
る
そ
れ

 

ら
す
べ
て
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
が
。

仏
教
の
方
も
、
教
相
判
釈
の
根
本
に
は
、
や
は
り
仏
教
と
は
何
か
と

 

い
う
こ
と
が
あ
つ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
パ
ラ
レ

ル
に
考
え
ら
れ
得
る
と
 

思
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
真
の
理
解
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
神
へ
ル
メ
 

ス
に
ま
で
遡
る「

ヘ

ル

メ

ス
学」

に
よ
る
と
言
う
哲
学
者(

H
.

PD
o
m丨
 

cr
a
c
h

)

も
い
ま
す
が
。

八
木
そ
う
す
る
と
、

LE
し
い
教
え
は
河
か
と
い
う
問
題
に
収
斂
し
て

 

く
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

玉
城
や
っ
ぱ
り
あ
る
の
で
す
よ
。

八
木
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
正
し
い
教
え
と
 

は
问
か
と
い
う
方
に
収
斂
し
て
き
て
、

こ
れ
は
正
し
い
け
ど
、

こ
れ
は
 

正
し
く
な
い
と

い

う

方
に
行
き
易
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
は
。

玉
城
そ
の
正
し
さ
と
は
何
か
。

八
木
そ
う
な
の
で
す
。
基
準
は…

…

。

小
野
寺
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、

一

つ
の
聖
書
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

 

す
る-p

.

八
木
先
ず
正
し
さ
の
基
準
と
し
て
聖
書
が
あ
る
。

小
野
寺
仏
教
の
場
合
は
、
数
多
く
の
経
典
群
が
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
 

の
ど
れ
か
が
正
統
を
主
張
す
る
場
合
、
そ
の
数
多
く
の
経
典
の
ど
れ
を

 

正
統
と
し
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
。
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

一 

包
摂
し
な
が
ら
然
る
べ
き
位
置
を
与
え
て
い
く
。
正
典
と
い
う
も
の
の
27 

考
え
方
が
随
分
ち
が
う
。 

■ 

八
木
と
に
か
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
、
聖
書
が
真
理
のK

r
i
t
e

丨
 

r
i
u
m

と
い
う
観
念
が
あ

る

わ
け
で
す
よ

。

西
谷
そ
の
場
合
、
さ
っ
き
お
話
に
な
っ
た
、
ど
れ
が
正
し
い
か
と
い
 

う
こ
と
を
判
断
す
る
場
合
に
、

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
ギ
リ
シ
ア
以
来

 

の
哲
学
の
影
響
が
非
常
に
強
い
の
で
は
な
い
か
な
あ
。

土

居

そ

れ

は

、
あ
り
ま
す
ね
。

西

谷

ア

ゥ

グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ブ
ラ
ト

ン

学
派
の
本
を
読
ん
だ
と

普
通
 

言
わ
れ
て
い
る
。

一
方
で
は
信
仰
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
強
か
っ
た
の
 

で
す
。
そ
れ
を
解
決
す
る
時
に
、
ブ
ラ
ト
ン
の
本
を
読
ん
で
と
い
う
こ

 

と
で
す
。
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
と
い
う
の
が
、

-
種
の
哲
学
の
立
場
に
な



っ
て
い
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス(

2
0
4
a
~
2
7
0
b
l

 

A. D
•ほ
哲
学
の
段
階
と
し
て
は
非
常
に
高
度
で
す
が
、

こ
の
新
プ
ラ

ト
ン
学
派
に
プ
ロ
ク
ロ
ス(

4

1
0〜

400
5 )

と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
 

の
プ

P
ク
ロ
ス
の
系
統
を
ア

ウ

グ
ス
テ
ィ

ヌ

ス
が
読
ん
だ
と
言
わ
れ
て
 

い
る
。

も
う
一
つ
よ
く
出
て
く
る
の
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ユ
シ
オ
ス
•
ア
レ
オ
パ
 

ギ
タ
。
こ
れ
は
、
本
当
の
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
で
は
な
く
、
プ
ソ
イ
ド
.
ア
 

レ
オ
パ
ギ
タ
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

力
ら
ト
マ
ス
•
ア
ク
ィ
ナ
ス

へ
と
 

ヵ
ソ
リ
ッ
ク
に

発
展
し
て
い
く
段
階
で
、
両
方
が
入
っ
て
く
る
。
片
方
 

の

プ

P

ク

P

ス

は

ど
ち
ら
か

と

い

う

と

ギ

リ

シ

ア

の

オ

ー

ソ

ド

ッ

ク

ス

 

