
講
演
⑶逆

対
応
と
名
号

——

西
田
哲
学
と
浄
土
真
宗

大

峯

西
田
哲f

禅
と
の
関
係
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
比
べ 

て
、
西
田
哲
学
と*-H

真
宗
と
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
の 

対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
西
田
哲
学
と
い
え
ば
、
禅
仏
教
の
経
験
に
も 

と
づ
い
た
哲
学
であ
る

とい
う
見
方
が一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ 

は
西
田
哲
学
に
対
す
る
賛
同
者
だ
け
で
な
く
批
判
者
の
側
に
お
い
て
も 

同
様
であ
る

。西
田
哲
学
の
哲
学
理
論
と
し
て
の
独

I

や

豸

の

源 

泉
は
つ

ま

り

は西
田
の
禅
経
験
にあ
る

とい
う
考
え
方も
、
反
対
に
、 

西
田
哲
学
と
は
西
田
の
禅
仏
教
を
概
念
の
形
に
言
い
な
お
し
た
も
の
に 

す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
も
、
西
田
哲
学
の
中
に
お
い
て
禅
経
験
と
い 

う
も
の
が
占
める
位
置
を
過
大
に
評
価
し
て

い

る

こ

と

で
は
共
通
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
田
哲
学
の
根
柢
に
あ
っ
た
宗
教
経
験
も
し
く
は
生
の
直
観
と
し
て 

禅
が
無
視
さ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

r

善
の
研
究

』 

(
一
九
一
I

年)

を
書
い
て
い
た
時
期
の
西
田
が
、
異
常
な
く
ら
い
の
熱 

情
と
志
を
も
っ
て
夫
#

に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
は
、
西
田
の
日
記
が
証 

言
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

■

か
ら
最
晚
年
に
い
た
る
ま
で
、
西 

田
の
論
文
や
手
紙
も
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
禅
仏
教
の
思
想
に
つ
い
て 

言
及
し
て
い
る
。
西
田
の
生
涯
の
友
の

一

人
が
鈴̂

K

拙
で
あ
り
、
西 

田
の
高
弟
た
ち
の
中
に
禅
仏
教
に
関
係
す
る
人
々
が
多
か

っ

た

と

い

う
 

こ
と
もI0

W
K

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
西 

田
哲
学
を
主
と
し
て
禅
仏
教
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と 

す
る
！®1：
が
主
流
と
な
っ
た
の
も
自
然
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

い
づ
れ
に
し
て
も
、
西
田
哲
学
と
禅
と
の
あ
い
だ
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
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究
者
た
ち
に
よ
っ
て
何
度
も
往
復
さ
れ
た

1

種
の
公
道
に
似
た
も
の
に 

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
と

*+
1

真
宗
と
の
あ
い
だ
の
道
は
ま
だ 

充
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
雑
草
に
お
お
わ
れ
た
り
茂
み 

の
な
か
に
途
絶
え
た
り
し
て
い
る
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
し
た
小
径
で
あ
る
。 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
小
径
は
、
西
田
哲
学
の
思
惟
や
論
理
の 

本
質
に
み
ち
び
く
大
事
な
小
径
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、 

絶
：̂

盾
の
自
己
同

一

と
い
う
西
田
哲
学
の
弁
証
法
的
論
理
と
い
う
も 

の
の
最
深
部
の
核
に
通
じ
て
い
る
道
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、

真
宗
や
親
鷺
に
つ
い
て
の
西
田
の
傾
倒
は
、
こ
の 

質
署
の
早
い
時
期
か
ら
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

f

善
の
研
究

J 

の
最
終
章
は
宗
教
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
附
加
さ
れ
た
：

3受

「

知
と
5
 

の
中
で
は
、ィ
エ

ス

の言
葉
と
な
ら
ん
で
、

「

念
仏
はま
こ

と

に浄
土 

に
生
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業 

に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
給
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り

」
と
い
う 

『

歎
異
抄』

の
一
節
が
宗
教
の
極
意
を
な
す
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て 

い
る
。と

り

わ

け

r

思
索
と
体
験

j 

(

一
 

九一

四
年)

に
収
め
ら
れ
た 

「

愚
禿
親
鸞

」

と
い
う
短
文
は
、
初
期
西
田
の
真
宗
観
と
し
て
無
視
す 

る
こ
と
は
で
き
な.い
。
西
田
は

「

余
は
真
宗
の
家
に
生
れ
、
余
の
母
は 

真
宗
の
信
者
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、

f

身
は
真
宗
の
信
者
で
も
な
け
れ 

ば
、
ま
た
真
宗
に
就
い
て
多
く
知
る
も
の
で
も
な
い

」

と
断
わ
っ
た
上 

で
、
親
鸞
が
自
ら
称
し
た

「

M

5̂」

の
一
一
ネ
に
注
目
し
て
、
$

真
宗 の

教
義
の
中
心
、
さ
ら
に
は
宗
教
そ
の
も
の
の
本
質
は
こ
の
点
に
あ
る 

の
で
は
な
い
か
、
と
書
い
て
い
る
。

«
堯
と
は
西
田
に
よ
れ
ば
、
謙
虚 

の
徳
の
こ
と
で
は
な
く
、
如
来
に
対
し
た
と
き
の
人
間
の
絶
対
的
な
自 

己
放
棄
の
表
白
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「

他
力
と
い
は
ず
、
自
力
と
い
は
ず
、

一

切
の
宗
教
は
此
愚
禿
の
二
字 

を
味
ふ
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
併
し
右
の
様
に
い
へ
ば
、
愚
禿
の
一

| 

字
は
獨
り
真
宗
に
限
っ
た
訳
で
も
な
い
様
で
あ
る
が
、
真
宗
は
特
に
此 

方
面
に
着
目
し
た
宗
教
で
あ
る
、

«
欠

、
悪
人
を
正
因
と
し
た
宗
教
で 

あ
る」

。『

善
の
研
究

J

が
出
版
さ
れ
た
翌
年
に
害
か
れ
た
こ
の

I

文
は 

も
ち
ろ
ん
本
格
的
な
宗
教
論
で
も
真
宗
論
で
も
な
い
。
宗
教
と
哲

¥

 

の
関
係
そ
の
も
の
を
哲
学
的
思
索
の
対
象
と
す
る
段
階
に
西
田
は
ま
だ 

到
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
や
*

真 

宗
の
立
場
に
つ
い
て
こ
の
哲
i

の
考
え
方
は
、
す
で
に
こ
の
短
い

一 

文
の
中
に
、
た
ん
に
そ
の
萌
芽
の
形
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
部
分
的 

に
は
そ
の
完
全
な
形
に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

た
と
え
ば
最̂
-
の
西
田
は
、
宗
教
を
呼
ん
で

r

心
霊
上
のU

と 

言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
す
で
に
こ
の
文
章
中
で
使
わ
れ
て
い
る
。 

た
だ
、
宗
教
も*hh

真
宗
も
い
わ
ば
人
間
経
験
の
i

と
し
て
正
し
く 

記
述
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
の
論
理
は
ま
だ
つ
き
と
め
ら
れ
て 

い
な
い
の
で
あ
る
。

西
田
哲
学
は
そ
の
後
、
■現
実
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
経
験
領
域
の
論
理 

的
分
析
を「
_

の
論
理」

(

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理

)

と
い
う



形
で
具
体
的
に
展
開
し
て
い

く

こ

とに
な
る
が
、
宗
教
の
問
題
は
い
っ 

た
ん
体
系
構
造
の
前
景
か
ら
は
退
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
宗
教
的 

経
験
の
領
域
は
部
分
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ 

本
格
的
な
論
理
的
分
析
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か 

し
同
時
に
ま
た
、

「
絶
対
無
の
場
所

」

と
い
う
体
系
の
根
本
原
理
は
、

禅
経
験
と
の
親
近
性
を
つ
ね
に
保
持
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ

れ

に対
し
て
、
浄
土
真
宗
と
西
田
哲
学
と
の
つ
な
が
り
は
、
間
接
的 

な
形
に
お
い
て
も
ま
た
西
田
の
体
系
理
論
の
上
か
ら
は
姿
を
消
し
て
い 

る
。
若
き
西
田
幾
多
郎
の
魂
を
禅
と
共
に
捉
え
た

*4
M

宗
の
経
験
は
、 

ど
こ
へ
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
田
哲
学
か
ら
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
た

t
z
+
1

真
宗 

の
立
場
は
、
西
田
の
最
晚
年
の
宗
教
論
の
中
で
も
う

一

度
生
き
生
き
と 

蘇
っ
て
、
西
田
の
弁
証
法
的
論
理
そ
の
も
の
に
生
命
を
与
え
る
も
の
と 

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
永
い
あ
い
だ
消
息
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た 

人
間
が
、
或
る
日
突
然
、
わ
れ
わ
れ
の
近
傍
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
か
の 

よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
西
田
の
宗
教
経
験
の
中
心 

が
禅
か
ら

t
z
+
1

真
宗
の
信
心
に
移
っ
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
こ
と
を 

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
西
田
は
、
決
し
て
或
る
種
の 

禅
者
の
よ
う
に
、
宗
教
経
験
と
し
て
禅
の
方
が

*
4
^
真
宗
よ
り
も
徹
底 

し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
の 

最
終
期
の
形
態
に
お
い
て
は
、
禅
仏
教
の
立
場
と
浄
土
教
の
立
場
と
は
、 

等
し
い
根
源
性
を
も
っ
て
宗
教
的
経
験
の
本
質
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い 

う
風
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
し
て
も
、
西
田

哲
学
の
根
本
的
立
場
を

 

一
$

に
禅
経
験
の
方
向
へ
収
斂
さ
せ
て
捉
え 

る
見
方
は
修
正
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
だ
け 

で
は
な
い
。
晩
年
の
西
田
が
宗
教
の
本
質
と
考
え
た
絶
対
者
と
人
間
と 

の
逆
対
応
と
い
う
論
理
は
、
禅
の
悟
り
や
見
性
よ
り
も
浄
土
真
宗
の
悪 

人
正
機
と
い
う
立
場
に
お
い
て

一

層
具
体
的
に
実
証
さ
れ
う
る
の
で
は 

な
い
か
、
と
い
う
問
い
も
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

「

西
田
哲
学
と
浄
土
真
宗

」

と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー 

マ
は
二
重
の
問
い
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

一
つ
は
西
田
の
自
己
理
解
の
う 

ち
に
現
れ
て
い
る
限
り
で
の
浄
土
真
宗
で
あ
り
、
も

う

一

つ
は
、
西
田 

の
こ
の
よ
う
な
自
己

理
解
と
；！
； -H

言K

宗
そ
れ
自
身
と
の
関
係
で
あ
る
。

哲
学
史
上
に
登
場
し
た
重
要
な
哲
学
体
系
に
お
い
て
、
宗
教
の
問
題 

が
本
格
的
に
と
り
あ
つ
か
わ
れ
な
か
っ
た
例
は
な
い
。
哲
学
が

1

つ
の 

学
で
あ
る
と
同
時
に
す
ベ

て

の学
の
根
本
で
あ
る
か
ぎ
り
、
哲
学
は
必 

然
的
に
宗
教
の
問
題
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ 

け
西
田
に
と
っ
て
宗
教
は
、
哲
学
の
諸
問
題
の
中
で
も

1

の
問
題
、 

問
題
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
西
田
の
処
女
作
が
宗
教
論
を
も
っ
て 

終
っ
て
い
るこ
と

はす
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
西
田
の 

1

の
関
心
事
、
む
し
ろ
死
活
の
関
心
事
で
あ
っ
た
宗
教
問
題
が
、
西 

田
の
反
省
の
対
象
と
し
て
浮
上
す
る
ま
で
に
は
、
決
し
て
短
く
な
い
年 

月
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
を
ど
の
よ
ぅ
に
考
え
た
ら
よ
い
か
と
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い
う
弟
子
の
問
い
に
対
し
て
、
西
田
は
或
る
と
き
、

「

哲
学
と
宗
教
と 

は
あ
ま
り
に
近
い
の
で
、
仲
々

1

つ
に
な
れ
な
い
の
だ

」

と
答
え
た
と 

言
う
。
西
田
哲
学
の
言
わ
ば
最
初
に
あ
っ

た

こ

の

よ

う

な

^

^

の

問
題 

が
、
西
田
に
よ
っ
て
本
格
的
に
対
象
化
さ
れ
た
の
は
、
最
後
の
；̂

と 

も
い
う
べ
き
長
編

「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

」
(
一

九
四
五
年

) 

に
お
い
て
で
あ
る
。
西
田
の
死
の
ニ
ヶ
月
前
の
執
筆
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
初
め
の
方
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
有 

名
な
文
章
が
あ
る
。
哲
f

と
し
て
の
西
田
の
宗
教
観
の
基
本
的
骨
格 

は
、
こ

の
短
い
文
章
の
中
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「

宗
教
は
心
霊
上
のi

で
あ
る
。
哲
学
者
が
自
己
の
体
系
の
上
か 

ら
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
。
哲

f

は
こ
の
心
霊
上
の_

を 

説
明
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」

西

田
が
こ

の
論
文
で力
を

尽

く

して
い
るこ
と

はま
ず
何
よ
り
も
、 

宗
教
を
宗
教
以
外
の
人
間
の
い
ろ
い
ろ
な
い
と
な
み
か
ら
鋭
く
区
別
す 

る

こ

と

で

あ

る

。
西
田
に
よ
れ
ば
宗
教
と
は

「

心
霊
上
の*
実」

で
あ 

る

。
西
田
はこ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
宗
教
が
特
殊
な
個
人
だ
け
が
抱
く 

主
観
的
信
念
と
か
異
常
な
神
秘
的
経
験
で
な
い
と
同
時
に
、
普
遍
的
な 

学
問
的
認
識
と
か
道
徳
、

つ
ま
り
、
単
な
る
理
性
の
事
実
で
も
な
い
と

_

で

あ

る

。宗
教
と
は
物
を
考
え
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
考
え
ら 

れ
た
物
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
根
本
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
宗 

教
で

あ

る

。そ
れ
ゆ
え
西
田
は
、

「

心
霊
上
の_

」

の

こ

と

を

「

我
 々

の
生
命
の
根
本
的
事
実

」

と
も
言
う
の
であ
る

。

さ
て
、
西
田
の
一
言
う

「

心
霊」

も

し

く

はわ
れ
わ
れ
の

「

自
己」

と 

い
う
も
の
は
、
世
界
の
内
に
存
在
す

る

。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
決
し
て 

不
生
不
滅
の
魂
と
か
永
遠
の
理
性
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
生 

ま
れ
て
死
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
の
こ
の
よ
う
な
生
死
が
そ
こ
に 

於
て
起
る
場
所も
し

く

は空
間
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の 

自
己
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
、
そ
こ
で
働
き
、
そ
こ
へ
死
ん
で
ゆ
く
世
界 

が
、
西
田
の
言
う

「

歴
史
的
世
界

」

で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
歴
史
的
と 

い
う
の
は
、
歴
史
学
が
言
う
と

こ

ろ

の歴
史
、

つ
ま
りヒ
ス

ト

リー
の 

こ
と
で
は
な
い
。ヒ
ス

ト

リー
と
し
て
の
世
界
は
、
生
死
す

る
わ
れ
わ 

れ
の
自
己
を
抽
象
し
た
世
界
で
あ
る
。
西
田
の
歴
史
的
世
界
は
む
し
ろ 

ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー

が
ヒ

ス

ト

リI (ffiistorie)

と
区
別
し
て
言
うと
こ 

ろ
の
ゲ
シヒ

テC
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)

に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の 

生
死
の
場
所
と
し
て
の
歴
史
的
空
間
は
限
り
な
く
開
放
的
で
あ
る
。
あ 

る
い
は
、
底
な
く
深
淵
的
で
あ
る
。
生
死
の
世
界
は
、
水
平
的
に
も
垂 

直
的
に
も
限
り
が
な
い
。
宗
教
と
は
、
そ
う
い
う
底
無
く
、
果
て
無
き 

世
界
の
内
に
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
現
に
在
る
と
い
う
こ
と
の
事
実
、 

生
れ
て
死
ぬ
と
い
う
矛
盾
の
事
実
の
根
底
に
起
こ
っ

て

い

る出
来
事
を

い
ぅ
こ
と
を
言
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
宗

教

の

は

主

観

的

で

も 

な
け
れ
ば
客
観
的
で
も
な
い
。
主
観
的
と
か
客
観
的
と
か
い
ぅ
の
が
す 

で
に
反
省
的
思
惟
の
立
場
で
の
事
柄
で
あ
る
が
、
宗
教
は
そ
れ
よ
り
も

以
前
の
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
心
霊
の
上
に
現
実
に
生
起
し
て
い
る
出
指
一
不
す
る
名
前
な
の
で
あ
る
。
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
存
在
と
は
何
か
を
問
う
形
而
上
学
が
基
礎
的
で 

あ
る
た
め
に
は
、
存
在
を
つ
ね
に
無
と
い
う
こ
と
と

1

つ
に
問
わ
ね
ば 

な
ら
な
い
、
と
言
う
。
形
而
上
学
の
こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
人
間
の
主 

観
的
な
思
い
つ
き
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在

(

現
存 

在)

の
根
柢
に
あ
る
と
こ
ろ
の
無
そ
れ
自
身
が
、
人
間
存
在
を
額
撃
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
存
在
か
ら
起
る
の
で 

は
な
く
て
、
現
存
在
そ
の
も
の
の
根
底
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ 

え
形
而
上
学
は
人
間
に
と
っ
て
不
可
避
的
で
あ
り
必
然
的
で
あ
る
。

ハ 

イ
デ
ッ
ガ

ー

に
よ
れ
ば
形
而
上
学
は
、
大
学
の
講
壇
で
教
え
ら
れ
る
一 

課
目
で
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
恣
意
的
な
い
と
な
み
で
も
な
い
。

「

形 

而
上
学
は
現
存
在

(
D
a
s
e
i
n
)

に
お
け
る
根
本
的
な
出
来
事

C
G
r
u
n
d

 

g
e
s
c
h
s
)

で
あ
る
。
そ
れ
は
現
§

そ
の
も
の
で
あ
る

」

、
と
ハ
イ
デ
ッ 

ガ
ー
は
言
う
。

西
田
の言
う
宗
教
も
ま
た
人
間
に
と
っ
て
不
可
避
的
であ
る

。
い
か 

な
る
人
間も
宗
教
を
は
な
れ
るこ
と

はで
き
な
い
。
人
間
が
宗
教
を
は 

な
れ
て
も
、
宗
教
は
人
間
を
は
な
れ
る

こ

と

はな
い
。
宗
教
と
は
、
人 

間
が
世
界
の
内
に
在
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
人
間
の
意
識
に
対 