の
哲
学
の
方
向
。
プ

ソ

イ
ド
.
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
は
ミ
ユ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
 

方
向
。
両
方
が
同
時
にa

1
マ
の
世
界
の
中
に
も
入
っ
て
い
く
。
何
か
 

そ
う
い
う
哲
学
と
の
関
係
が
背
後
に
色
々
あ
っ
た
の
で
す
。

仏
教
の
方
が
哲
学
的
で
し
ょ
う
ね
。哲
学
と
い
う
の
は

ロ
ゴ
ス
。
仏
 

教
に
は
そ
れ
が
非
常
に
早
く
か
ら
、
始
め
か
ら
あ
る
と
い
う
感
じ
が
し

 

ま
す
ね
。

才
丨
ガ
ス
チ
ン
そ
の
ミ
ユ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

雰
囲
気
の
中
で
ロ
ー
マ

帝
 

国
が
な
く
な
る
と
、

ロー

マ
法
王
は
自
分
の
ロ
ー
マ
と
い
う
雰
囲
気
を
 

作
り
ま
し
た
ね
。

西

谷

そ
う
で
す
ね
。
あ
の
場
合
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
の
は
、

a
l
マ
 

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ノ

ー

プ
ル
を
中
心
に
し
た
、

い
わ
 

-̂
>
る
グ
リ

^

_

ク
•
オ

^
ソ

ド

ツ

ク
ス
と
し

う

こ
と
。
何
力
そ
こ
に
大
き 

く
分
か
れ
て
い
く
方
向
が
あ
る
。

土

居

十
一
世
紀
の
分
裂
な
ん
で
す
ょ
ね
。

西

谷

そ
う
、
後
の
方
の
ね
。

八

木

ヵ
ー
ル

•
バ
ル
ト
が
、
あ
る
意
味
で
極
端
、
あ
る
意
味
で
伝
統

 

的
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
聖
書
は
公
理
だ
と
。
聖
書
が
公
理
で
あ
 

る
に
つ
い
て
は
何
の
基
礎
づ
け
も
必
要
で
な
い
と
、
は
っ
き
り
書
い
て
 

い
ま
す
か
ら
、
非
常
に
そ
の
点
、
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
逆
の
問
題
と
し
て
、
西
谷
先
生
も
神
秘
主
義
の
こ
と
を

 

お
話
に
な
っ
て
、
神
秘
主
義
に
伝
統
の
接
点
が
あ
り
そ
う
だ
と
お
っ
し

 

ゃ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
神
秘
主
義
に
は
余
り
信
条
の
形
成
と
い
う

 

モ
チ
ー
フ
は
な
い
ょ
う
に
思
う
の
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
信
条
の
 

形
成
が
あ
っ
て
、
仏
教
に
は
信
条
の
形
成
が
な
か
っ
た
と
。
や
は
り
な
 

か
っ
た
わ
け
で
す
か
。

西

谷

そ
れ
は
、
形
成
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
意
味

 

で
は
な
い
の
で
す
ね
。
例
え
ば
、
仏
教
の
場
合
で
も
、
空
海
や
最
澄
は
 

殆
ん
ど
全
部
比
飯
山
の
中
へ
取
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
 

分
裂
し
て
い
も
の
も
み
な
あ
そ
こ
へ
収
ま
っ
た
。

八

木

使
徒
信
条
み
た
い
に「

我
は
こ
れ
を
信
ず
る」

と
い
う
形
の
信

 

条
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
。

玉

城

例
え
ば
、
空
海
な
ん
か
は
昆
廬
遮
那
信
迎
み
た
い
な
と
こ
ろ
か

 

ら
出
て
き
た
。

八

木

そ
れ
、
あ
る
わ
け
で
す
か
。

西

谷

そ
れ
は
、
比
殽
山
と
い
う
の
は
戦
争
な
ん
か
も
ょ
く
や
っ
た

 

(

笑〕

。
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一
同(

笑)

。

西

谷

僕

、
宗
教
戦
争
は
な
い
と
言
っ
た
け
ど
、
あ
る
意
味
で
は
あ
る

 

わ
け
で
す0

そ
し
て
、
今
お
話
が
出
ま
し
た
空
海
の
場
合
、
ち
ょ
っ
と
 

同
じ
時
代
で
す
が
、
他
の
あ
と
か
ら
出
て
き
た
禅
宗
と
か
真
宗
は
み
な

 

比
®
山
か
ら
下
り
て
く
る
わ
け
で
す
。
日
蓮
宗
も
全
部
ね
。
比
®
山
に
 

い
て
、
比
截
山
で
飽
き
足
り
な
い
。
そ
れ
で
こ
ん
ど
は
下
山
し
て
い
る

 

わ
け
で
す
。
だ
か
ら
比
数
山
の
上
で
は
時
々
喧
嘩
し
た
り
、
終
い
に
は
 

信
長
が
怒
っ
て
焼
き
打
ち
し
て
、
全
部
焼
い
て
し
ま
っ
て
。
あ
れ
は
悪
 

僧
征
伐
だ(

一
同
笑)
と
言
わ
れ
た
く

ら

い

で

す

。

で

も

全

体

と

し

て

、

さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
立
場
の
問
題

 

と
キ
リ
ス
ト
教
の

問
題
と
、
ど
こ
か
根
本
に
違

う

と
こ
ろ
が
あ
る
。
教
 

相
判
釈
は
、
み
な
包
括
す
る
の
で
す
ね
。
み
な
や
っ
つ
け
る
と
い
う
の
 

で
は
な
い
。
そ
の
辺
に
何
か
、
現
代
と
す
る
と
問
題
が
あ
る
の
で
は
な

 

い
か
と
い
う
。
こ
こ
に
一
つ
鍵
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
な
あ
。

歴
史
の
展
開
の
筋
道
が
、
仏
教
の
場
合
と
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
非

 

常
に
違
う
と

い

う

こ

と

が

あ

る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
法
然
で
 

も

親

鷥

で
も
、
禅
で
も
、
そ
れ
以
前
に
天
台
、
華
厳
と
い
う
よ
う
な
三

 

論
、
唯
識
と

い

う

龍
樹
以
来
の
伝
統
が
で
き
た
そ
の
あ
と
で
、
あ
ら
わ
 

れ
た
も
の
で
す
ね
。
そ
こ
が
大
分
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
聖
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
の
解
釈
。

玉
城
聖
書
の
解
釈
と
い
う
の
は
、
し
か
し
、
信
条
と
い
う
こ
と
と
違

 

う
わ
け
で
す
ね
。
信
条
に
乗
っ
か
っ
て
の
聖
書
の
解
釈
で
し
ょ
う
。

八
木
正
典
の
編
集
と
信
条
の
形
成
と
、
ほ
'ほ
同
時
期
に
進
行
し
て
い

て
、
結
局
正
典
が
編
集
さ
れ
て
信
条
が
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

西

谷

ヵ
ー
ル

.
バ
ル
ト
の
話
が
出
ま
し
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
思
い
出
 

し
た
の
で
す
が
。

ヵ
ー
ル

.
バ
ル
ト
が
あ
る
論
文
の
中
で——

そ
れ
を
読
ん
だ
こ
と
が
 

あ
る
の
で
す
が——

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ

へ
ル
を
非
常
に
褒
め
て
い
た
。
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ

ッ

へ

ル

と

い
う
の
は
教
派
的
と
か
そ
う
い
う

も
の
を
 

超
え
た
哲
学
を
展
開
し
た
で
し
ょ
う
。

シ
ュ
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
へ
ル
は
宗
 

教
と
い
う
の
が
は
っ
き
り
本
当
に
は
出
て
い
な
い
と
言
っ
て

、

宗
教
論
 

を
色
々
や
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
非
常
に
自
由
な
、
哲
学
の
立
場
 

で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

力
ー
ル

•
バ
ル
ト
は
、

「

も
し
自
分
の
今
の
立
 

場

(

あ
る
意
味
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
立
場)

を
捨
て
ろ
と
言
わ
れ
た
 

ら
、
自
分
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ツ
へ

ル
に
な
る」

と
言
っ
て
い
る(

笑

：

P 

と
い
う
意
味
は
、

シ
ュ
ラ

イ

二
ル
マ
ッ
へ
ル
が
非
常
に
自
由
に
色
々
な
 

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
を
、
非
常
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

土

居

シ

ュ
ラ

イ

H

ル
マ
ツ
へ
ル

は

、

宗
教
に
色
々
な
宗
派
が
あ

る

の

 

は
当
然
で
あ
る
と
、
宗
派
が
違
っ
て
い
る
の
は
宗
教
経
験
が
違
う
と
。
 

し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
教
が
分
派
す
る
の
は
許
さ
れ
な
し
と
。
教
祖
が
一
 

人
な
の
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
が
一
つ
に
な
る
の
が
正
し
い
の
で
、
分
 

派
す
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
は
正
し
く
な
い
の
だ
と
、
は
っ
き
り
 