し
て
直
接
に

(

反
省
的
に
で
は
な
く

)

反
射
し
て
い
る
次
元
で
あ

る

。事 

実
の
こ
の
直
接
反
射
を
西
田
は

「

歴
史
的
生
命
の
自
覚

」

と
呼
ん
だ
の 

で

あ

る

。

「

我
々
の
自
己
は
そ
の
根
柢
に
於
て
宗
教
的
で

あ

る)」

。r

宗 

教
心
と
い
ふ
の
は
何
人
の
心
の
底
に
も

あ

る」

。「

絶
対
現
在
の
自
己
限 

定
と
し
て
の
世
界
は
、
そ
の
成
立
の
根
柢
に
於
て
宗
教
的
で

あ

る」

。 

西
田
は
こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
い
たる
と
こ
ろ
で
く
り
返
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
西
田
に
よ
れ
ば
、
哲
学
の
任
務
は
宗
教
を
こ
の
よ
う
な
心 

霊
上
の
事
実
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
近
世
ョ
ー
ロ
ッ 

パ
に
ぼ
立
し
た
宗
教
罾
^

は
、
宗
教
の
真
理
性
を
証
明
し

よ

う

と

し

て
 

か
え
っ
て
宗
教
を
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
体
系
の
上
か
ら
構
成
す
る
^
:

を 

含
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
や
り
方
は
西
田
に
よ
れ
ば
、
宗
教
を
説
明
す 

る
こ
と
で
は
な
く
捏
造
す
る

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
宗
教
に
つ
い
て
の
哲 

学
的
反
省
は
つ
ね
に
、
心
霊
上
の

W
I
K

と
し
て
の
宗
教
に
不
純
物
を
付 

け
加
え
て
、
何
か
別
な
も
の
に
変
更
し
て
し
ま
う
危
険
を
も
つ
の
で
あ 

る
。
宗
教
的
生
を
変
容
さ
せ
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
基
礎
に
横
た
わ
る 

と
こ
ろ
の
も
の
を
西
田
は
し
ば
し
ば

「

対
象
論
理

」

と
い
う
風
に
呼
ん 

で
い
る
。
対
象
論
理
と
は
、

「

自
己」

と
い
う
も
の
を
抽
象
し
た
単
に 

客
体
的
な
世
界
や
事
物
の
構
造
に
つ
い
て
の
論
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う 

な
対
象
論
理
は
、
た
ん
に
宗
教
に
無
関
心
な
諸
科
学
だ
け
で
な
く
、
仏 

教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
と
り
あ
つ
か
う
神
学
や
宗
学
を
も
支
配
し 

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
曰
i

活
に
お
け
る
意
識
や
考
え
方
も
、
無
意 

識
の
う
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
対
象
論
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と 

い
う
の
が
西
田
の
意
見
で
あ
る
。
哲

1

は
宗
教
を
説
明
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
、と
い

う

とき

の「

説
明」

と

い

うこ
と
が
何
を
意
味
す
る 

か
も
、
こ

こ

か

ら明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
宗
教
に
つ
い
て
の
対
象 

論
理
的
な
見
方
と
闘
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
一
層
具
体
的
で
、
生
き
た
論 

理
を
宗
教
経
験
そ
の
も
の
の
う
ち
に
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

宗
教
は
対
象
論
理
を
拒
む
が
す
べ
て
の
論
理
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
、 

と
言
う
の
が
西
田
の
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
田
は
言
う
。

「

神

2 0 -



と
人
間
と
の
関
係
に
つ

い

て

の種
々
な

る
誤
解
も
、
対
象
論
理
的
見
方 

か

ら
起
る
の
で
あ
る
。
私
は
対
象
論
理
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

対
象
論
理
は
、
具
体
的
論
理
の
自
己
限
定
の
契
機
と
し
て
之
に
含
ま
れ 

て
居
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
具
体
的
と
い
っ 

て
も
論
理
で
は
な
い
。
但
、
錯
誤
は
、
対
象
論
理
的
に
考
え
ら
れ
た
も 

の
を
、
逆
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
実
体
と
考
え
る
所
に
あ
る
の
で
あ 

る
、
所
謂
概
念
の
実
体
化
に
あ
る
の
で
あ

<
5」。

信
仰
や
悟
り
な
ど
の 

宗
教
経
験
を
た
ん
に
非
合
理
と
か
非
論
理
と
か
見
る
考
え
方
だ
け
で
西 

田
は
満
足
し
な
い
の
で
あ
る
。
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
の
宗
教
は
対
象 

論
理
的
に
は
合
理
化
さ
れ
え
な
い
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
論
理
を

^t
:

っ 

て
い
な
いと
い

うこ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
宗
教
経
験
そ
れ
自
身
を
貫 

い
て
い
る
固
有
の
論
理
、
宗
教
者
に
よ
っ
て
直
接
に
生
き
ら
れ
て
い
る 

生
命
の
論
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
パ
ル
カ
ル
は
、
幾
何 

学

の
心(esprit 

de 

g
e
o
m
e
o
r
i
e
)

と
繊
細
の
心

(esprit 

d
e

 

f
i
n
s

 

S)

と
を
区81
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
か
固
有
の
論
理
を
も
つ
こ
と
を
主 

張
し
た
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
は
理
性
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な 

く
心
朦
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
神
を
知
る

と

こ

ろ

の心
臓
はた 

ん
に
論
理
を
欠
い
た

M

ロ
理
を
犯
す
の
で
は
な
く
、
理
性
が
知
ら
な
い 

自
分
自
身
の
論
理
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
の
信
仰 

を
た
ん
に

M
n

理
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
、
心
臓
の
論
理
を
理
性
の 

論
理
に
よ
っ
て
処
理
し
よ
う
と
す

るM
n

理
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
パ 

ス
カ
ル
が「

無
益
で
不
確
実
なデ
カ

ル

ト

」

と

言

う

とき
、
彼
は
信
仰

•
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一

の
現
実そ
れ
自
身
の
内
に
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
論
理
に
対
し
て
正 

当
な
市
民
権
を
要
求
し
た
の
で

あ

る

。西
田
が
パ
ル
ヵ
ル
に
対
し
て
親
 

近
性
を
感
じ
た
ゆ
え
ん
で
あ

る

。

し

か

し
西
田
は
、
パ
ス
ヵ
ル
の

よ

う 

に
た
ん
に

一

一
種
の
論
理
を
区
別
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
対
象
論
理 

は
生
命
の
論
理
の
内
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で

あ

る

。

そ

こ 

に
西
田
の
徹
底
し
た
論
理
主
義
が
あ
る
の
で

あ

ろ

う

。

徹
底
的
論
理
主
義
と
は
、
論
理
と
は
何
か
を
出
来
上
が
っ
た
形
式
か 

ら
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
源
か
ら
の
生
成
に
お
い
て
か
ん
が
え 

よ

う

と

する
立
場
のこ
と

で

あ

る

。
従
来
の
論
理
の
形
式
を
す
べ
て
に 

広
げ
る
だ
け
で
は
、
論
理
の
見
方
と
し
て
な
お
不
徹
底
的
で

あ

る

。論 

理
の
根
源
を
生
命
そ
れ
自
身
の
内
に
つ
き
と
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

I 

て
は
じ
め
て
論
理
の
立
場
は
徹
底
す
る
。
西
田
が
、

「

弁
証
法
的
論
理

」

21 

も

し

く

は

「

場
所
的
論
理

」

の
名
で
呼
ぶ
の
は
、
そ
う
い
う
論
理
の
立

一
 

場
で
あ

る

。た
と
え
ば
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

い

る

。「

論
理 

が
生
命
の
媒
介
と
な
る
時
、
そ
れ
が
弁
証
法
的
で
あ
る
。
し
か
し
生
命 

は
論
理
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
と
な
る
の
で
は
な
い
。
生
命
は
固
、
弁
証 

法
的
な
の
で
あ
る
。
論
理
が
弁
証
法
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
は
生
命
の 

媒
介
と
な
る
が
故
で
あ
る
。
然
る
に
生
命
は
単
に
論
理
で
は
な
い
。
主 

語
的
な
る
も
の
が
述
語
可
能
を
越
え
る
時
、
特
殊
が
媒
語
的
性
質
を
失 

ふ
時
、
も
は
や
論
理
的
に
無
媒
介
な
の
で
あ
っ
て
、
生
命
が
無
媒
介
と 

い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
生
命
は
行
為
的
直
観
的
に
自
己
自
身
を
媒 

介
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
逆
に
生
命
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
論



理
の
弁
証
法
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る

」
「

弁
証
法
と
い
ふ
の 

は
、
論
理
が
生
命
を
媒
介
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
生
命
そ
の
も
の 

が
論
理
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
な
セ
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
間
に
は
、 

立
場
の
転
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」

。

西
田
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
の
西
洋
哲
学
史
の
中
で
は 

誰
よ
り
も
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
に
近
づ
く
。
西
田
に
よ
れ
ば
、

へ
ー
ゲ
ル 

の
弁
証
法
も
た
ん
な
る
判
断
的
論
理
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
論
理
で 

は
な
く
て
、
生
命
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
論
理
を
考
え
よ
う
と
す
る
試 

み
で
あ
っ
た
。

へ
ー
ゲ
ル
も
や
は
り
、
生
命
を
論
理
の
媒
介
と
し
た
の 

で
は
な
く
、
論
理
を
生
命
の
媒
介
と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か 

し
西
田
の
批
判
は
、

へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
の
本 

質
が
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
点
に
向
け
ら
れ
る
。
西
田
の
場
所
的
論
理
は
、 

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
弁
証
法
的
に
徹
底
す
る
と
い
う
方
向
に
生
ま
れ
る 

も
の
で
あ
る
。

西
田
の
場
所
の
論
理
は
、
判
断
に
お
け
る
主
語

(

個
物)
と
述
語 

(
I

般
者)

と
の
関
係
を
矛
盾
の
統
一
と
し
て
捉
え
た
へ
ー
ゲ
ル
の
弁 

証
法
をf

か
り
に
し
て
い
る
。
判
断
そ
の
も
の
の
成
立
の
基
礎
に
矛 

盾
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
洞
察
し
た
の
が
へ

I
ゲ
ル
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
@

と
は
個
物
が

I 

§

で
あ
る
と
い
う
矛
盾 

の
統1

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
両
者
の
矛
盾
は
つ
ね
に
統
一
の 

内
へ
解
消
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
が
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法 

の
特
徴
で
あ
る
。
統

1

す

る1

馨
が
基
底
に
い
つ
も
有
と
し
て
残
る 

わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
個
物
と
い
つ
て
も
つ
ま
り
は

1

の

自
己
限
定
と
し
て
、

一
般
者
の
一
部
も
し
く
は
一
例
と
い
う
だ
け
の
も 

の
に
な
り
、
真
に
自
立
的
な
個
物
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同
時
に 

一
般
者
の
方
も
、
こ
の
よ
う
な
真
の
個
物
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
が
で 

き
な
い
か
ぎ
り
、
真
の

1

馨
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

へ
ー
ゲ
ル
の 

弁
証
法
は
、
矛
盾
が
矛
盾
の
ま
ま
で
統
一
で
あ
る
と
い
う
生
命
そ
の
も 

の
の
現
実
に
即
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
西
田
の
弁
証
法
は
、

一

f

に
反
対
す
る
個
物
が
そ 

う
い
う
個
物
た
る
こ
と
を
失
わ
な
い
仕
方
で

1

般
者
と
結
び
つ
く
と
い 

う「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

」

の
論
理
であ
る

。一

f

と
個
物
と
が 

こ
の
よ
う
な
仕
方
で

iir

ひ
つ
く
た
め
に
は
、

一
般
者
が
自
己
同
一
を
完 

全
に
否
定
し
て
個
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す

一 

な
わ
ち
、
個
物
をi

の
ま
ま
で
包
む
 

一f

は
、
有
で
は
な
く
て
無22 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
物
と

1

i

と
は
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
一 

何
も
の
も
無
い
と
こ
ろ
で
^
び
つ
く
の
で

あ

る

。

生
と
死
と
を
合
わ
せ
も
つ
と
こ
ろ
の
自
己
矛

®s

存
在
と
し
て
の
わ 

れ
わ
れ
の「

自
己」

(「

心
重」 )

が
、
そ
の
根
源
で
あ
る
絶
対
者
に
関 

係
す
る
と
い
う
宗
教
的
経
験
の
囊
は
、
こ
の
よ
う
な
場
所
の
論
理
を 

ふ
く
む
害
だ
と
西
田
は
信
じ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
場
所
の
論
理 

は
た
ん
に
宗
教
の
領
域
だ
け
に
固
有
な
論
理
で
は
な
い
。
そ
れ
は
具
体 

的
実
在
す
な
わ
ち
生
命
そ
の
も
の
に
属
す
る
論
理
構
造
で
あ
る
か
ら
、 

人
間
的
経
験
の
い
ろ
い
ろ
な
存
在
領
域
に
矛
盾
の
自
己
同
一
と
い
う
論 

理
形
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
物
理
®

界
に
お
け 

る
機
械
的
因
果
性
の
連
続
と
1

続
、
生
命
の
世
界
に
お
け
る
有
機
的



統1
(

生
物)

と
i

、
意
識
の
世
界

(

歴
史
的
社
会
的
世
界

)

に
お
け 

る
主
観
と
客
観
と
の
関
係
な
ど
は
す
べ
て
、
矛
盾
の
自
己
同

I

と

い

う
 

形
を
と
る
。し
か

も

こ

れ

ら

の
三
つ
の
世
界
は
た
ん
に
静
的
な
構
造
的 

類
比
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
世
界
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
固
体
と
一
般 

者
と
の
間
の
矛
盾
が
し
だ
い
に
鋭
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
て
、
わ
れ 

わ
れ
の「

自
己」
を
含
む
全
体
と
し
て
の
歴
史
界
に
い
た
っ
て
、 

矛
盾
の
自
己
同

1

そ
の
も
の
の
意
識
が
成
立
す
る
。
宗
教
は
こ
の
よ
う 

な
歴
史
的
世
界
の
最
深
の
領
域
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
の
根
柢
に
は
、 

実
：

i
t
s

な
も
の
、
基
体
的
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史 

的
世
界
は
そ
の
意
味
で
は
無
底
的
で
あ
る
。
無
底
が
根
柢
と
な
っ
て
い 

る

の

が

歴

史

界

で

あ

る

。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
は
人
間
的
経
験
の
全 

体
と
し
て
の
性
格
と
い

う
も
の
があ
ら

わ

に

な

る
領
域
で
あ
る
。
矛
盾 

の
自
己
同
一と
い

う世
界
の
構
造
そ
の
も
の
が
全
；

i
t
s

に
露
出
す
る
と 

こ
ろ
が
宗
教
的
生
で
あ
る
。
世
界
は
宗
教
的
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と 

が
で
き
る
、
と
西
田
が
言
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
、
矛
盾 

の
自
己
同
一
は
そ
の
最
も
鋭
い
形
を
と
る
。
個

物

(

自
己)
と
一
般
者 

(

絶
対
者)

と
の
間
の
矛
盾
は
底
無
き
も

の

とな
り
、
両
者
の
統

一
も 

ま
た
底
無
き
も
の
と
な
る
。
絶
対
者
と
自
己
と
の
間
に
は
媒
介

i

s
 

す
る
何
も
の
も
無
い
。
結
合
す
る
も
の
が
無
い

と

い

う

こ

と

に

よ

っ

て
 

両
者
が
璧
ロ
す
る
と
こ

ろ

に宗
教
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。

西
田
の
最
晚
年
の
宗
教
論
は
、
宗
教
的
生
と
い
う
も
の
に
固
有
な
論 

理

を「

逆
対
応」

と

い

う新
し
い
用
語
によ
っ

て

言
いあ
ら

わ

し

て

い

 

る
。
矛
盾
の
自
己
同
一
と

い

う弁
証
法
的
論
理
は
、
歴
史
的
世
界
の
す 

ベ
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
あ
て
は
ま
る
の
に
対
し
て
、
逆
対
応
は
宗
教 

の
領
域
に
の
み
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
は
絶_

盾
の
自
己
同
一
と
い
う 

関
係
の
極
致
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
の
自 

己
同
一
と
い
う
表
現
が
、
絶
対
者
と
人
間
と
の
関
係
を
い
わ
ば
そ
の
両 

項
、(

周
辺)

か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
逆
対
応
は
こ 

の
同
じ
関
係
をそ
れ
自

身(

中
心)

か
ら
捉
え
た
表
現
と
言
う
こ

と

が 

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
西
田
自
身
は
、
矛
盾
的
自
己
同

一

と
い 

う
概
念
と
逆
対
応
の
概
念
と
を
こ
の
よ
う
に
意

S
S
S

に
区
別
し
て
宗
教 

を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
同
じ
意
味
で
使
わ 

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
以
外
の
実
在
の
構
造 

に
対
し
て
は
逆
対
応
と
い
う
用
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
宗 

教
の
領
域
に
お
い
て
初
め
て
出
現
す
る
よ
う
な
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一 

と
い
う
事
態
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
す
ベ
て
の
宗
教
的
生
の
本
質
は
、
こ
の
逆
対
応
と
い 

う
事
態
に
あ
る
。
宗
教
は
人
間
と
絶
対
者
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ 

は
絶
対
に
結
び
つ
く

 

(

対
応
す
る

)

こ
と
の
不
可
能
な
両
者
が
、
結
び 

つ
か
な
い
ま
ま
で
結
び
つ
く
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。
人
間
と
神 

と
の
逆
対
応
と
は
対
応
と
い
う
も
の
の
或
る
特
殊
な
場
合
の
こ
と
で
は 

な
く
、
対
応
の
す
べ
て
の
可
能
性
が
す
っ
か
り
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に



起
る
対
応
のこ
と

で

あ

る

。
西
田
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
；

S
H
H

真
宗
で
言 

わ

れ

る信
仰
、
禅
仏
教
にお
け

る悟
り
や
見
性
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
の 

事
態
を「
自
己
の
転
換

」

と
言
う
。

「

見
と
言
ふ
の
は
、
自
己
の
転
換 

を
言
ふ

の

で

あ

る

。
入
信
と
言ふ
と
同
一
で

あ

る

。如
何
な
る
宗
教
に 

も
、
自
己
の
転
換
と
言
ふ

こ

と

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

即
ち
廻
心
と 

い

ふ

こ

と

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

が

な

け

れ

ば

教

で

は

な

い

」

。 

し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
自
己
の
転
換
は
、

わ

れ

わ

れ

の自
己
の
内
部
か 

ら
起
る

の

では
な
く
、
自
己
そ
の
も
の
の
根
源
か
ら
起
る
ゆ
え
に
、
い 

か

な

る意
味
で
も
自
力
で
は
な

い

。信
仰
と
は
神ま
た

は仏
の
呼
声
と 

い
う
他
力
の
経
験
で
あ

る

。悟
り
や
見
性
と
い
え
ど
も
そ
う
い
う

_

 