言
っ
て
ま
す
。

西

谷

そ
の
基
礎
が
哲
学
的
な
の
で
す
ね
。
ド
イ
ツ
観
念
論
の
立
場
が
 

入
っ
て
ま
す
か
ら
、
哲
学
の
立
場
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
宇
宙
の
直
観
と

 

感
情
と
い

う

こ

と

を

言

っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
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玉
城
言
っ
て
る
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。

八
木
初
期
の
バ
ル
ト
は
、
真
理
と
か
感
情
と
か
体
験
と
か
全
部
捨
て

 

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、

シ
ュ
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
ハ
I
以
降
、 

十
九
世
紀
の
自
由
主
義
神
学
が
殆
ん
ど
顕
み
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ 

た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

力
ー
ル
•
バ
ル
ト
が
少
し
行

 

き
過
ぎ
た
と
思
っ
て
十
九

ft
紀
に
は
こ
れ
程
偉
い
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ

 

た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
し
き
り
に
言
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
 

頃
の
論
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

西

谷

さ

あ

、
そ
う
か
な
あ
。

1

同

(

笑)

八
木
大
分
緩
や
か
に
な
っ
て
き
た
頃
の
。

西
谷
そ
う
か
な
あ
。
と
こ
ろ
が
ね
、
そ
の
中
で
は
当
時
の
神
学
者
達

 

を
、
く
そ
み
そ
に
言
っ
て
い
る
。

1

同

(

笑)

土
居
私
の
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
は
色
々
に
分
派
し
て

 

い
る
。
仏
教
で
は
教
相
判
釈
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ

 

る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
o
o
m
p
r
e
h
e
n
s

<-
e
に
処
理
し
て
い
く
で
し
ょ
 

ラ
oキ

リ
ス
ト
教
が
迫
害
を
し
た
り
異
端
審
問
を
し
た
り
す
る
背
後
に
は
、 

仏
教
で
は
仏
法
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
強
く
て
、
僧
伽
 

は

一

つ
で
あ
る
と
は
余
り
言
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

 

す
ね
。
お
寺
は一

つ
で
あ
っ
て
、
色
々
な
教
派
は
あ
る
け
れ
ど…

…

。

西

谷

い

や

、
そ
れ
は
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

玉
城
そ
う
言
っ
て
ま
す
ね
。

土
居
キ
リ
ス
ト
教
は
制
度
的
教
会
と
い
う
も
の
を
お
く
の
で
、
制
度
 

を
維
持
す
る
た
め
に
は
他
を
排
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

 

出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

真
理
問
題
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
方
で
は
最
初
に
出
て
き
て
、
制
 

度
の
問
題
は
仏
教
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
第
二
義
的
な
問
題
で
は
な
い

 

か
と
感
ず
る
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

玉
城
宗
派
が
で
き
た
ら
、

い
く
ら
空
海
が
誠
実
な
集
団
を
持
っ
て
い

て
も
-

-
密
教
と
い
う
教
団
が
で
き
な
く
て
も

-
そ
こ
に
密
教
特
有

の
儀
礼
的
な
も
の
を
主
張
す
る
と
い
う
形
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

西
谷
仏
教
で
い
う
三
宝
と
い
う
も
の
。
仏
宝——

仏
が
そ
の
実
体
、

一

宝
。
法
は
ダ
ル
マ
。

こ
れ
は
恐
ら
く
ロ
ゴ
ス
に
当
る

-

-

-ど
こ

か

違

う
30

か
も
知
れ
な
い
が——

。
法
宝
と
言
っ
て
ま
す
ね
。
第
三
番
目
に
は
僧
、

一 

僧
伽
で
す
ね
。
僧
は
一
種
の
教
団
で
す
か
ら
。
三
つ
は
切
り
離
せ
な
い
。

|

種
の
ト
ゥ
リ

ニ

テ

ィ(
t
r
i
n
i
t
y
)
(

三
位
一
体)

の
よ
う
な
も
の
が
 

展
開
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

土
居
そ
の
三
つ
の
間
に
階
段
を
認
め
る
の
で
す
か
。

西

谷

い

や

、
三
つ
は
一
つ
だ
と
。

玉
城
そ
の
三
つ
の
、

い
わ
ゆ
る
仏
教
思
想
と
い
う
も
の
の
展
開
は
、

今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
三
つ
の
絡

ま

り

合
い
な
ん
だ
が
、
し
か
し
、 

発
生
期
に
遡
っ
て
い
き
ま
す
と
、
阿
弥
陀
仏
は
成
仏
し
て
い
る
わ
け
で

 