を
も

つ

と西
田
は
考
え
てい
る

。

「

元
来
、
自
力
的
宗
教
と
言
ふ
も
の 

が
あ

る

べ

き

で

は

な

い

。

そ

れ

こ

そ

矛
盾
概
念
であ
る」

。

西
田

の
逆 

対
応
の
概
念
は
、
す
べ
て
の
宗
教
経
験
の
核
心
を
な
す
と
こ
ろ
の
自
己 

の
転
換
と
い
う
出_

の
こ
の
よ
う
な
#
^
を
哲
学
的
に
霞
成
し
よ 

う
と
する
試
み
で
あ
る
。

逆
対
応
は1

つ
の
関
係
概
念
で
あ
る
。
西
田
は
逆
対
芯
を
第
一
に
、 

絶
対
者
の
自
己
関
係
の
中
に
発
見
し
、
第
二
に
人
間
と
絶
対
者
と
の
関 

係
の
中
に
発
見
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
の
逆
対
応
が
第
二
の
逆
対
応 

の
根
柢
であ
る

こ

と

を明
ら
か
に
し
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
絶
対 

者
は
相
対
者
と
た
ん
に
対
立
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
絶
対
者
が 

相
対
者
を
自
分
の
外
に
持
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
絶
対
者
は 

1

つ
の
相
対
者
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
対
立
す
る 

何
も
の
も
持
た
な
い
と

い

うも
の
も

ま

た真
の
絶
対
者
と
は
言
え
な
い
。 た

ん
に
対
を
絶
し
た
も
の
は
、
何
物
で
も
な
く
、
た
ん
な
る
無
に
す
ぎ 

な
い
、
と
西
田
は
言
う
。
神
秘
主
義
の
立
場
に
お
け
る
神
性

(gcjtthe 

I
t
)

は
、
こ
の
意
味
で
西
田
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
対
立 

者
を
持
っ
て
も
持
た
な
く
と
も
絶
対
者
の
概
念
は
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
。 

こ
こ
に
絶
対
者
の
自
己
矛
盾
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
西
田
の
弁
証
法
的 

思
惟
は
こ
'の
自
己
矛
盾
を
絶
対
者
の
本
来
的
な
内
容
と
し
て
積
極
的
に 

肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
者
は
何
も
の
に
も
対
さ
な
い
の
で
は
な
く
、 

無
に
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
に
対
す
る
と
は
、
絶
対
者
は
自
己
の 

中
に
自
己
否
定
を
ふ
く
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
者
の
自
己
同
一 

(

対
応)

は
自
己
否
定
を
く
ぐ
っ
て
回
復
さ
れ
た
自
己
同
一
で
あ
る
。

神
は
神
で
な
い
故
に
神
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
絶
対
者
は
逆
対
応
的
一 

に
自
己
自
身
に
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
田
の
つ
ぎ
の
文
章
は
こ
の
以 

よ
う
な
事
態
を
最
も
よ
く
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

「

神

は

絶

対

の

自一
 

己
否
定
と
し
て
、
逆
対
芯
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

^

^
の
有
で
あ
る

」

。 

「

絶
対
は
何
処
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

」

。

こ
こ
か
ら
西
田
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
神
学
で
言
わ
れ
る

r

最 

高
完
全
者

」

と
い
う
超
越
神
の
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
霊
上
の

i

 

と
し
て
の
宗
教
経
験
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
対
象
論
理
に
よ
っ
て 

考
え
ら
れ
た
神
だ
と
批
判
す
る
。
最
高
完
全
者
と
し
て
の
神
は
、
た
ん 

に
神
の
無
い
世
界
、
い
わ
ゆ
る
自
然
の
世
界
を
自
己
否
定
的
に
包
め
る



か

も

し

れな
い
か
、
神
に
反
抗
す
る
世
界
、
悪
魔
的
世
界
を
包
む
こ
と 

は
で
きな
い

。同
様
に
ま
た
、
た
ん
に
悪
に
対
し
て
こ
れ
を
克
服
す
る 

た
め
に
戦
う
君
主
的
な
神
も
依
然
と
し
て
相
対
的
で
あ
る
。
自
己
否
定 

が
ま
だ
そ
の
極
限
に
ま
で
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は 

哲
学
者
や
神̂
?
！
の
神
で
は
な
く
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
そ
の
一
人
子
ィ
サ 

ク
の
犠
牲
を
求
め
た
神
、
人
格
そ
の
も
の
の
否
定
を
求
め
た
神
に
、
真 

の
絶
対
者
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
。
西
田
は
書
い
て
い
る
。

「

真
に
絶 

対
的
な
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
言
う
こ

と

がで
き
る」

。r

絶
対
の
神
は
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
ぺ
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

」

。「

絶
対
者
は
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
包
む 

も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
何
処
ま
で
も
背
く
我
々
の
自
己
を
、
逃
げ
る 

我
々
の
自
己
を
、
何
処
ま
で
も
追
ひ
、
之
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
即
ち 

無
限
の
慈
悲
で
あ
る

」

。
西
田
の
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
伝
統
的
キ
リ
ス 

ト
教
の
中
で
通
用
し
て
来
た
神
観
を
解
体
し
て
、
絶
対
者
を
そ
の
あ
る 

ベ
き
本
質
へ
向
つ
て
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
哲
学
的
挑
戦
の
姿
勢
を
示 

し
て
い
る
。
そ
れ
は
特
定
の
宗
教
や
宗
派
の
絶
対
者
の
理
解
を
真
理
と 

し
て
前
提
し
た
上
で
の
思
惟
で
な
い

こ

と

は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か 

し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ

こ

で

描
か
れ
た
絶
対
者
の
構
造
は
、
浄 

土
真
宗
に
お
け
る
仏
に
最
も
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
の
文
章
が 

>
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一

と

く

に

そ

の

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

さ
て
逆
対
応
は
第
一

一

に
絶
対
者
に
対
す
る
と
き
の
人
間
の
あ
り
方
で 

あ
る
。
西
田
は
宗
教
を
と

り

わ

け道
徳
か
ら
峻
別
す
る
こ
と
に
力
を
そ 

そ
い
で
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
宗
教
的
関
係
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己 

が
い
か
に
し
て
神
や
仏
に
近
づ
き
、
神
や
仏
に
成
る
か
と
い
う
よ
う
な 

問
題
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
種
類
の
関
係
は
不
完
全
な
も
の
と
完
全
な 

も
の
と
の
関
係
、
即
ち
相
対
的
な
関
係
で
あ
る
。
両
者
の
間
の
距
離
が 

無
限
で
あ
っ
て
も
な
お
両
者
は
同

一

方
向
に
向
い
、
同

一

線
上
に
お
い 

て
連
続
し
て
い
る
。
そ
れ
は
道
徳
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
。
宗
教
は 

相
対
者
と
絶
対
者
と
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
の
間
は
絶
対
の
非
連
続
で 

あ
る
。「

人
間
よ
り
神
へ
行
く
途
は
絶
対
に
な
い

」

。
人

間

と

禁

者

と

I 

の
間
のこ
の

よ

う

な絶
対
の
非
連
続
を
い
か
に
し
て
越
え
る
か
、
と

い
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う
の
が
宗
教
の
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
證
は
こ
の
課
署

M

っ
一 

て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ど
ん
な
に
こ
の
課
題
か
ら
離
れ
よ
う 

と

し

て

も

、

こ

の
課
題
は
わ
れ
わ
れ
を
離
れ
な
い
。

そ

こ

に自
己
と
い 

う
も
の
の
存
在
理
由
が
あ

る

か

らで
あ
る
。
相
対
者
は
い
か
に
し
て
絶 

対
者
に
対
す
る
か
。

「

相
対
が
絶
対
に
対
す
る
と
言
う
時
、

そ

こ

に死
が
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
我
々
の
自
己
は
、
唯
、
死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に 

接
す
る
の
であ
る」

。

こ

こ

で言
わ
れ
て
い
る

「

死」

と

は

も

ち

ろ

ん
 

肉
体
的
な
死
の
こ
と
で
は
な
く
、
絶
対
者
に
対
し
た
と
き
の
わ
れ
わ
れ 

の
自
己
のあ
り

方

、す
な
わ
ち
自
己
否
定
を
意
味
す
る
。
西
田
は

こ
こ



で
言
う
死
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「

相
対
的
な
る
も
の
が
、 

絶
対
的
な
る
も
の
に
対
す
る
と
言
ふ
こ
と
が
、
死
で
あ
る
。
我
々
の
自 

己
が
神
に
対
す
る
時
に
、
死
で
あ
る

」

。
そ
れ
は
生
と
相
対
的
な
死
で 

は
な
く
、
絶
対
的
な
死
、
自
己
の
永
遠
の
死
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
己 

の
こ
の
よ
う
な
永
遠
の
死
は
、
自
覚
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
絶
対 

者
に
面
し
て
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
と
き
は
じ
め
て
、 

わ
れ
わ
れ
は
真
の
自
覚
に
達
す
る
と
西
田
は
言
う
。
そ
の
ロ
の
自
覚 

と
は
、
自
己
が
自
己
を
知
る
と

い

う反
省
的
理
性
の
は
た
ら
き
で
は
な 

い
。
自
己
の
内
部
で
の
関
係
で
は
な
く
、
自
己
そ
の
も
の
の
根
源
と
自 

己
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
そ
の
も
の
の
根
源
と
い
う
も
の 

を
省
み
る
力
は
自
己
の
内
部
に
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
、
自
己
が 

自
己
の
力
を
放
棄
す
る
と
い
う
自
己
否
定
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。 

こ
こ
で
の
自
覚
と
は

「

自
己
の
根
源
に
対
し
て
自
己
自
身
を
投
げ
出
す
、 

自
己
自
身
を
棄
て
る

」

と

い

うこ
と
で
あ
る
。
自
己
否
定
と
は
自
己
の 

絶
対
的
転
換
を
意
味
す
る
。

四

西
田
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
歴
史
的
宗
教
の
本
質
は
人
間
と
絶
対
者 

と
の
矛
盾
的
自
己
同

1

も
し
く
は
逆
対
応
に
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、 

現
実
の
歴
史
的
宗
教
は
こ
の
逆
対
応
の
原
理
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
実 

現
し
た
特
殊
な
場
合
で
あ
る
。
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

「

神
と
人
間
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
形
に
よ
つ
て
、
種
々
な
る
宗
教

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
何
れ
の
宗
教
も
、
限
定
せ
ら
れ
た
形 

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
入
な
き
を
え
な
い

」

。
種
々
の
宗
教
と
い
っ 

て
も
西
田
が
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教 

で
あ
る
。
そ
し
て
西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
宗
教
は
逆
対
応
と
い
う
宗 

教
の
超
時
間
的
な
本
質
が
歴
史
的
空
間
の
中
で
形
を
と
っ
た
一
一
大
類
型 

で
あ
る
。
そ
れ
は
逆
対
応
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
の
ち
が
い
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
、
外
に
空
間
的
に
、 

い
わ
ゆ
る
客
観
的
方
向
に
自
己
自
身
を
超
越
し
て
、
絶
対
者
の
自
己
表 

現
と
い
う
も
の
に
出
逢
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
本
質
的
な
諸
観
念
、 

創
造
、
原
罪
、
啓
示
、
信
仰
に
よ
る
義
務
、
終
末
論
な
ど
は
そ
の
こ
と 

を
示
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
間
と
神
と
の
こ
の
よ
う
な
一 

逆
対
応
の
形
を
西
田
は

「

超
越
的
内
在

」

と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
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教
は
、
自
己
が
時
間
面
的
に
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
方
向
に
自
己
を
超
え

一
 

て
、
超
越
者
に
出
逢
う
宗
教
で
あ
る
。
生
死
即
涅
槃
、
仏
の
悲
願
や
慈 

悲
、
無
明
生
死
や
業
な
ど
の
仏
教
の
根
本
諸
概
念
は
、
仏
教
の
立
場
が 

「

内
在
的
超
越

」

に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
西
田
は
言
う
。

し
か
し
西
田
は
こ
の
よ
う
に
両
類
型
を
区
別
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の 

内
の
単
に一

方
の
立
場
に
の
み
抽
象
的
に
立
つ
も
の
は
、
真
の
宗
教
で 

は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
西
田
の
こ
の
提
言
は
何
を
言
う
の
で
あ
ろ 

う
か
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
を
綜
合
し
た
、
そ
の
い
づ
れ
で 

も
な
い
第
三
の
宗
教
が
真
の
宗
教
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。 

そ
れ
は
西
田
が
何
よ
り
も
き
ら
っ
た
宗
教
の
哲
学
的
捏
造
だ
か
ら
で
あ 

る
。
西
田
の
言
葉
は
、
仏
教
の
側
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
の
側
に
お



い

て

も

、た
ん
に
そ
の
既
成
の
形
態
を
維
持
す

る

こ
と
に
満
足
し
て
は 

な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
将
来
に
向
っ
て
の
不
断
の
展
開
が
必
要
だ
と 

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
西
田
は
、
宗
教
の
こ
の
様
な 

将
来
の
可
能
性
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
的
内
在
の
方
向
よ
り
も
仏
教 

の
内
在
的
超
越
の
方
向
に
選
択
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「

我
々
は
何
処 

ま
で
も
内
へ
超
越
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
内
在
的
超
越
こ
そ
新
し 

い
文
化
へ
の
途
で
あ
る

」
。「

新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
は
、
内
在
的 

超
越
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
法
爾
的 

に
、
我
々
は
神
な
き
所
に
真
の
神
を
見
る
の
で
あ
る

」

。
科
学
文
化
を 

包
め
る
か
否
か
に
将
来
の
宗
教
の
可
能
性
が
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う 

の
が
西
田
の
考
え
方
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
西
田
は
こ
の
宗
教
論
に
お
い
て
も
、
至
真
宗
と
禅
仏
教 

と
の
相
違
点
よ
り
も
共
通
点
を
見
る
こ
と
に
力
を
そ
そ
い
で
い
る
。
そ 

れ
ゆ
え
宗
教
的
意
識
を
言
い
あ
ら
わ
す
仕
方
は
、
禅
仏
教
的
に
も

*

^
 

真
宗
的
に
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ 

て
西
田
は
同

1

の
事
態
を
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
自
己 

の
根
源
に
対
し
て
自
己
自
身
を
投
げ
出
す
、
自
己
自
身
を
棄
て
る

」 

「

自
己
が
自
己
の
根
源
に
徹
す
る

」
「

自
己
自
身
の
無
の
根
柢
を
、
罪
悪 

の
本
源
を
徹
見
す
る

」
「

自
己
の
根
源
を
照
ら
す
こ
と
、
省
み
る

こ

と」 

「

神
ま
た
は
仏
の
呼
声

」

。
と
り
わ
け
、
禅
宗
の

「

見
性
成
仏

」

と
い
う 

立
場
に
つ
い
て
、

「

見
と
言
ふ
の
は
、
自
己
の
転
換
を
言
う
の
で
あ
る
、 

§

入
信
と
言
ふ
と
同
一
で
あ
る

」

と
書
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
、

•
東
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教
に
お
け
る
自
力
と
他
力
と
い

う

既

成の
モ
デ
ル
はあ
ま

り̂q
g

で 

な
い
と
考
え
て
い
る
。

「

元
来
、
自
力
的
宗
教
と
言
ふ
も
の
が
あ
る
べ 

き
で
な
い
。
そ
れ
こ
そ
矛
盾
概
念
で
あ
る
。
仏
教
者
自
身
も
此
に
誤
っ 

て
居
る
。
自
力
他
力
と
言
ふ
も
、
禅
宗
と
言
ひ
、
$

真
宗
と
言

ひ

、 

大
乗
仏
教
と
し
て
、
固
、
同
じ
立
場
に
立
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
そ 

の
達
す
る
所
に
於
て
、
手
を
握
る
も
の
の
あ
る

こ

と

を思
は
ね
ば
な
ら 

な(

¥と
こ
ろ
が
西
田
は
、
こ
の
よ
う
に
禅
と
真
宗
と
の
共
通
点
を
述 

ベ
るI

方
、

真
宗
に
お
け
る
仏
と
人
間
と
の
逆
対
応
の
関
係
を
名 

号
の
構
造
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
。

「

仏
教
に
於
て
も
、
真
宗
に
於 

て
の
如
く
、
仏
は
名
號
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る
。
名
号
不
思
議
を
信
一 

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
言
ふ
。
絶
対
者
即
ち
仏
と
人
間
と
の

27 

非
連
続
の
連
続
、
即
ち
矛
盾
的
自
己
同
一
的
媒
介
は
、
表

現

に

よ

る

外

一
 

な
い
、
言
葉
に
よ
る
外
は
な
い
。
仏
の
絶
対
悲
願
を
表
す
も
の
は
、
名 

號
の
外
に
な
い
の
で
あ
る

」

。「

絶
対
者
と
人
間
と
の
何
慮
ま
で
も
逆
対 

応
的
な
る
関
係
は
、
唯
、
名
號
的
表
現
に
よ
る
の
外
に
な

f
」。

西
田
のこ
の
文
章
は
、

真
宗
の
立
場
の
核
心
を
極
め
て
正
確
に 

捉
え
て
い
る
。そ
れ

は*

真̂
宗
に
お
い
て
は
、
如
来
と
は
名
号
以
外 

で
は
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
如
来
と
は
観
想
の
対
象
と
し
て
の
無 

名
の
何
か
で
は
な
く
、
観
想
な
ど
の
到
底
不
可
能
な
罪
悪
深
重
の
凡
夫 

に

あ

ら

わ

れ

た
名
号
に
外
な
ら
な
い
と

い

う

のが
浄
土
真
宗
の
生
命
で 

あ
る
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る
人
間
の
救
済
と
は
、
言
語
無
き
境
へ
脱
出



せ
し
め
ら
れ
る
経
験
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
名
号
と

い

う一

つ
の
根
源 

的
な
言
語
に
出
逢
う
経
験
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
き
に
西
田
の
文 

章
は
そ
の
こ
と
を
見
逃
し
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
逆
対
応
の 

論
理
は
こ
の
よ
う
な
浄
土
真
宗
の
名
号
の
思
想
の
中
に
最
も
典
型
的
に 

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
西
田
の
真
意
で
あ
っ
た
の
で
は
な 

い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
晚
年
の
西
田
が
弟
子
た
ち
に
宛
て
た
つ
ぎ
の 

よ
う
な
手
紙
は
そ
の
こ
と
を
物
語
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

「

場
所
の
自 

己
限
定
は
我
々
の
個
に
対
し
偉
大
な
る
仏
の
表
現
、
切
な
る
救
の
呼
声 

で
す
。
故
に
我
々
は
仏
を
信
じ
そ
の
御
名
を
唱
ふ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救 

わ
れ
る
の
で
す
。
仏
を
||
ず
る
な
ど
言
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
観
ず

<
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る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
唯
の
名
号
を
唱
へ
る
の
で
あ
る

」

。 

「

場
所
の
論
理
は
観
ず
る
論
理
で
聖
道
門
だ
と
言
は
れ
る
さ
う
で
す
が
、 

表
現
す
る
も
の
と
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理 

こ
そ
、
そ
こ
か
ら
仏
の
呼
び
声
の
出
て
来
る
名
号
為
本
の
浄
土
宗
的
論 

理
と
存
じ
ま
す

」

。
こ
れ
ら
の
西
田
の
文
章
に
は
、
浄
土
真
宗
と
禅
仏 

教
と
の
共
通
性
に
満
足
す
る
以
上
の
こ
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
は 

な
か
ろ
う
か
。

要
す
る
に

f
S
r
H

真
宗
と
禅
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
西
田
の
叙
述 

に
は
或
る
種
の
不
透
明
な
部
分
が
の
こ
っ
て
い
る
。
西
田
は
仏
の
名
号 

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
浄
土
真
宗
を
彼
の
い
う
逆
対
応
の
た
ん
に 

一
つ
の
場
合
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
し
、
逆
対
応
の
最
も
徹
底 

さ
れ
た
場
合
と
し
て
捉
え
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。

す

く

な

く

と

も
西 

田
の
論
述
に
現
れ
た
か
ぎ
り
で
は
、
簡
単
に
そ
の
何
れ
と
も
決
め
て
し

ま

う

こ

と

は

困

難

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、
逆
対
応
の
原
理
に
つ
い
て
の
西
田
の
自
己
理
解
か 

ら
は
な
れ
て
、
逆
対
応
の
問
題
そ
の
も
の
を
考
え
る

こ

と

に努
め
る
な 

ら
ば
、
禅
の
立
場
と
浄
土
真
宗
の
立
場
と
の
あ
い
だ
の
異
同
を
さ
ら
に 

分
析
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
種
々
の
宗
教
は
人
間 

と
絶
対
者
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一

の
関
係
が
特
殊
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た 

場
合
だ
と
い
う
の
が
西
田
の
意
見
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
逆
対
応
が 

客
観
的
方
向
に
成
立
し
た
形
、
@

は
主
観
的
方
向
に
成
立
し
た
形
と 

し
て
捉
え
ら
れ
た
が
、
禅
の
立
場
と
浄
土
真
宗
の
立
場
と
の
あ
い
だ
に 

も
再
び
、
類
型
上
の
ち
が
い
が
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
西 

田
が
、
禅
の
見
性
や
悟
り
と
浄
土
真
宗
の
信
心
は
自
己
の
転
換
と
い
う
一 

点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
言
う
場
合
の
そ
の
転
換
そ
れ
自
身
の

28 

性
格
に
お
け
る
相
違
で
あ
る
。

 

一

見
性
や
悟
り
は
た
し
か
に
西
田
の
言
う
よ
う
に
対
象
的
に
仏
を
観
想 

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
根
源
に
対
し
て
自
己
の
向
き
が
転 

換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
事
態
は
、
自
己
が
自
己
の
根 

源
を
照
ら
す
こ
と
と
か
、
罪
悪
の
本
源
を
徹
見
す
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ 

て
い
る
。
自
己
自
身
の
本
源
を
見
る
力
や
光
を
対
象
的
に
考
え
ら
れ
た 

自

己(

西
田
の
い
わ
ゆ
る
対
象
論
理
の
立
場
で
考
え
ら
れ
た
自
己

)

の
能
力 

と
す
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ 

の
力
や
光
は
本
来
的
な
自
己
に
も
と
も
と
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ 

る
。
自
己
の
転
換
と
は
、
自
分
自
身
の
内
に
本
来
与
え
ら
れ
て
い
た
光 

(

仏
性)

が
自
己
を
照
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
転



換
は
、
闇
か
ら
光
へ
の
転
換
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
る
に
浄
土
真
宗
に
お
い
て
他
力

の
信
心
と
い
う
場
合
は
事
情
は 

ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。
信
心
は
た
し
か
に
自
己
の
転
換
で
は
あ
る
が
、 

そ
れ
は
自
己
の
内
に
も

も

と

も

と与
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
光
が
自 

己
自
身
の
内
か
ら
出
て
く
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
信
心
と
は
、
そ 

の
よ
う
な
光
が
自
己
自
身
の
内
に
は
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
絶
望
へ
の 

転
換
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
自
己
は
罪
悪
の
本
源
を
徹
見
す
る
と
い
う
よ 

う
な
力
を
す
こ
し
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
徹
見
で
き
な
い
か
ら
罪 

悪
の
凡
夫
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
己
の
内
に
は
何
ら
の
光
も
な
く
闇
が 

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
か
ら
闇
へ
の
転
換
な
の
で
あ
る
。
自
己 

は
救
わ
れ
が
た
き
無
明
と
罪
悪

の
凡
夫
と
し
て
自
覚
せ
し

め

ら

れ

る

。 

そ
し
てま
さ

し

くこ
の
転
換
が
同
時
に
闇
か
ら
光
へ
の
転
換
で
あ
る
。 

な
ぜ
な
ら
、こ
の

とき
自
己
は
無
明
の
凡
夫
を
凡
夫
の
ま
ま
で
救
い
と 

る
如
来
の
光
に
出
逢
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
信
心
と
い
う
形
で
の 

転
換
は
、
見
性
や
悟
り
の
よ
う
に
闇
か
ら
光
へ
と
い
う
単
純
態
で
は
な 

い
。
信
心
に
与
え
ら
れ
る
光
は
、
た
ん
に
闇
を
消
す
光
で
は
な
く
、
闇 

を
闇
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
光
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
光
は
、
悟
り 

の
場
合
の
よ
う
に
自
己_

の
面
目
と
し
て
自
己
の
内
か
ら
出
て
く
る 

も
の
で
は
な
い
。
自
己
の
内
部
は
依
然
と
し
て
闇
黒
で
あ
る
。
そ
の
闇 

黒
が
闇
黒
と
し
て
知
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
光
と
の
出
逢 

い
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
で
も
な
お
自
己
本
来
の
面
目
と
い
う 

こ

と

を言
う
と

し

た

ら

、救
わ
れ
が
た
き
凡
夫
と
い
う
こ

と

がそ
れ
で 

»

»

s

<

$

»

»

s

$

»

s

«

$

>

s

«

«

« 

•

東
西
宗
教
交
流
学
会
報
告

〈

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
凡
夫
が
凡
夫
の
立
場
を
抜 

け
出
て
仏
性
を
悟
る
と
い
う
立
場
は
か
え
っ
て
不
真
実
な
の
で
あ
る_

。

救
わ
れ
が
た
き
凡
夫
が
救
わ
れ
が
た
き
凡
夫
の
ま
ま
で
如
来
の
大
悲 

に
救
わ
れ
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
、
西
田
の
い
う
逆
対
応
の
論
理
は 

そ
の
極
点
に
達
す
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
根
源
を
見 

る
と
か
照
ら
す
と
か
い
う
自
力
の
立
場
が
崩
れ
た

と

こ

ろ

に初
め
て
出 

現
す
る
事
態
だ
か
ら
で
あ
る
。

「

見」

が
つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
な
い
仏 

と
人
間
と
の
間
の
非
連
続
を
つ
な
ぐ
こ
と
の
で

き

る
も
の
は
名
号
の
不 

思
議
以
外
に
は
な
い
。
西
田
の
論
理
は
禅
の
見
性
と
？

&
+
1

真
宗
の
信
心 

と
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
西
田
の
言
葉 

の
肉
声
は
論
理
以
前
の
と
こ
ろ
で
、
両
者
の
相
違
を
捉
え
且
つ
表
現
し 

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註

(

1)
『

西
田
幾
多
郎
全
集

J

第I

卷
四
〇
七
頁
以
下

(

2)

た
と
え
ば

『

一
般
者
の
自
覚
的
体
系

』
(

一
さ
ー
れ
年

)

の
頃
の
論
文 

で
は
、
宗
教
と
は
絶
対
無
の
意
識
で
あ
る
と
さ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言 

わ
れ
て
い
る
。

「

真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ
に
我
も 

な
け
れ
ば
神
も
な
い
。
而
も
そ
れ
は
絶
対
無
な
る
が
故
に
、
山
は
是
山
、 

水
は
是
水
、
有
な
る
も
の
は
有
る
が
烬
に
有
る
の
で
あ
る

」
(

V 

•

1

八
一I)。

(

3)
高
坂
正
顕

『

西
田
幾
多
郎
と
和
辻
哲
郎

』

fr
'li
社 
一
一二
べ

ー

ジ

。
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討論⑶
大
峯
顕
発
表
に
つ
い
て

討
議
者
武
田
龍
精

大
峰
顕
氏「

西
田
哲
学
と
浄
土
真
宗

」
へ
の
リ
ス
ポ
ン
ス

討
議
者
武
田
龍
精

同
一
宗
派
に
属
す
る
宗
教
者
同
志
に
よ
る
宗

f

話
の
難
し
さ
を
私 

は
つ
く
づ
く
痛
感
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
者
の
か
た
が
た
と
対
話
を
す
る 

と

き

のほ
う
が
ど
れ
ほ
ど
和
や
か
に
進
行
で
き
、
ま
た
、
多
く
の
こ
と 

を
学
び
う
る
こ
と
が
で
き
る
か
計
り
知
れ
な
い
。

ハ
ー
ヴ
ィ
ー

•
コ
ッ 

ク
ス
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
以
前
か
ら
同
一
宗
教
内
部
で 

の
対
話
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
強
調
し
て
き
た
。
同
一
信
仰
者
の 

あ
い
だ
で
真
に
対
話
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
他 

宗
教
の
か
た
が
た
と
の
対
話
が
お
こ
な
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
対
話
と
は 

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
河
合
隼
雄
氏
が
い
み
じ
く
も

『

宗
教
と
科
学
の

司会者田中

 

裕

I

対
話』

の
な
か
で「

対
話
の
条
件

」

に
つ
い
て
、
そ
の
第
四
の
条
件
と
一 

し

て「

話
の
内
容
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
互
い
に
関
係
を
切
ら

35 

な
い」

こ

と

を掲
げ
てい
る

よ

うに
、「

話
に
な
ら
な
い

」

と
対
話
の
一 

相
手
の
主
張
を
裁
断
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
も
は
や
対
話
は
成
り
立
た 

な
ぃ
。

と

こ

ろ

で

、私
の
リ

ス

ポ

ン

ス

は
次
の
五項
目

にわ
け
るこ
と

が

で 

き
る
。
第
一
に
、そ
も

そ

も西
田
哲
学
を
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
て 

い
る
世
界
宗
教
対
話
と
い
う
き
わ
め
て
神
学
的
哲
学
的
営
み
の

フ

レ

ィ 

ム

ヮ
ー
ク
の
な
か
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
い
か
な
る
特 

質
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
か
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
宗 

教
対
話
に
対
し
て
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
創
造
的
意
義
を
え
う
る
の
で
あ 

る
か
、
と
い
う
総
体
的
課
題
で
あ
る
。
大
峰
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、 

二
重
の
問
い
を
含
む
と
い
う
。

「

一
つ
は
西
田
の
自
己
理
解
の
う
ち
に



現
れ
て
い
る
限
り
で
の
浄
土
真

{
!不
で
あ
り
、
も
う

I

つ
は
、
西
田
の
こ 

の
よ
う
な
自
己
理
解
と
浄
土
真
宗
そ
れ
自
身
と
の
関
係
で
あ
る
。

」

実 

は
拙
著『
親
紫
$

教
と
西
田
哲
学

』

の
な
か
で
私
が
課
題
の
ひ
と
つ 

と
し
て
設
定
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
両
者
の
吟
味
で
あ
っ
た
。
親
鸞
と
西 

田
哲
学
を
敬
う
場
合
、
両
者
の
区
別
と
関
係
と
は
常
に
考
慮
に
い
れ
て 

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
側
面
が
考
察
の
射
程
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ 

ば
、
真
剣
に
親
紫
と
西
田
哲
学
と
は
切
り
結
ば
な
い
。
そ
れ
は
西
田
幾 

多
郎
と
い
う
人
間
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
れ
が
歩
ん
だ
七
十
六
年
間
の 

人
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
て
く
る
西
田
哲
学 

の
主
人
公
は
、
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
で
は
な
く
、
凡
夫
西
田
幾
多
郎
で 

あ
る
。
そ
れ
は
、
若
く
し
て
妻
が
義
父
と
折
り
合
わ
ず
実
家
に
帰
っ
て 

し

ま

いひ
と
り
取
り
残
さ
れ
た
夫
西
田
幾
多
郎
で
あ
り
、

つ
ぎ
つ
ぎ
と 

病
魔
に
よ
っ
て
多
く
の
最
愛
の
子
女
を
失
い
悲
嘆
と
絶
望
に
煩
悶
す
る 

呆
然
自
失
の
父
親
西
田
幾
多
郎
で
あ
り
、
妻
子
の
扶
養
の
た
め
に
自
分 

の
健
康
管
理

(

ど
れ
ほ
ど
禁
煙
に
苦
し
ん
だ

こ

と

か

)

と
、
親
と
し
て
の 

任
務
、
ま
た
人
間
と
し
て
の
使
命
な
ど
に
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
り
な
が
ら 

取
り
組
も
う
と
し
た
西
田
幾
多
郎
で
あ
る
。
彼
れ
が
詠
っ
た
沢
山
の
和 

歌
に
は
か
か
る
西
田
幾
多
郎
の
心
理
的
内
奥
が
彷
彿
と
し
て
感
得
さ
れ 

る
。
と
か
く
、
禅
者
西
田
幾
多
郎
あ
る
い
は
哲
人
西
田
幾
多
郎
の
み
が 

学
問
的
に
は
問
わ
れ
、
i

の
生
活
苦
に
喘
ぐ
凡
夫
西
田
幾
多
郎
は
し 

ば
し
ば
過
小
評
価
さ
れ
軽
視
さ
れ
て
き
た
。

第
二
に
は
、
特
に
宗
教
対
話
と
い
う
さ
し
あ
た
っ
て
の
わ
れ
わ
れ
の

関
心
事
に
も
っ
と
も
直
接
的
に
か
か
わ
る
事
柄
は
、
西
田
が
仏
教
と
キ 

リ
ス
ト
教
と
の
対
比
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ 

る
。
講

議「

宗
教
学」

の
な
か
で
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
根
本
的 

相
違
は
世
界
超
克
の
概
念
の
相
違
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う 

に
述
べ
て
い
る

(

以
下
の
引
用
は

『

西
田
幾
多
郎
全
集

』

岩
波
f

に
よ
る。

)

基
督
教
で
は
世
界
超
克
は
世
界
を
逃
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
道
徳 

的
意
識
の
内
容
や
要
求
よ
り
逃
れ
る
事
で
は
な
く
、
人
間
の
心
か 

ら
神
の
意
志
へ
直
接
的
に
関
係
し
、
そ
れ
に
対
し
態
度
を
決
め
る 

こ
と
で
あ
る
。
仏
教
に
て
は
こ
れ
等
の
も
の
も
脱
せ
ん
と
す
る
の 

で
あ
る
。

(

十
五
、29)

ま
た
、「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

」

に
お
い
て
、
我
々
の
自 

己
と
絶
対
者
と
が
接
す
る
方
向
の
相
違
せ
る

一
I

形

態

と

し

て

：
^

と
キ 

リ
ス
ト
教と
の
相
違
が
思
惟
せ
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、 

我
々
の
自
己
は
外
に
空
間
的
客
観
的
方
向
に
、
我
々
の
自
己
を
越
え
て 

自
己
自
身
を
表
現
す
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
、
時
間
面
的
自
己
限 

定
の
方
向
に
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
方
向
に
、
我
々
の
自
己
を
越
え
て
超 

越
的
絶
対
者
に
接
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
西
田
はこ
う

し

た仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
違
を
単
に
指 

摘
す
る
こ
と
だ
け
で
事
足
れ
り
と
し
な
い
。
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と 

の
関
係
に
お
い
て
、
以
上
の
如
き
相
反
す
る
方
向
が
歴
史
的
に
は
展
開 

し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
ど
ち
ら
か

1

方
の
み
に
抽
象
的
に
立
と - 3 6  —



う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
両
方
と
も
真
の
宗
教
と
は
言
え
な
い
。
西 

田
の
次
の
言
葉
は
宗
教
対
話
者
に
と
っ
て
こ
こ
ろ
に
と
ど
め
て
お
く
べ 

き
で
あ
ろ
う
。

私
は
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
相
反
す
る
両 

方
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
ふ
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
的 

な
も
の
と
、
仏
教
的
な
も
の
と
の

一

一
種
の
宗
教
が
成
立
す
る
の
で 

あ
る
。
併
し
抽
象
的
に
単
に
そ
の
一
方
の
立
場
に
の
み
立
つ
も
の 

は
、
真
の
宗
教
で
は
な
い
。

(

十
ー
、
榻

)

し
か
し
、
我
々
は
、
西
田
が
こ
こ
で
大
乗
仏
教
へ
の
批
判
を
打
ち
出 

し
て
い
る
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
仏
教
は
確
か
に
か
か
る
我

 々

の
自
己
の
深
淵
に
徹
到
し
え
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
、
だ
が
、
宗
教
的 

真
理
と
し
て
は
如
何
に
深
く
あ
ろ
う
と
も
、
出
世
間
と
世
間
と
の
相
即 

を
め
ざ
し
つ
つ
も
や
は
り
出
世
間
的
方
向
に
究
竟
的
真
理
を
見
据
え
そ 

こ
に
向
か
う
傾
向
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
源
泉
を
印
度
に
発
し
た
仏
教
は
、
宗
教
的
真
理
と
し
て
は
、 

深
遠
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
出
離
的
た
る
を
免
れ
な
い
。
大
乗
仏 

.教
と
云
へ
ど
も
、
真
に
現
実
的
に
至
ら
な
か
っ
た
。

(

十
一
、
况

)

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
引
続
き
日
本
仏
教
、
特
に
親
鸞
の
自
然
法
爾
に
ま

^

«

«

«

«

<

5

)

»

s

(

«

«

«

y

)

»