す
。
法
華
経
の
久
遠
実
成
の
仏
も
成
仏
し
て
い
る
。
華
厳
経
の
毘
廬
遮

 

那
仏
も

ず

っ

と

読
ん
で
い
く
と
、
毘
廬
遮
那
菩
薩
と
害
い
て
あ
り
ま
す
。



西

谷

こ
れ
は
、
お
釈
迦
さ
ま
自
身
が
そ
う
で
す
か
ら
ね
。

玉

城

そ
う
そ
う
。
そ
れ
は
そ
う
で
。
昆
廬
遮
那
で
す
が
菩
薩
の
姿
が

 

我
々
に
非
常
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
、
そ
れ
で
阿
弥
陀
仏
が
毘
廬
遮
那

 

仏
の
方
へ
つ
な
が
っ
て
行
っ

た

の

で

す
ね
。
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏
で
、 

ち
ゃ
ん
と
成
仏
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
矢
張
り
久
遠
仏
と
い

 

う
。
簡
単
で
す
が
、
我
々
が
そ
れ
は
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
な
ど
と
言

 

え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
道
元
が
天
才
的
に
展
開
し
た
。
こ
の
人
 

は
、
水
も
漏
ら
さ
ぬ
程
に
書
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
天
才
で
な
 

い
と
書
け
な
い
。
最
後
に
な
っ
て
、
び
っ
く
り
し
て
、
ひ
っ
く
り
返
る
 

の
で
す
。
い
や
ぁ
、
自
分
が
道
で
あ
っ
た
。
仏
が
法
を
説
く
と
い
う
こ

 

と
は
自
分
は
聞
い
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
法
が
仏
を
説
く
と
い
う
こ

 

と
は
、
今
初
め
て
気
が
つ
い
た
と
言
っ
て
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
、 

そ
う
な
る
と
は
っ
と
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
道
元
の
問
 

題
で
は
な
く
、
我
々
自
身
の
問
題
で
す
。

八

木

も
う
時
間
で
す
か
ら
、
次
の
御
発
言
で
最
後
に
し
た
い
と
思
い

 

ま
す
。

質

問

玉
城
先
生
が「

仏
教
に
お
け
る
信
条
の
形
成」

の
と
こ
ろ
で
お
 

っ
し
ゃ
っ
た
、
今
出
た
帰
依
三
宝
な
の
で
す
が
、
帰
依
三
宝
は
仏
教
に
 

と
り
信
条
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
か
。
教
判
で
な
く
て
信
条
.だ
と
お
と
 

り
に
な
り
ま
す
か
。

玉

城

そ
う
で
す
。

西

谷

そ
の
場
合
の
信
と
い
う
言
葉
の
立
場
と
い
う
か
、
内
容
が
問
題

 

に
入
る
の
で
は
な
い
か
な
。

そ
の
点
で
ミ

ュ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
少
し
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感

 

じ
を
、
僕
は
い
つ
も
持
つ
の
で
す
。
信
仰
と
い
う
と
、
殊
に
初
期
の
教

 

会
建
設
の
場
合
に
、
何
が
正
し
い
か
と
い
う
法
の
概
念
，か
非
常
に
強
く
 

あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
従
っ
て
後
世
の
法
律
学
者
は
、
古
代
の
法
律
を
問

 

題
に
す
る
と
い
う
場
合
に
、
教
会
の
制
度
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
法
概
念

 

を
問
題
に
す
る
。

玉

城

信
条
の
で
き
た
例
は
、
最
初
は
仏
に
帰
依
す
る
、
法
に
帰
依
す
 

る
。
僧
に
帰
依
す
る
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
よ
。

質

問

僧
宝
の
行
持
が
あ
っ
て
三
宝
に
対
す
る
帰
依
が
あ
っ
た
ら
、

一 

つ
の
信
条
で
あ
る
と

.

.

.

八

木

切
角
佳
境
に
入
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
何
し
ろ
制
度
と
い
う
の

は
、
ぶ
っ
た
切
る
も
の
で
す
か
ら

.

.

0

こ
れ
で
切
り
ま
す
。

一
同(

笑)

松崎
禅戒
著

親
に
似
ま
す
ば
い
定
価
一
、〇〇〇円

禅
戒
和
尚
の
が
い
こ
つ
絵
ば
な
し

2 

古川
泰龍
著

死

は

救

え

る

か

定

価

一

、
〇
〇
〇
円

医
療
と
宗
教
の
原
点
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所
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