\ 

•

東
西
宗
教
交
流
学
会
報
告

〈

一

で
言
及
し
て
、

日
本
仏
教
に
於
て
は
、
親
鸞
聖
人
の
義
な
き
を
義
と
す
と
か
、
自 

然
法
爾
と
か
云
ふ
所
に
、
日
本
精
神
的
に
現
実
即
絶
対
と
し
て
、 

絶
対
の
否
定
即
肯
定
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
が
、
従
来
は
そ
れ 

が
積
極
的
に
把
握
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
単
に
絶
対
的
受
働
と
か
、

単
に
非
合
理
的
に
無
分
別
と
か
の
み
解
せ
ら
れ
て
居
る
。

(

同)

と
、
未
だ
な
お
積
極
的
理
解
の
分
な
る
こ
と
を
歎
じ
て
い
る
。
仏 

教
が
新
し
き
時
代
に
貢
献
す
べ
き
も
の
は
何
か
、
西
田
は
こ
れ
に
答
え 

て
次
の
如
く
言
ぅ
。
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今
日
の
世
界
史
的
立
場
に
立
っ
て
、
仏
教
か
ら
新
し
き
時
代
へ
貢
一 

献
す
べ
き
も
の
が
な
い
の
で
あ

ら

ぅか
。
但
、
従
来
の
如
き
因
襲 

的
仏
教
に
て
は
、
過
去
の
遺
物
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
普
遍
的
宗
教 

と
云
っ
て
も
、
歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
既
成
宗
教
で
あ
る
か
ぎ 

り
、
そ
れ
を
形
成
し
た
民
族
の
時
と
場
所
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ 

れ
の
特
殊
性
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
れ
も
宗
教
と 

し
て
の
本
質
を
具
し
な
が
ら
も
、
長
所
と
短
所
と
の
あ
る
こ
と
は 

己
む
を
得
な
い
。
唯
、
私
は
将
来
の
宗
教
と
し
て
は
、
超
越
的
内 

在
よ
り
内
在
的
超
越
の
方
向
に
あ
る
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
。

(

十 i

、
46
2—

46
3)

4 

4



第
三
に
取
り
上
げ
た
い
点
は
、
西
田
哲
学
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。 

西
田
自
身
が
批
判
に
対
し
て
応
答
し
た

I

I
里
美
のf

意
識
現
象
の
事 

実
と
そ
の
意
味

j

は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
i

が
、
い

ま

だ

一一
十 

六
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
り
な
が
ら
、

「

強
靭
に
し
て
銳
利
な
思
考
力
と 

周
到
な
理
解
力

」
で
も
っ
て
、
出
版
翌
年
に

「

善
の
研
カ
な
を
銳
く
批 

判
し
た
。
そ
れ
は
五
項
目
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
た
。
は
じ
め
の
四
項
目 

は
、「

純
枠
経
験

J

に
関
し
て
で
あ
り
、
第
五
に
は
、
彼
自
身
の
立
場 

で
も
あ
るr

i
現
象
の_

と
意
味
と
の
関
係

」

を
論
じ
西
田
の
立 

場
に
^K

n

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
も
た
だ
ち
に 

「

震

(

里
美)

文
1

の
拙
著r

善
の
研
究

』

に
対
す
る
批
評
に
答 

ふ」
(

大
正
元
年
八
月

)
(

l
、
29
9

l

w

)
を
公
に
し
も
っ
て
批
判
に
応 

じ
て
い
るo

し
か
し
、
西
田
哲
学
批
判
の
な
か
で
も
、
私
に
と
っ
て
重
大
で
意
義 

深

い
批
判
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
三
木
清

が「

西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い 

て——

問
者
に
答
へ
る

——
J 

(『

思
想』

一
九三
六
年
一
月
号

)

の

終

わ
 

り
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
だ
が
、
三
木
に
よ 

る
批
判
は
単
に
西
田
哲
学
を
非
難
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
否
、 

逆
に
、
西
田
哲
学
の
深
義
を
究
め
認
め
た
う
え
に
さ
ら
に
積
極
的
に
展 

開
さ
せ
よ
う
と
す
る
示
唆
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

西
田
哲
学
に
於
て
は
従
来
主
と
し
て
論
理
、
し
か
も
そ
の
基
本
的 

な
形
式
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
具
：

a
s

な
個
 々

の
問
題
に
適
用
し
、
拡
張
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の 際

は
そ
の
不
十
分
な
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。 

た
だ
立
場
だ
け
を
議
論
し
て
い
て
は
、
結
局
抽
象
論
に
終
わ
る
こ 

と
を
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。

(

中
略)

西
田
哲
学
は
現
在
が
現
在 

を
限
定
す
る
永
連
の
今
の
自
己
限
定
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て
お 

り
、
そ
の
た
め
に
実
践
的
な
時
間
性
の
立
場
、
従
っ
て
過
程
的
弁 

証
法
の
意
味
が
弱
め
ら
れ
て
い
は
し
な
い
か
と
思
う
。
行
為
の
立 

場
に
立
つ
西
田
哲
学
が
な
お
観
想
的
で
あ
る
と
批
評
さ
れ
る
の
も
、 

そ
れ
に
基
づ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

r

具
体
的
な
個
々
の1

に
適
用」

す
べ
き
で
あ
る
と
三
木
は
言
う
。 

私
が
親*
浄
土
教
を
西
田
哲
学
に
基
づ
い
て
再

i

し
よ
う
と
す
る
試一
 

み
も
そ
の
よ
う
な
適
用
の
一
例
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

、

38 

西
田
哲
学
に
は

「

実
践
的
な

1
®

性
の
立
場

」

が
弱
め
ら
れ
る
傾
向
の
一 

あ
る
こ

と

が：
^

さ
れ
て
い
る
が
、
私
も
以
前
論
じ
た

こ

と

が

ある
が
、

西
田
哲
学
を
ホ
ワ
ィ
ト
へ
ッ
ド
哲
学
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
か 

る
は
さ
ら
に
一
層
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
西
田
に
よ
る
宗
教
家
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
次 

な
る
西
田
が
投
じ
た
宗
教
家
批
判
は
、_

社
会
に
も

そ

の

ま

ま当
て 

は
め
て
も
そ
れ
が
持
つ
意
味
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

今
の
宗
教
を
罪
す
る
も
の
は
宗
教
家
な
る
の
み
。

f

の
多
く
は 

自
ら
入
生
問
題
に
撞
着
し
て
刻
幕
励
遂
に
自
己
£

ホ
教
に
由
り 

之
が
解
釈
を
得
た
る
に
あ
ら
ず
、
宗
教
伝
道
を
ば
恰
も

一

職
業
の



如
く
に
考
へ
之
が
説
教
に
必
要
な
る
知
識
を
学
得
せ
る
の
み
。
自 

己
に
宗
教
的
経
歴
な
く
、
乃
ち
能
く
教
祖
が
真
意
の
所
在
を
洞
察 

し
得
ず
、
徒
ら
に
死
せ
る
形
式
を
尊
信
し
て
己
が
宗
教
の
本
意
と 

な
す
、
か
く
の
如
く
に
し
て
生
け
る
宗
教
を
伝
へ
ん
と
欲
す
豈
難 

か
ら
ず
や
。

(

十
三
、
昍

)

さ
ら
に
、
ま
さ
に
あ
た
か
も
最
後
の
止
め
を
刺
す
ご
と
く
、
い
か
に
真 

の
僧
侶
、
真
の
宣
教
師
が
こ
の
世
に
現
出
し
難
い
か
、
ほ
ん
も
の
の
宗 

教
的
信
の
獲
得
が
い
か
に
難
中
の
難
な
る
か
、
を
論
じ
て
閣
筆
さ
れ
て 

い
る
。余

は
今
の
宗
教
家
に
望
む
、
人
を
救
は
ん
よ
り
は
先
づ
自
己
を
救 

へ
よ
、
己
信
ぜ
ず
し
て
人
を
信
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
豈
大
胆
な
ら
ず 

や
、
耶
蘇
教
宣i

は
神
学
を
研
究
せ
ん
よ
り
は
"
先
づ
誠
心
誠 

意
自
己
が
日
常
の
心
を
反
省
し
て
果
し
て
能
く
基
督
の
真
意
に
合 

ふ
か
否
や
を
研
究
せ
よ
。
仏
教
の
僧
侶
は
梵
語
や
哲
学
を
研
究
せ 

ん
よ
り
は
、
深
く
顧
み
て
称
名
念
仏
の
為
に
自
己
が
一
身
を
犠
牲 

に
し
ぅ
る
や
否
や
を
検
せ
よ
。

(

略)

余
聞
く
近
代
浄
土
の
一
僧 

あ
り
眼
に
 

一
丁
字
を
解
せ
ず
と
雖
、
信
心
堅
固
単
に
称
名
念
仏
の 

声
に
由
り
て
人
を
化
度
せ
し
こ
と
数
を
知
ら
ず
と
。
宗
教
家
た
る 

者
須
ら
く
這
般
の
気
概
な
か
る
べ
か
ら
ず
。

(

十
三
、
財

)

^

•

東
西
宗
教
交̂
^

報̂

告〈

一

仏
教
の
僧
侶
と
呼
ば
れ
る
者
が
、
梵
語
や
哲
学
な
ど
を
学
せ
ん
よ
り 

は
、
先
ず
、
己
れ
み
ず
か
ら
の
心
底
を
静
か
に
内
省
し
、

「

称
名
念
仏 

の
為
に
自
己
が
一
身
を
犠
牲
に
し
う
る
や
否
や

」

を
自
問
し
、
検
せ
よ
、 

と
言
う
。

「

検
せ
よ」

と
は
、一

切
の
虚
偽
も
許
さ
れ
な
い
自
己
の
最 

深
底
に
ひ
び
く
声
な
き
声
を
聞
け
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

1

体
、 

誰
が
、
か
く
言
う
西
田
の
称
名
念
仏
へ
の
姿
勢
を
も
っ
て
、
禅
的
理
解 

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
な
お
も
非
難
で
き
よ
う
か
。

ま
た
、
七
月
一
一
十
六
日
の
日
記
に
は
、

「

今
日
も
休
講
な
り
、
又
独 

参
も
な
し
。
終
日
響
応
と
か
に
て
僧
供
旨
い
物
食
ふ
て
遊
ぶ
な
り
。
朝 

は
大
部
勉
強
す
。
夜
は
一
渓
和
尚
と
雑
談
せ
り
。
今
日
の
僧
侶
は

つ
ま 

ら
ぬ
も
の
な
り
。
修
行
何
の
功
あ
る
。

」
(

十
七
、11
8)

と
西
田
は
世
俗 

に
流
さ
れ
て
い
る
僧
侶
を
厳
し
く
正
視
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
西
田
に
お
け
る
禅
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、 

「

自
己」

そ
の
も
の
が
大
な
る
疑
問
と
化
し
、
単
な
る
哲
学
的
知
識
の 

対
象
と
は
も
は
や
な
り
得
な
い
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状 

況
に
差
し
掛
け
ら
れ
、
日
常
的
虚
構
的
自
己
が
音
を
立
て
て
崩
壊
し
た 

極
限
的
場
に
お
い
て
両
者
の
営
み
は
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
禅 

は
何
処
ま
で
も
分
別
的
思
惟
を
超
離
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す 

る
行
道
で
あ
り
、
己
事
究
明
の
徹
底
を
求
め
て
行
く
立
場
で
あ
る
。

西
&

は
明
治
三
十
五
年
の
日
記
の
卷
末
の
扉
に
次
の
よ
う
な
句
を
書 

き
留
め
て
い
る

「

参

禅
以
明
大
道
学
問
以
開
真
智
以
道
為
体
以 

学
問
為
四
肢

」
(

十
七
、
的

)

大
道
を
明
か
す
参
禅
の
行
道
を
体
と
し
、

— 39 —



真
智
を
開
く
学
問
の
業
を
四
肢
と
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
禅
道
が
何 

処
ま
で
も
体
で
あ
り
、
学
問
は
そ
の
体
の
四
肢
で
あ
っ
て
体
と
は
な
り 

得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
肢
な
く
し
て
体
は
働
か
な
い
、
ま
た
、 

体
な
く
し
て
も
四
肢
は
動
か
な
い
。
四
肢
が
生
き
生
き
と
活
動
で
き
る 

の
は
体
を
生
命
の
源
泉
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
生
命
の
上
に
真 

の
学
問
が
成
立
す
る
。
学
問
の
為
の
学
問
は
西
田
に
と
っ
て
は
学
問
の 

屍
で
あ
る
。
同
明
治
三
十
五
年

(
I

九
〇
11

年)
一

一
月
一

一

十
四
日
の
日 

記
に
、「

学
問
は
璺
兒

life
の
為
な
り
、

l
i
f
e

が
第
一
等
の
事
な
り
、 

life

な
き
学
問
は
無
用
な
り

」
(

十
七
、M)

と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ 

か
ら
も
西
田
が
学
問
を
那
辺
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
で
あ 

ろ
う
。

第
五
に
、
大
峰
氏
の
名
号
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
西
田
が
ど
の
よ 

う
に
真
宗
の
名
号
を
捉
え
て
い
た
か
を
考

X.
、
私
の
意
見
を
述
べ
て
み 

た
ぃ
。

西
田
は
、

「

横
超
は
名
号
不
思
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」 
(

十
一
、
,4
3

)

と
言
う
。
し
か
し
、
西
田
は
名
号
を
単
な
る
阿
弥
陀
仏
の 

概
念
的
、
そ
の
意
味
で
抽
象
的
象
徴
化
さ
れ
た
如
き
実
体
的
名
号
と
は 

捉
え
ず
、
横
超
たる
包
摂
的
超
越
性の
場
を
名
号
不
思
議
の
う
ち
に
捉 

え

よ

う

とす
る
故
に
、
名
号
を
絶
対
者
の
自
己
表
現
と
し
て
の
創
造
的 

言
葉
であ
る

と理
解
す
る
。
こ
れ
は
非
常
に
ユ

ニ

ー

ク

な名
号
理
解
で 

あ
り
、
従
来
の
宗
学
に
は
見
出
さ
れ
な
い
解
釈
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る 

が
、
私
は
か
か
る
西
田
の
名
号
解
釈
は
決
し
て
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
は 

な

く

、

そ

こ

か

ら
種
々
の
名
号
論
を
展
開
さ
せ
る

こ

と

の

でき
る
可
能

性
を
秘
め
た
創
造
的
思
惟
で
あ
る
と
思
う
。
西
田
の
基
本
的
概
念
の
ひ 

と
つ
で
あ
る

「

表
現」

に
つ
い
て
は
今
は
考
察
し
な
い
で
お
く
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
西
田
が 

「

仏
は
名
号
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る

」

と

か「

創
造
的
言
葉

」

と
か 

と
言
う
と
き
、
そ
の
表
現
と
は
、
所
謂
概
念
的
表
象
形
態
を
指
す
の
で 

も
な
け
れ
ば
、
そ
の
言
葉
は
所
謂
抽
象
的
実
体
様
式
を
意
味
し
て
い
る 

も
の
で
も
な
い
。
彼
に
お
い
て
は
、
仏
と
衆
生
と
の
非
連
続
性
の
連
続
、 

す
な
わ
ち
、
矛
盾
的
自
己
同

一

的
媒
介
を
示
し
て
い
る
関
係
概
念
に
外 

な
ら
な
い
。
仏
と
衆
生
と
の
関
係
は

M

ま
で
も
表
現
に
依
ら
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
言
葉
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
蔵
菩
薩
が
名
号 

を
成
就
し
て
阿1

仏
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀

仏
の
存
在

| 

根
拠
が
、
ま
さ
し
く
名
号
成
就
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
絶
対
意
志
的
創
造

40 

性
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ

と

を意
味
し
て
い
る
。

一
 

か
か
る
絶
対
意
志
的
に
働
く
名
号
的
表
現
に
お
い
て
、
衆
生
は
は
じ
め 

て
阿
弥
陀
仏
と
逆
対
応
的
に
関
係
存
在
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
。

従
っ
て
、
西
田
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
的
自
己
同
一
的
媒
介
と
し
て 

の
名
号
的
表
現
は
、
M

ま
で
も
意
志
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言 

う
。
そ
れ
は
弥
陀
の
絶
対
悲
願
の
意
志
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
か
か
る 

名
号
的
表
現
の
う
ち
で
、
弥
陀
と
の
関
係
に
入
る
た
め
に
は
衆
生
に
お 

い
て
も
意
志
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
感
覚
的
で
も
な
け
れ 

ば
理
性
的
で
も
な
い
。
何
処
ま
で
も
意
志
と
意
志
と
の
関
係
で
あ
り
、 

意
志
と
意
志
と
を
媒
介
す
る
も
の
は
、
表
現
で
あ
り
言
葉
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
か
か
る
意
志
と
意
志
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
成
就
さ



れ
た
も
の
が
名
号
で
あ
る
。

し

か

し

、斯
く
言

う

と

、弥
陀
と
衆
生
と
の

11

次
元
的
存
在
形
態
を 

結
合
さ
せ
る
第
三
の
実
体
的
媒
介
の
如
き

も

の

とし
て
、
名
号
が
考
え 

ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
見
做
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
西
田
の
場
八
ロ 

に
は
、
全
く
そ
れ
と
は
逆
方
向
の
捉
え
方
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
実
体 

的
媒
介
者
の
如
く
に
理
解
す
る
名
号
観
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
あ 

り
、
西
田
が
、
名
号
を
、
弥
陀
が
逆
対
応
的
に
衆
生
と
の
関
係
に
入
る 

と
き
に
、自
ら

の意
志
的
悲
願
を
具
現
化
し
て
行
く
創
造
的
自
己
表
現 

で

あ

る

と捉
え
るこ
と

に

よ

つて
、
名
号
観
がと
も
す
れ
ば
陥
り
や
す 

い
実
体
化
の
方
向
が
回
避
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
西
田
の
言
う

「

表
現」

と
は
、
単
に
弥
陀
か
ら
の

一

な 

自
己
表
現
に
と
ど
ま
る
在
り
方
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

と
衆
生
と
は
、

「

何
処
ま
で
も
自
己
表
現
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
も 

の
、
即
ち
何
処
ま
で
も
創
造
的
な
る
も
の
と
、
創
造
せ
ら
れ
て
創
造
す 

る
も
の
、
即
ち
作
ら
れ
て
作
る
も
の
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
関 

係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
(

十
一
、I)

弥
陀
は
名
号
成
就
に
お
い 

て
自
己
表
現
的
に
自
己
自
身
を
創
造
的
に
形
成
し
て
い
く
存
在
で
あ
り
、 

衆
生
は
か
か
る
弥
陀
の
名
号
の

||
造
性
の
う
ち
で
動
的
焦
点
と
な
つ
て 

創
造
せ
ら
れ
て
、
同
時
に
、
何
処
ま
で
も
人
格
的
自
己
と
し
て
意
志
的 

に
創
造
し
て
行
く
存
在
で
あ
る
。
西
田
は
、
こ
の

こ

と

か

ら知
ら
れ
る 

如
く
明
確
に
衆
生
存
在
の
う
ち
に
、

「

創
造
せ
ら
れ
て
創
造
す
る
も
の

」

、 

「

作
ら
れ
て
作
る
も
の

」

、「

表
現
せ
ら
れ
て
表
現
す
る
も
の

」

と

い

う

「

自
己
表
現
的
に
自
己
を
作
る

」

と
い
う
こ
と
を
把
捉
し
て
い
る
。
す 

な
わ
ち
、
弥
陀
の
光
明
に
よ
つ
て
摂
取
せ
ら
れ
、
名

D

1
就
に
よ
つ
て 

創
造
的
に
表
現
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
単
に
外
か
ら
動
か 

さ

れ

るこ
と
で
も
な
く
、ま
た
内
か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
も
な
い
。

自
己
表
現
的
に
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
自
己
表
現
的
世
界
即
自
己
形
成
的
世
界
、
自
己
形
成
的
世
界 

即
自
己
表
現
的
世
界
な
る
世
界
こ
そ
が
、
歴
史
的
形
成
的
世
界
な
の
で 

あ
り
、
弥
陀
の
本
願
名
n

i
就
が
歴
史
的
形
成
的
世
界
の
う
ち
に
働
く 

限
り
、
弥
陀
の
名
号
的
自
己
表
現
的
な
働
き
は
、

i

の
う
ち
に
、
衆 

生
自
ら
、
自
己
表
現
的
に
自
己
形
成
し
て
い
く
側
面
を
認
め
る
も
の
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
否
、
実
は
、

@

の
名nl

r
g

働
き
が
自
己
表
現
一 

的
自
己
形
成
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
他
な
ら
ぬ
名
号
を
聞
ぬ 

信
せ
る
衆
生
自
ら
が
自
己
表
現
的
に
形
成
さ
れ
て
行
く

こ

と

のう
ち
に
一 

見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
斯
く
名
号
の
自
己
表
現
的
形
成
に
よ
つ

て 

衆
生
の
自
己
存
在
が
作
ら
れ
、
そ
し
て

そ

の

こ

とに
お
い
て
自
ら
を
作 

る
も

の

と

し

て

あ

る

と

き

こ

そ

、

そ
の
限
り
にお
い

て；
^

の
名
号
は 

創
造
的
表
現
作
用
と
し
て
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る

こ

と

を示
す
。

し
た
が
つ
て
、
名
号
と
は
i

t
®がをそこに投じ切つ 

て
成
就
し
た
形
成
作
用
的
可
能
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
名
号
が

「

万 

徳
之
所
帰

」

で
あ
る
と
はま
さ

し

くこ
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の 

よ
う
な
自
己
表
現
的
創
造
形
成
の
場
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、
他
力
と 

い
う
概
念
も
真
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
名
号
の
創
造
的
形
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成
的
表
現
作
用
が
群
萌
の
一
凡
夫
た
る
親
鸞
に
と
っ
て
名
号
不
思
議
の 

不
思
議
性
と
し
て
味
得
さ
れ
た
宗
教
的
真
実
で
あ
っ
た
。

司
会
者
田
中
裕

司
会
者
武
田
先
生
ど
う
ぞ
。

武

田

大
峯
顕
先
生
の

「
西
田
哲
学
と
宝
真
宗

」

の
ス
ピー

チ
に
つ 

い
て
、
私
も
じ
つ
は
$

真
宗
の
者
で
、
西
田
を
少
し
か
じ
っ
て
い
る
。 

し
か
し
全
く
西
田
の
専
門
家
で
も
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
西
田
に
興
味
を
持
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
西
田
と
い 

う
の
が
、
禅
の
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
か
な
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
さ
き
ほ
ど
も
大
峯
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
西
田
幾
多 

郎
と
い
う
の
は
非
常
に
親
鸞
と
か
真
宗
、
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
い 

ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
西
田
が
真
宗
を
語
っ 

て
い
る
と
い
う
、
西
田
の
中
で
の
真
宗
理
解
と
い
う
も
の
を
一
方
に
考 

え
、
そ
し
て
、
で
は
し
か
ら
ば
西
田
の
真
宗
理
解
と
い
う
の
が
、
真
宗 

あ
る
い
は
親
鸞
の
教
学
と
の
関
係
で
ど
う
そ
れ
は
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
こ
の
ニ
つ
に
分
け
て
最
後
に
申
し
あ 

げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

西
田
と
真
宗
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
親
鸞
と
い
う
も
の
を
考
え
る 

場
合
の$

論
的
な
枠
組
み
を
設
定
す
る
ロ
に
、
非
常
に
重
要
な
こ 

と
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
も
う
ひ
と
つ
は
西
田
自
身
の
こ
と
で
す
。
西 

田
哲
学
で
は
な
く
て
西
田
の
生
涯
が
非
常
に
僕
に
は
、
日
記
等
で
見
て

打
た
れ
る
の
で
す
ね
。
西
田
の
私
生
活
と
申
し
ま
し
よ
う
か
、
ニ
男
六 

女
で
す
か
、
沢
山
の
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
お
子
さ
ん
た 

ち
が
ど
ん
ど
ん
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
。
あ
る
い
は
奥
さ
ん
と
§

さ 

れ
て
確
か

一

一
ヶ
月
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
義
父
と
合
わ
な
く
な
っ
て 

家
出
し
た
と
か
。
そ
し
て
西
田
自
身
が
ず
っ
と
生
き
て
い
る
間
に
お
子 

さ
ん
が
五
人
も
ど
ん
ど
ん
亡
く
な
ら
れ
た
り
、
ご
両
親
は
亡
く
な
ら
れ 

る
。
そ
し
て
奥
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
る
。
最
終
的
に
は
ご
自
分
が
亡
く 

な
ら
れ
る
四
ヶ
月
前
に
長
女
が
亡
く
な
ら
れ
る
と
か
、
身
内
の
中
に
死 

と
常
に
接
し
て
い
た
西
田
自
身
の
生
活
が
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
僕
は
、 

哲
学
で
昨
日
あ
た
り
か
ら
純
粋
経
験
と
か
場
所
的
論
理
と
か
絶
対
無
と 

か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
論
議
さ
れ
る
こ
と
も
関
連
し
て
非
常
に
意
味
が 

あ

る

と思
う
の
で
す
が
。

僕
も
ち
よ
っ
と
書
い
た
こ

と

が

ある
の
で
す
が
、
哲
¥

西
田
じ
ゃ 

な
く
て
凡
夫
西
田
と
言
い
ま
し
よ
う
か
、
愚
秀
親
繁
と
い
う
短
篇
の
文 

章
を
書
い
て
い
ま
す
。

『

宗
祖
観』

(

大
谷
大
学
刊

)

、
そ
の
中
で
僅
か
原 

稿
用
紙
数
枚
に
わ
た
る
本
当
に
小
篇
の
も
の
で
す
が
、
そ
の
最
初
の
と 

こ
ろ
に「

余
は
真
宗
の
家
に
生
ま
れ
、
余
の
母
は
真
宗
の
信
者
で
あ
る 

に
も
拘
わ
ら
ず
、f

身
は
真
宗
の
信
者
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
真
宗 

に
つ
い
て
多
く
知
る
も
の
で
も
な
い

」

と
、
い
う
前
提
を
置
き
な
が
ら
、 

「

し
か
し
な
が
ら
自
力
と
い
わ
ず
他
力
と
い
わ
ず
、

一
切
の
宗
教
は
こ 

の
愚
秀
一

1
字
を
味
わ
う
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

」

と
い
っ
て
い
る
。 

私
は
西
田
が
最
後
の

「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

」

の
中
に
自
然 

法
爾
と
か
横
超
の
思
想
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
ど
ん
ど
ん
語
っ
て
い
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る
。
親
繁
を
語
っ
て
ほ

し

い

とい
う
依
頼
を
受
け
て
書
い
た
そ
の

「

宗 

祖
観」
特
に
愚
禿
を
西
田
が
選
ん
だ
点
を
私
は
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
し 

て
そ
の
中
に

「

人
間
に
は
知
者
も
あ
り
愚
者
も
あ
る

」

と
、
又
、

「

徳 

者
も
あ

る

。し
か
し
い
か
に
大な
る

とも
人
間
の
知
は
人
間
の
知
で
あ 

る
。
人
間
の
徳
は
人
間
の
徳
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
知
、
た
だ
こ
の
、
自 

己
の
徳
を
捨
て
た
と
こ
ろ
に
新
た
な
知
、
新
た
な
徳
を
そ
な
え
、
新
た 

な
生
命
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
れ
が
宗
教
の
真
髄
で
あ
る

」

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
点
を
引
用
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
西
田
自
身
の
宗 

教
的
生
と
い
う
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 

思
い
ま
す
。

私
は
こ
の
三
つ
あ
る
中
の
二
番
目
、
果
た
し
て
西
田
の
捉
え
た
親
鸞 

理
解
と
か
、
真
宗
理
解
と
い
う
も
の
が
、
親
鸞
の
教
学
の
中
で
ど
う
位 

置
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
更
に
親
鸞
の
教
説
が
ど
う
、
そ 

れ
を
機
縁
と
し
て
新
た
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、 

私
は
真
宗
者
の
一
人
と
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る 

わ
け
で
す
。
前
置
き
は
そ
う
い
う
こ
と
に
し
て
、
き
ょ
う
大
峯
先
生
の 

お

っ

し

ゃ

っ

た
西
田
哲
学
の
真
宗と
い

う

こ

と

で
最
後
にお
っ

し

ゃっ 

て
た
名
号
の
理
解
と
い
う
こ
と
に
、
ひ
と
つ
ポ
ィ
ン
ト
を
置
い
て
み
た 

い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
名
号
に
つ
い
て
、
仏
と
弥
陀
と
衆
生
と
の
関
係
、
逆
対
応
的
な 

関
係
、

つ
ま
り
弥
陀
が
弥
陀
自
身
を
自
己
否
定
し
て
、
そ
し
て

|

切
衆 

生
救
済
と
い
う
、
そ
の
と
こ
ろ
に
表
現
と
い
う
こ
と
で
言
わ
れ
ま
し
た
。
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一

と
こ
ろ
で
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
創
造
と
い
う
こ
と
を
西 

田
は
そ
こ
で
同
時
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
創
造
性
と
い
う 

こ
と
、

つ
ま
り
名
号
成
就
。
法
蔵
菩
薩
が
名
号
を
成
就
し
て
、

1

の 

救
済
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
成
就
さ
れ
て
く
る
と
い
う
時
に
、
創
造
的 

行
為
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
菩
薩
行
と
い
う
も
の
が
創
造
と
い
う
こ
と 

の
意
味
を
持
つ
と
い
う
。
こ
れ
は
西
田
が
創
造
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、 

い
ろ
い
ろ
と
そ
こ
に
思
索
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
。
そ
う
い
う 

名
号
成
就
と
い
う
こ
と
が
創
^
#
!
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
で
我

 々

念
仏
者
の
宗
教
体
験
の
中
で
考
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
。
実
際
に 

具
体
的
に
我
々
は
念
仏
し
、
往
生
浄
土
を
願
生
し
、
信
心
決
定
し
て
現 

生
正
定
聚
に
住
し
て
い
く
と
い
う
時
に
、
西
田
の
言
っ
て
い
る
よ
う
な
一 

創
造
性
と
い
う
も
の
を
、
宗
教
体
験
と
し
て
い
ま
ひ
と
つ
考
え
て
い
っ

43 

て
は
い
か
が
な
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

 

一

で
す
か
ら
私
自
身
と
し
て
は
、
法
蔵
菩
薩
が
発
願
を
し
て
、
そ
れ
を 

兆
載
永
劫
の
菩
薩
行
を
成
就
し
て
い
く
と
い
う
、
こ
の
菩_

行
を
行
ず 

る

と

い

う

とこ
ろ
に
、
ひ
と
つ
の
創
造
性
と

い

う
も
の
を
見
てい
く

べ 

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

私
は
昨
年
の
こ
の
会
で
申
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
親
紫
の
宗 

教
と
い

う

も

の

を僕
は
行
の
宗
教
であ
る

と

。行
を
抜
き
に
し
て
は
総 

て
が
無
意
味
に
な
る
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
い
く
ら
哲
学
的
な 

思
考
を
重
ね
て
い
っ
て
も
、
行
じ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
念
仏
が
出
て
こ 

な
か
っ
た
ら
、
全
く
何
の
意
味
も
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
出

一
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て
く
る
の
は
や
は
り
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
行
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い 

う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
や 

は
り
、
哲
学
が
宗
教
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
西
田
は 

非
常
に
厳
し
く
言
っ
て
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
仏
教
的
な
意
味
で
の
重 

要
性
と
い
う
も
の
を
私
は
感
ず
る
わ
け
で
す
。

次
に
言

葉

の問
題
と
し
て
ひ
と
つ
仏
教
サ
ィ
ド
か
ら
考
え
て
い
く

場
 

合
に
、
も
う
皆
さ
ん
ご
承
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ナ

I
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ 

が『

中
^』

の
中
で
戯
論
寂
滅
と
い

う

こ

と

を

言

う
わ
け
で
す
ね
。

つ 

ま
り
言
語
の
虚
構
性
と
い
う
こ
と
を
、
例
の
第
十
八
章

「

観
法
品」

第 

五
偈
か
ら
第
七
偈
、
八
偈
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
三
枝
先
生
の 

訳
を
引
用
さ
し
て
も
ら
い
ま
す
と
、
第
五
偈
で
は

「

業
と
煩
悩
と
が
減 

す
れ
ば
解
脱
が
、
業
と
煩
悩
と
が
分
析
的
思
考
か
ら
起
こ
る
。
そ
れ
か 

ら
分
別
的
思
考
は
戯
論

(

想
定
さ
れ
た
論
議
で
す
ね

)
か
ら
起
こ
る
。
し 

か
し
戯
論
は
空
性
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る

」

。
第
七
偈
に
至
っ
て

「

心 

の
作
用
領
域
、
対
象
が
止
滅
す
る
時
に
は
言
語
の
作
用
領
域
、
対
象
は 

止
滅
す
る
。
ま
さ
に
法
性
心
理
は
不
生
不
滅
で
あ
り
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ 

の
よ
う
で
あ
る

」

。
山
□
益
先
生
は
こ
こ
の
解
釈
の
中
で
空
の
三
態
と 

い
う
こ
と
で
、
空
性
、
空
用
、
空
義
と
い
う
非
常
に
独
特
の
解
釈
を
な 

さ

っ

てい
ら
れ
ま
す
。空
用
か
ら空
義

へ

の展
開
、そ
う

い

う

と

こ

ろ
 

で
戯
論
の
寂
滅
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
更
に
因
仮
設
と
い
う
こ
と
が 

そ
こ
に
言
わ
れ
て
く
る
。
山
口
先
生
は
允
義
そ
の
も
の
が
$

だ
と
お
っ 

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
世
親
の
浄
土
観
な
ど
の
解
釈
に
お
い
て
、 

い
わ
ゆ
る『

中
観』

か

ら『

唯
識』

へ
の
展
開
の
中
で
、
そ
う
い
う
こ と

を
お

っ

し

ゃ

って
お

ら

れ

る

。そ
の
場
合
の
戯
論
寂
滅
と
い
う

こ

と 

が
、

つ
ま
り
浄
土
を
願
生
し
、
そ
の
往
生
浄
土
の
中
で
、
ど
う
そ
れ
が 

展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
問
題
に
な
る
と
思
い 

ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
う
い
う
仏
教
に
お
け
る
、
特
に
ナ
ー
ガ

~

ル
ジ
ュ 

ナ
の
言
っ
た
言
葉
の
問
題
と
、
い
ま
の
西
田
の
言
っ
て
い
る
よ
う
な
名 

号

(

創
造
的
言
語

)

を
ど
う
我
々
と
し
て
は
捉
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の 

か
、
問
題
が
ひ
と
つ
あ

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

西
田
が
仏
教
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
が
何
箇
所
か
あ
る
。
例
え
ば
大 

乗
仏
教
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
歴
史
的
世
界
の
創
造
性 

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
と
し
て
絶
対
現
在 

の
自
己
限
定
と
し
て
働
く
と
い
う
、
仏
教
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
我
々

I 

の
自
己
の
深
渕
に
徹
透
し
得
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
と
。
だ
が
宗
教
的
料 

真
理
と
し
て
は

…
…

「

大
乗
仏
教
と
い
え
ど
も
真
に
現
実
的
に
至
ら
な
一 

か
っ
た」

。
更
に
日
本
仏
教
、
特
に
親
鸞
、
自
然
法
爾
に
ま
で
言
及
し 

て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
わ
け
で
す
。

「

日
本
仏
教
に
お
い
て 

は
親
鸞
聖

人

の
"義
な
き
を
義
と
す
，
と
か
、
"自
然
法
爾
，
と
か
い 

う
と
こ
ろ
に
日
本
精
神
的
に
現
実
即
絶
対
と
し
て
、
絶
対
の
否
定
即
肯 

定
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
が
、
従
来
は
そ
れ
が
積
極
的
に
把
握
せ
ら 

れ
て
い
な
い
。
単
に
絶
対
的
受
動
と
か
、
単
に
非
合
理
的
に
無
分
別
と 

か
の
み
解
せ
ら
れ
て
お
る

」

と
、
い
う
ふ
う
に
批
判
を
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
西
田
の
仏
霞
判
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
宗
霞
判
と
言
っ 

て
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
痛
烈
に
宗
教
家
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で 

す
ね
。
例
え
ば
こ
れ
は
参
禅
さ
れ
て

る
時
だ
ろ

う

と思
う
の
で
す
が
。



「
今
日
も
休
講
なり
。
又
独
参
も
なし
。
終
日
饗
応
と
か
に
て
僧
侶
供 

旨
い
も
の
を
食
ふ
て
遊
ぶ
な
り

。
朝
は
大
部
勉
強
す
。
夜
は

…

今
日 

の
僧
侶
は
つ
ま
ら
ぬ
も
の
な
り
。
修
行
何
の
効
あ
る

」

と
い
う
よ
う
な 

こ
と
を
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ニ
ー
チ
ヱ
が
痛
烈
に
宗
教
批 

判
の
中
で
、
僧
侶
と
か
牧
師
と
い
う
も
の
を
ビ
フ
テ
キ
食
い
の
何
と
か 

だ
と
い
う
よ
う
な
批
判
を
言
っ
て
、
ブ
ク
ブ
ク
に
ふ
く
れ
て
民
衆
を
た 

ぶ
ら
か
し
て
、
ど
ん
ど
ん
地
獄
に
落
と
し
て
い
っ
て
る
、
と
い
う
よ
う 

な
痛
烈
な
批
判
を
や
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
批
判
に
も
相
通
ず
る
も
の 

を
私
は
感
じ
ま
す
。

更
に
こ
う
い
う
こ
と
も
言
っ
て
い
る
。

「

現
今
の
宗
教
に
つ
い
て

」 

と
い
う
、
こ
れ
も
非
常
に
短
篇
で
す
け
ど
も
、
そ
の
一
文
の
中
に

「

今 

の
宗
教
を
罪
す
る
も
の
は
宗
教
家
な
る
の
み
。
彼
ら
の
多
く
は
自
ら
人 

生
問
題
に
撞
着
し
て
刻
苦
精
励
遂
に
自
己
の
宗
教
に
由
り
之
が
解
釈
を 

得
た
る
に
あ
ら
ず
、
宗
教
伝
道
を
ば
恰
も
一
職
業
の
如
く
に
考
へ
之
が 

説
教
に
必
要
な
る
知
識
を
学
得
せ
る
の
み
。
自
己
に
宗
教
的
経
歴
な
く
、 

乃
ち
能
く
教
祖
が
真
意
の
所
在
を
洞
察
し
得
ず
、
徒
に
死
せ
る
形
式
を 

尊
信
し
て
己
が
宗
教
の
本
意
と
な
す
、
か
く
の
如
く
に
し
て
生
け
る
宗 

教
を
伝
へ
ん
と
欲
す
豈
難
か
ら
ず
や

」

。
あ
る
い
は
続
い
て

「

余
は
今 

の
宗
教
家
に
望
む
、
人
を
救
は
ん
よ
り
は
先
づ
自
己
を
救
へ
よ
、
己
信 

ぜ
ず
し
て
人
を
信
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
豈
大
胆
な
ら
ず
や
。
耶
蘇
教
宣
教 

師
は
神
学
を
研
究
せ
ん
よ
り
は
、
先
づ
誠
心
誠
意
自
己
が
日
常
の
心
を 

反
省
し
て
果
し
て
能
く
基
督
の
真
意
に
合
ふ
か
否
や
を
研
究
せ
よ
。
仏
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一

教
の
僧
侶
は
梵
語
や
哲
学
を
研
究
せ
ん
よ
り
は
、
深
く
顧
み
て
称
名
念 

仏
の
為
に
自
己
が

I

身
を
犠
牲
に
し
う
る
や
否
や
を
検
せ
よ

(

略)

。 

宗
教
家
た
る
者
須
ら
く
這
般
の
気
概
な
か
る
べ
か
ら
ず

」

と
い
う
よ
う 

な
非
常
に
痛
烈
な
宗
教
家
へ
の
批
判
を
や

っ

て

い

る

。

親
鸞
自
身
も
ず
っ
と
自
己
批
判
を
通
し
て
、
当
時
の
道
俗
共
に
批
判 

し
て
い
る
。
非
常
に
有
名
な

『

和
讚』

が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

「

五
濁
増 

の

し

る

し

に

は

こ

の
世
の
道
俗
こ
と
ご
と
く
外
儀
は
仏
教
の
す
が 

た
に
て
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の
良
時 

吉
日
え
ら
ば
し
め
天
神
地
祗
を
あ
が
め
つ
つ
卜
占
祭
祀
つ
と
め
と 

す」

と
い
う
よ
う
な
、
当
時
の
南
都
北
嶺
の
仏
教
に
対
す
る
親
鸞
の
批 

判

と
か
、
あ
る
い
は
親®
自
身
も
例
え
ば
最
晚
年
の

「

浄

土

真

宗

に

帰

I 

す
れ
ど
も
真
実
の
親
鸞
に
は
な
し
。
虚
仮
不
実
の
我
が
身
に
て
、
正

定

奶 

の
信
も
更
に
な
し

」

と
い
っ
た
親
鸞
の
自
己
の
捉
え
方
と
い
う
よ
う
な

I 

も
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
西
田
が
仏
教
に
つ
い
て
批
判
し
た
そ
の
批
判
を
、 

仏
教
者
が
ど
う
現
代
の
中
で
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
、 

い
う
問
題
と
連
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
西
田
哲
学
の
批
判
と
い
う

こ

と

に関
し
て
。
た
と 

え
ば
真
宗
学
の
中
で
親
鸞
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
。
教
団
と
し
て
は
確 

か
に
そ
れ
は
教
祖
で
あ
り
ま
す
し
、
宗
祖
と
し
て
捉
え
ま
す
が
、
親

* 

自
身
の
姿
勢
と
い
う
も
の
は
決
し
て
、
自
己
が
宗
祖
で
あ
っ
た
り
教
祖 

で
あ
っ
た
り
、そ
う

い

うも
の
を
極
力
否
定
し
た
わ
け
で
す
。

と

い

う 

こ
と
は
親
繁
自
身
も
七
五
◦
年
も
八◦
◦
年
前
の
仏
教
者
で
す
か
ら
、



い
わ
ゆ
る
仏
教
が
時
機
相
応
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
の
道
綽
禅
師
が 

出
し
た
時
機
相
応
と
い
う
点
で
時
代
の
変
遷
と
い
う
も
の
を
や
は
り
わ 

れ
わ
れ
は
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
何
も
か
も
全
部
親
鸞
が
答
え
て 

く
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
と
も
す
れ
ば
真

{
1署
の
中
に
そ
う
い
う
傾
向 

も
見
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
親
鸞
を
絶
対
視
し 

す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
例
え
ば
釈
尊
自
身
が
自 

己
を
絶
対
視
す
る
と
い
う
こ
と
を
極
力
否
定
し
て
い
た
そ
の
姿
に
も
通 

じ
ま
す
。
法
帰
依
、
自
帰
依
と
い
う
、
あ
あ
い
う
立
場
か
ら
み
る
と
、 

そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
で
す
か
ら
西
田
自
身
を
絶
対
視
す
る
と
い 

い
ま
し
ょ
う
か
、
も
う
そ
こ
に
総
て
の
哲
学
的
な
問
題
が
解
決
さ
れ
て 

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
西
田
自
身
の
姿
勢
で
も
あ
っ
た
か 

ど
う
か
。
僕
は
西
田
に
対
し
て
の
批
判
に
対
し
て
西
田
が
ど
う
答
え
て 

い
っ
て
い
る
か
と
い
う
、
こ
の
姿
勢
を
見
れ
ば
、
私
は
お
の
ず
と
そ
こ 

か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
解
答
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

. 

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
自
身
は
ホ
ヮ
ィ
ト
へ
ッ
ド
の
哲
学 

と
い
う
も
の
か
ら
、

(

こ

こ

にも
田
中
先
生
も
そ
ち
ら
の
方
で
沢
山
重
要
な 

論
文
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
が

)

西
田
の
哲
学
と
い
う
も
の
を
再
度
そ
こ 

で
吟
味
し
て
み
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い 

ま
す
。

と
も
か
く
西
田
と
真
宗
を
考
え
、
あ
る
い
は
親
*

、
大
乗
仏
教
と
い 

う
も
の
を
考
え
る
場
合
に
、
さ
き
ほ
ど
申
し
た
よ
う
な
点
が
私
自
身
の 

問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
大
峯
先
生
の
コ
メ
ン
ト
-
に 

つ
い
て
、
あ
ま
り
し
て
な
い
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
け
れ
ど
、
最
初
の

名
号
成
就
と
い
う
、
先
生
も
こ
こ
に

『

親
鸞
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

』

と
い 

う
こ
と
で
、
大
変
啓
発
さ
れ
る
見
方
を
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で 

す
。「

人
間
と
言
葉

」

、「

名
号
の
宇
宙

」

と
い
う
チ
ャ
プ
タ
！
の
中
に 

は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
ま 

り
西
田
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
と
思
い

…
…

ま
た
ハ
ィ
デ
ッ
カ
ー
と
の
関
連
で
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
私

と

し

て

. 

は
創
造
性
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
法
蔵
菩
薩
の
菩_

行
を
ぬ
き
に
し
て 

は
名
号
を
語
れ
な
い
。
そ
こ
ら
の
と
こ
ろ
を
ひ
と
つ
考
え
て
み
た
か

っ
 

た
わ
け
で
す
。

司
会
者
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
武
田
先
生
が
西
田
哲 

学
と
親
*

教
学
と
い
う
題
の
も
と
に
話
さ
れ
そ
し
て
最
初
に
出
さ
れ
た
一 

ニ
つ
处
質
問
は
、
西
田
質
子
と
親
繁
教
学
と
い
う
文
脈
で
お
出
し
に
な
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り
ま
し
た
。
第
一
の
質
問
は
西
田
哲
学
の
中
に
創
造
性
に
関
す
る
記
述
一 

が
、
こ
れ
は
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
言
葉
を
言
っ 

て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
親
鸞
教
学
と
の
関
係
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
理 

解
す
る
の
か
、
名
号
成
就
、
そ
う
い
う
よ
う
な
問
題
と
関
連
さ
せ
て
質 

問
な
さ
い
ま
し
た
。

一
一
番
目
は
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の

『

中
H
e 

の
第
十
八
章

「

観
法
品」

を
引
か
れ
て
、
第
五
偈
、
七
偈
で

『

中
論』 

に
お
い
て
戯
論
寂
滅
と
い
う
こ
と
で
言
語
否
定
論
が
書
か
れ
て
い
る
、 

そ
れ
に
つ
い
て
浄
土
真
宗
の
立

*1
と
し
て
言
語
論
とい
う
考
え
方
で
、 

ど
う
い
う
ふ
う
に
そ
れ
を
理
解
さ
れ
る
の
か
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
ま 

し
た
。



三
番
目
の
質
問
は
、
西
田
の
仏
教
批
判
に
関
し
て
で
す
。
ま
ず
仏
教 

の
教
理
に
つ
い
て
、
確
か
に
大
乗
仏
教
に
な
れ
ば
単
に
§

間
的
な
現 

世
逃
i

な
、
そ
う
い
う
要
素
は
間
違
い
で
、
む
し
ろ
無
住
処
涅
槃
と 

い
い
ま
す
か
、
も
う
一
度
現
世
に
戻
る
と
い
う
、
現
世
で
積
極
的
に
生 

き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
原
理
が
あ
る
の

'た
ろ
う
か
と
、
西
田
自
身
が 

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
は
や
は
り
、
武
田
先
生
が
最
初 

に

お

っ

し

ゃ

っ
た
よ
う
に
行
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
て
、
行
の
上 

で
何
も
総
て
解
決
さ
れ
て
い
て
も
、
実
際
に
仏
教
者
が
そ
の
理
論
に
ふ 

さ

わ

しく
行
動
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
全
く
別
問
題
で
す
。

で
す
か
ら
四
番
目
の
質
問
は
西
田
自
身
の
宗
教
者
の
批
判
。
こ
れ
は 

大
乗
仏
教
批
判
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
仏
教
者
の
批
判
の
質
問
で
す
。

五
番
目
の
問
題
は
、
西

H
M
H
m

身

の

で

、
そ
れ
は
や
は
り
我
 々

が
批
判
的
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
題
で
し 

た
。そ

の
五
つ
に
わ
た
る
問
題
と
い
う
か
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

大
峯
創
造
的
言
語
、
そ
れ
は
触
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
。
名
号
と 

し
て
は
絶
対
否
定
的
自
己
表
現
と
し
て
の
名
号
、
そ
れ
を
創
造
的
言
語 

と
呼
ん
で
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
場
合
の

||
造
的
と
い
う
の
は
ど
う
V 

う

こ

とか
と
いう
こ

とで
す
が
。
こ
れ
は
や
は
り
、
ハ

ィ

デ

ッ

ガ

ー

の 

詩
的
言
語
、
こ
の
詩
的
言
語
と
い
う
意
味
は
、
近
代
の
美
学
用
語
で
言 

わ
れ
て
い
る
詩
"

つ
ま
り
文
学
の

一

ジ

ャ

ン

ル

と

し

て

の

詩
、
近
代
詩 

と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
の
詩
で
は
な
く
て
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
本
質 

-
-

-
- 
•
東
西
宗
教
交
流
学
会
報
告

〈
一

は
詩
だ
と
い
う
。
あ
る
い
は
詩
は
、
ま
た
は
真
理
を
開
く
い
と
な
み
な 

ん
で
、
そ
の
芸
術
の
本
質
に
あ
る
本
質
を

D
i
c
h
t
u
n
g

と
呼
ん
で
い
る
。 

私
も
詩
と
い
う
概
念
を
そ
う
い
う
意
味
で
理
解
す
る
わ
け
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
詩
の
言
語
と
い
う
も
の
は
や
は
り
、 

も
の
を
生
み
出
す
言
語
で
す
ね
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
で
は
存
在
の 

建
設
、
い
わ
ゆ
る
存
在
の
コ
ピ

ー

じ
ゃ
な
く
て
、
た
と
え
ば
既
に
あ
る 

と
こ
ろ
の
、
例
え
ば
仏
と
い
っ
て
も
既
に
存
在
す
る
仏
に
名
前
を
つ
け 

る

と
い
う
、
そ
う
い
うこ
と

じゃ
な
く
て
、
仏
の
名
を
言
う
時
に
仏
は 

現
前
す
る
と
言
い
ま
す
か
。
あ
る
い
は
仏
が
自
分
自
身
を
言
う
こ
と
に 

よ
っ
て
仏
が
現
前
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
仏
が
我
々
を
呼
ぶ
と
い
う
。 

そ
の
原
始
言
語
と
い
う
も
の
に
対
し
て
呼
応
す
る
我
々
の
側
の
称
名
と 

い
う
、
そ
れ
が
や
は
り
仏
と
い
う
も
の
を
そ
こ
に
生
み
出
す
、
生
み
出 

す
と
い
っ
た
ら
悪
い
で
す
け
れ
ど
も
、
生
産
す
る
い
う
の
じ
ゃ
な
く
、 

創
造
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
創
造
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
何
も
自
我
の
自 

己
実
現
と
い
う
意
味
で
の
創
造
じ
ゃ
な
い
。

つ
ま
り
、
ま
だ
無
か
っ
た 

も
の
に
出
会
う
と
い
う
で
す
ね
。
ま
だ
無
か
っ
た
も
の
が
現
わ
れ
て
く 

る
そ
の
現
場
に
居
合
わ
せ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
経
験
を
創
造
の
経
験 

と
い
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
詩
的
言
語
と
い
う
の
は
、
既
に
あ
る
言
葉
を
使
っ 

て
既
に
存
在
し
て
い
る
ザ
イ
エ
ン
デ
ス

(

存
在
者)

と
い
う
ふ
う
な
も 

の
に
色
を
つ
け
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
じ
ゃ
な
い
。
山 

と
言
っ
た
時
に
山
が
現
わ
れ
る
、
詩
人
が
山
と
言
っ
て
、
は
じ
め
て
山

一  47 —



が
そ
こ
へ
出
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
創
造
で
す
ね
。

ハ
ィ 

デ
ッ
ガ
ー
は
詩
と
い
う
経
験
に
お
い
て
そ
れ
を
感
じ
て
お
る
、
そ
う
い 

う
言
語
の
創
造
性
と
い
う
も
の
が
や
は
り
名
号
と
い
う
も
の
の
構
造
で 

は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
創
造
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
、 

そ
う
い
う
意
味
で
創
造
で
す
ね
。

次
に
行
と
い
う
こ
と
も
つ
い
て
。
行
が
大
事
で
あ
る
の
は
、
勿
論
で 

す
け
れ
ど
も
、
行
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
活
動
と
い
う
こ
と 

だ
け
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
仏
教
の
行
と
い
う
概
念
は
例
え
ば 

r

大
行
と
い
う
の
は
無
碍
光
如
来
の
御
名
を
称
す
る
な
り

」

と
い
う
こ 

と
。
弥
陀
の
自
己
主
張
と
し
て
の
行
為
で
な
く
て
、
根
源
的
な
行
で
す 

ね
。
親
鸞
は
大
行
と
言
っ
て
ま
す
。
我
々
の
行
で
な
く
て
、
仏
そ
の
も 

の
の
称
う
る
行
と
い
う
。
そ
の
大
行
と
い
う
本
当
の
行
、
そ
れ
は
や
っ 

ぱ
り
仏
の
名
を
言
う
と
い
う
。
仏
の
名
な
ん
か
言
っ
た
っ
て
現
実
は
何 

も
変
わ
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
そ
う
い
う

こ

と

じゃ
な
く
て
、
仏
の
名 

を
言
う
と
い
う
こ
と
が
大
行
だ
と
い
う
。
行
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う 

と
こ
ろ
か
ら
云
え
る
。
私
が
言
っ
て
い
る
の
は
原
点
な
の
で
、
そ
こ
か 

ら
い
ろ
い
ろ
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
、
現
実
の
世
界
で
の
人
間
関
係
の
中 

に
出
て
く
る
行
、
い
わ
ゆ
る
実
践
と
か
行
動
と
か
い
う
も
の
が
出
て
く 

る
の
で
、

一
番
の
基
盤
は
や
は
り
行
と
い
う
こ
と
で
す
。
行
が
大
事
だ 

と
い
う
ふ
う
に
、
本
当
の
行
と
は
何
か
、
や
っ
ぱ
り

「

何
れ
の
行
も
及 

び
難
き」

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
本
当
の
行
を
発
見
す
る
視
点 

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

い
ま
ま
で
の
浄
土
首
?;
示
が
そ
れ
で
は
、
そ
れ
で
い
い
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
ま
た
別
な
こ
と
で
あ
っ
て
。
確
か
に
西
田
が

「

大
乗
仏
教
は
出 

世
間
的
で
あ
り
す
ぎ
て
、
大
乗
仏
教
と
い
う
の
を
ま
だ
現
実
に
設
定
し 

て
い
な
い

」

と
い
う
、
確
か
に
そ
う
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は 

私
が
さ
き
に
、
何
れ
か

一

方
に
、
逆
対
応
の
二
つ
の
類
型
の
う
ち
に
、 

キ
リ
ス
ト
教
は
客
観
的
な
方
向
で
、
仏
教
は
主
観
的
な
方
向
だ
と
、

そ 

の
何
れ
も
単
に
一
方
だ

け

に抽
象
的
に
立
つも
の
は
本
当
の
宗
教
で
は 

な
い
と
、そ
う

い

う具
合
に
言
っ
た
時
に
、
た
ぶ
ん
西
田
は
そ
う
い
う 

単
に
主
観
的
方
向だ
け

に執
着
し
て
、
そ
れ
で
自
己
満
足
し
て
い
る
の 

は
本
当
の
宗
教
じ
ゃ
な
い
、
大
乗
仏
教
は
い
ま
ま
で
に
発
展
し
た
形
体 

に
お
い
て
は
、そ
う

い

う傾
向
が
あ
る
と
、そ
う

い

う批
判
を
し
て
る 

の
じ
ゃ
な
い
か
と
、
そ

う

い

う具
合
に
思
い
ま
す
ね
。

 

一
 

西
田
哲
学
そ
の
も
の
の
批
判
と
い
う
の
は
、
言
語
と
い
う
問
題
に
お
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い
て
例
え
ば
、
さ
っ
き
の
逆
対
応
の
関
係
を
名
号
的
表
現
と
言
っ
て
る
一 

時
、
そ
の
言
語
的
関
係
と
い
う
も
の
を
彼
が
ど
う
言
っ
て
る
か
と
い
う 

と
、
感
性
的
で
も
な
け
れ
ば
理
性
的
で
も
な
い
、
む
し
ろ
世
間
語
的
と 

言
う
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
言
語
と
い
う
特
殊
な
領
域
が
あ
る
の
で
、 

そ
れ
は
感
性
で
も
な
い
し
理
性
で
も
な
い
と
。
そ
の
場
合
に
し
か
し
、

一
一
一
一
窶
と
い
う
も
の
は
ロ
ゴ
ス
だ
け
を
に
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
ミ
ュ
ー 

ト

ス(

神
話)

と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
。
言
葉
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
け 

れ
ど
も
同
時
に
超
理
性
的
、
あ
る
い
は
非
理
性
的
な
も
の
の
表
現
と
し 

て
の
機
能
を
持
っ
て
お
る
。
そ
の
時
の
ロ
ゴ
ス
を
超
え
た
よ
う
な
も
の
、 

理
性
を
超
え
た
も
の
の
よ
う
な
表
現
す
る
、
そ
の
言
語
と
い
う
も
の
は 

は
り
、
た
だ
ロ
ゴ
ス
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
ミ
ユ
ー
ト
ス



と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
そ
う
い
う
言
語
の
構
造
の
分
析
を
、 

ま
だ
や
っ
ぱ
り
や
ら
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
そ
の
点
は
西
田
さ
ん
の
仕 

事
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
思
う
。
言
語
の
本 

質
を
や
っ
ば
り
突
っ
込
ん
で
い
く
仕
事
は
西
田
の
体
系
の
中
で
不
十
分 

で
は
な
か
っ
た
か
と
、
そ

う

い

う

目2
ロ
に
思
わ
れ
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
対
象
論
理
と
い
う
も
の
が
、
迷
い
の
論
理
だ
と
は 

言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
対
象
論
理
で
捉
え
ら
れ
た
自
己
を
、
本
当
の
自 

己
と
混
同
す
る
と
こ
ろ
に
、

つ
ま
り

対
象
論
理
的
な
自
己
に
執
着
す
る 

と

こ

ろ

に迷
い
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
片
一
方
で
、
対
象 

論
理
そ
の
も
の
が
要
ら
な
い
の
で
は
な
く
て
、
場
所
の
論
理
と
い
う
具 

体
的
な
論
理
の
抽
象
面
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
対
象
論
理 

の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
対
象
論
理
と
い
う
次
元
の
、
何
か
そ
れ 

自
身
の
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
言
葉
で
な
く
て
、
対
象
論
理
と
い
う
も
の 

を
ど
う
い
う
具
合
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
、
そ
こ
の
仕
事
が
西
田
の 

体
系
の
中
で
出
て
く
る
。
西
田
哲
学
は
む
し
ろ
対
象
論
理
に
よ
る
冥
妄 

を
突
破
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
っ
ち
の
方
向
に
も
の
す
ご
い
威
力
示
し 

た
哲
学
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

へ
ー
ゲ
ル
の
場
合
は
意
識
の
、
や
っ
ぱ 

り
単
に
絶
対
値
だ
け
で
な
く
、感
性
的
確
実
性
、
知
覚
、
悟
性
、
理
性 

と
い
う
、
そ
う
い
う
意
識
の
も
っ
と
相
対
的
な
次
元
に
お
け
る
、
そ
の 

限
界
と
同
時
に
そ
れ
の
独
自
性
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
考
え
て
い
っ 

た
。
そ
う
い
う
点
で
西
田
は
ま
だ
少
し
不
十
分
で
な
い
か
、
と
い
う
感 

じ
が
い
た
し
ま
す
ね
。

•
^
8
西̂
{
1
1
^
教
交
^
_̂

子
会
報
生
ロ

〈

言
語
と
い
う
も
の
に
関
し
ま

し
て
。

可
と
い
う
の
は
仮
設
ー
ー
曰
語
じ

ゃ 

な
い
と
思
い
ま
す
が
。
そ
こ
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
む
ず
か
し 

い

こ

とで
す
け
れ
ど
も
。

一
種
の
方
便
の
、
言
語
に
対
す
る
態
度
だ
と 

思
う
ん
で
す
ね
。
名
号
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
言
語
で
す
け
れ
ど
も
、 

言
語
と
い
う
も
の
に
対
す
る
人
間
の
態
度
が
根
本
的
に
転
換
さ
れ
て
、 

は
じ
め
て
出
て
く
る
言
語
の
次
元
の
も
の
で
あ
っ
て
。
ふ
つ
う
は
言
語 

は
開
示
も
し
ま
す
け
れ
ど
も
隠
蔽
も
す
る
と
い
う
、
ふ
つ
う
の
言
語
は 

開
示
面
と
隠
蔽
面
を
両
方
持
づ
て
い
る
。
言
っ
た
こ
と
が
言
っ
た
た
め 

に
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
言
っ
た
た
め
に
隠
れ
る
面 

も
あ
る
と
い
う
、
ふ
つ
う
の
言
語
は
そ
う
い
う
一
一
重
性
を
持
っ
て
い
る 

と
思
い
ま
す
。

 

一
 

そ
し
て
人
間
の
立
場
か
ら
発
す
る
言
語
の
む
な
し
さ
と
い
う
こ
と
に
的 

よ
っ
て
出
て
く
る
言
語
の
新
し
い
、

つ
ま
り
言
語
の
根
源
が
我
々
の
方
一 

に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
方
に
あ
る
。
彼
方
に
あ
る
と
い
っ
た
ら
、 

ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
語
そ
れ
自
身
は
、

r

言
語
は
語
る

」

と
い
う
、
そ 

う
い
う
言
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
言
語
経
験
の
転
換
と
い
う
ふ
う 

な
こ

と

に

よっ
て
名
号
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う 

か
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

も

っ

と考
え
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
思
っ 

て
ま
す
。

西
田
の
逆
対
応
と
い
う
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
、
浄
土
真
宗 

の
信
仰
、
禅
の
見
性
、
そ
う
い
う
総
て
の
宗
教
に
通
じ
る
本
質
的
構
造 

だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
捉
え
方
を
西
田
は
し
て
い
る
。
け
ど
も
同
時
に

一
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そ
う
い
う
構
造
が
一
番
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
名
号
で
は
な
い
か 

と
、
そ
う
い
う
意
見
も
あ
る
わ
け
で
す
。

さ
っ
き
の
私
の
デ
ィ
•
シ
ユ
プ
ラ
ッ
ヒ
ヱ•シ
ユ
プ
リ
ヒ
ト

(

言
葉 

が
語
る)

と
い
う
こ
と
が
名

air

の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
る
の
か
、
あ
る 

い
は
そ
う
い
う
名
号
も
そ
の

1

つ
で
あ
る
言
語
の
次
元
と
い
う
も
の
を 

言
っ
て
る
の
か
。
私
は
い
ま
の
と
こ
ろ
む
し
ろ
、
名
号
を
考
え
直
す
、

西
田
の
言
葉
で
言
え
ば
、
名
号
に
関
す
る
対
象
論
理
的
な
、
そ
う
い
う 

把
捉
を
破
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
：

が
や
っ
ぱ
り
い
ま
必
要
た
と
思
っ 

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
詩
的
言
語
一
般
の
構
造
に
つ
い
て
い
え
る
の
で 

あ
っ
て
、
名
号
だ
け
が
そ
う
だ
と
、
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
じ
ゃ
な 

い
か
と
、
そ
う
い
う
質
問
が
出
て
く
る
の
は
十
分
承
知
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
だ
私
は
そ
こ
ま
で
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
考
え
よ
う
と
思
っ
て
い 

る
の
で
す
け
ど
、
な
か
な
か
前
へ
進
ま
な
い
の
で
、
ま
だ
そ
こ
で
終
わ
っ 

て
い
る
の
で
す
。

け
ど
も
少
な
く
と
も
、
い
ま
ま
で
の
各
！

n

に
対
す
る
考
え
方
で
は
ち
っ 

と
も
あ
り
が
た
く
な
い
で
す
ね
。
仏
の
名
号
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
本 

当
に
救
わ
れ
て
る
と
は
思
っ
て
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
真
理 

が
大
事
だ
と
言
っ
て
る
だ
け
で
。
真
理
が
大
事
じ
ゃ
な
く
て
、
名
を
言 

う
こ
と
が
真
理
な
の
で
。
そ
う
い
う
信
仰
を
非
常
に
観
念
的
に
真
宗
の 

中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
み
ん
な
仏
さ
ま
の
前
で
沈
黙
し
て
い
る
わ
け 

で
す
ね
。
沈
黙
し
て
い
る
よ
う
な
の
は
信
仰
と
言
え
な
い
。
自
分
の
心 

と
相
談
し
て
る
だ
け
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
何
か
名
を
信
じ
て
な
い
。 

仏
さ
ん
と
い
う
の
は
名
の
奥
に
隠
れ
て
い
る
も
の
が
一
番
大
事
だ
と
、

こ

う

い

う具
合
に
思
って
る

よ

う

に思
う
の

で

す

。

そ

う

い

う

の

は
や
っ 

ぱ

り

破

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

。

そ

う

い

う

言
語
と
は
何
か
、と
い 

う

と

こ

ろ

か

ら

の

ア

プ

ロ

ー

チ

を

試

み

て

い

る

だ

け

な

の

で

す

ね

。

だ 

か

ら

そ

れ

は

ま

だ
残
っ
てく
る
問
題
で
、こ
れ

か

ら

の課
題
だ

と
思
っ 

て

い

る

の

で

す

。
個
人
的
な
信
仰
とし
て

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

ね

。

そ 

こ

の

と

こ

ろ

を
更
に
説
明
とい
う

こ

と

に

な

る

と

、

な

か

な

か

ま

だ

で
 

き

な

い

ので
す
。

秋
月
名
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
仏
の
名
を
呼
ぶ
こ
と
に
限
ら 

れ
る
の
で
す
か
。
例
え
ば

『

観
音
経』

で
す
と
観
世
音
菩
薩
の
名
を
呼 

ぶ
と
。
や
っ
ぱ
り
名
を
呼
ぶ
ん
で
す
ね
。

大

峯

そ

う
で
すね
。

た

だ

きょ
う
は
言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、

一
 

名
を
呼
ぶと
い

うこ
と
は
、
私
の
方
か
ら
自
発
的
に
起
こ
ら
な
い
で

、

50 

む
し
ろ
仏
が
私
を
呼
ぶ
と
。
仏
が
自
己
自
身
を
呼
ぶ
と
。
名
号
は
名
告
一 

で
あ
る
と
。
仏
が
自
分
は
こ
こ
に
い
る
と
、
そ
う
名
乗
つ

て

く
る
の
で 

す

ね

。と
同
時
に
、
そ
れ
は
私
を
呼
ぶ

と

い

う

こ

と

。

こ
れ
は
西
谷
先
生
が
ま
ず
言
っ
た
と
言
わ
れ
て
る
ん
で
す
が
、
雑
踏 

の
中
でA
と

い

う男
が
雑
踏
に
揉
ま
れ
て
い
る
B

に
r
B
君」

と
、
そ 

う
い
う
具
合
に
呼
ぶ
時
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
と
。

一
つ
は
、

A
が 

「
僕
は
こ

こ

に

お

るよ」

と
言
つて
る

こ

とだ
が
、
同

時

にr
B
君」

と
呼
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と 

に
な
る
と
。
そ
の
こ
と
が
や
は
り

A

の
り
と
い
う
こ
と
と
切
り
離 

せ
な
い
と
。
だ
か
ら
仏
が
自
分
を
名
乗
る
と
い
う
こ
と
は
■

を
呼
ぶ 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
名
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
方
か
ら
起



こ
る
前
に
、
ま
ず
や
っ
ぱ
り
仏
の
方
の
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し 

て
我
々
が
応
え
る
時
に
称
名
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
仏
の
名
を 

呼
ぶ
と
い
う
こ
と
。

観
音
さ
ん
の
名
を
呼
ぶ
時
に
は
、
ど
う
も
そ
こ
は
分
か
ら
な
い
け
れ 

ど
も
、
観
音
さ
ま
は
自
分
を
名
告
し
て
お
る
の
か
で
す
ね
。
そ
れ
は
阿 

弥
陀
の
四
十
八
願
の
第
十
八
願
で
や
っ
ぱ
り
、
名
を
呼
ぶ
衆
生
を
助
け 

る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に 

阿
弥
陀
仏
の
場
合
に
は
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。

名
を
呼
ぶ
。
何
故
名
を
呼
ぶ
か
と
い
っ
た
ら
、
仏
が
私
を
呼
ん
で
お 

る
。
こ
ち
ら
か
ら
呼
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
、
果
た
し
て
向 

こ
う
に
届
い
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
名
を
呼 

ぶ
こ
と
そ
れ
自
体
が
も
う
救
い
の
証
明
で
あ
る
。
そ
の
根
源
的
な
声
は 

阿
弥
陀
の
方
に
あ
る
。
私
の
言
う
称
名
の
声
は
、
根
源
的
言
語
の
反
射 

だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に

(

笑
い)

、
思
う
ん
で
す
ね
。

秋

月

だ

か

ら

、
仏
さ
ん
が
呼
ん
で
る
ん
だ
と
。
そ
し
て
そ
う
ち
ゃ
ん 

と
書
い
て
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
こ
ち
ら
は
そ
れ
に
応
答
す
る
わ
け
で
す

i

〇
大

峯

応
答
、
そ
う
で
す
ね
。

秋
月
応
答
と
い
う
と
、
名
号
と
い
う
の
は
向
こ
う
か
ら
来
る
の
が
名 

号
な
ん
で
す
ね
。

は
、
や
っ
ぱ
り
応
答
で
す
か
。

大

峯

応
答
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
仏
が
仏
の
言
葉
で
呼
ん
だ
か
ら
、
 

人
間
が
人
間
の
言
葉
で
答
え
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

„ 

声
は
一
つ
で
あ
っ
て
。
応
答
の
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
向
こ
う
が
向
こ 

う
の
声
で
呼
ん
だ
ら
、
こ
っ
ち
が
こ
っ
ち
の
声
で
応
え
る
、
そ
ん
な
も 

の
は
本
当
の
応
答
じ
ゃ
な
い
。
や
っ
ぱ
り
鈴
木
大
拙
が
言
う
よ
う
に
、 

向
こ
う
か
ら
来
る
声
が
あ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
れ
の
や
っ 

ぱ
り
反
射
と
い
う
か
、
こ
だ
ま
と
い
う
か
。
そ
の
声
に
反
称
？
さ
れ
る 

の
で
す
ね
。
私
が
や
っ
ぱ
り
声
を
受
け
止
め
る
も
の
に
な
っ
て
、
私
の 

上
で
声
が
反
響
す
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
や
っ
ぱ
り
本
当
の 

称
名
だ
と
。
大
行
と
言
わ
れ
る
意
味
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ 

と
い
う
で
す
ね
。

秋

月

と

、
い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
、
あ
ら
わ
に
な
っ
て 

お
れ
ば
、
べ
つ
に
阿
弥
陀
さ
ん
で
な
く
と
も
い
い
わ
け
？

大

峯

い
や
あ.
.
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
事
態
を
阿
弥
陀
と
い
う

の
で
す
。

(

一
同
笑
い

)

西
村
た
だ
観
音
さ
ん
の
場
合
は

「

か
の
観
音
力
を
念
す
べ
し

」

と
、 

言
葉
は
全
然
な
い
で
し
ょ
う
。

秋

月

い

や

、
念
ず
れ
ば
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
、
観
音
力
を
念
じ
て 

い
る
わ
け
だ
か
ら

…
…

大

峯

あ
の
念
は
何
で
す
か
。
観
念
で
す
か
。

西

村

お

も

う

、
で
す
よ
ね
。

大
峯
そ
う
で
す
。

秋

月

そ

う

す

る

と

、

こ

ち

ら

か

ら

「

南
無
阿
弥
陀
仏

」

と

言

う時
に

-
-

-

-
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大
某
念
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
称
え
る
の
で
す
か
。

西
村
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

秋
月

私
が
訊
き
ま
し
た
の
の
も
う
ひ
と
つ
奥
は
、
バ
ル
ト
が

「

イ
エ 

ス
の
御
名
を
称
え
な
い
か
ら
駄
目
だ

」

と
言
っ
て
る
の
を
頭
に
お
い
て
、 

そ
れ
に
つ
い
て
確
か
め
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
非
常
に
浄
土
真
宗
と
似 

て
い
るこ
と

は認
め
て
い
な
が
ら
、

「

イ
エ
ス
の
御
名
を
称
え
な
い
か 

ら
違
う
ん
だ

」

と
、
言
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
パ

ル

ト
だ
け
で
な
く
て
キ 

リ
シ
タ
ン
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は

「

阿
弥
陀
仏
の
智
慧

」

と
い
う
の
は 

悪
魔
の
声
な
ん
で
す
ね
。
神
は
非
常
に
似
た
宗
教
を
つ
く
っ
て
そ
う
し 

た
悪
魔
の
教
え
と
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
違
い
を
教
え
た
と
。
だ
か
ら
や
っ 

ば
り
キ
リ
ス
ト
教
が
唯

1

で
、「

イ
エ
ス
の
御
名
」

を
称
え
な
い
の
は 

駄
目
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
頭
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
聞
い
て
み
た 

わ
け
な
ん
で
す
よ
。

大

某

は

あ

。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う
い
う
念
の
構
造
を
証
知
す
る 

こ
と
を
阿
弥
陀
さ
ま
と
、
こ
う
い
う
具
ム
口
に
言
う
わ
け
で
す
。

秋
月

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
が

「

阿
弥
陀
仏

」

と
い
う
の
だ
と
い
う
こ 

と
に
な
れ
ば
、
ベ
つ
に

「

イ
エ
ス
の
御
名

」

を
称
え
たっ
て

、

「

阿
弥 

陀
仏
の
御
名

」

を
称
え
た
っ
て
同
じ
こ
と
で
す
ね
。

大

峯

そ
れ
が
本
当
に
証
知
す
れ
ば
ね
、
そ
れ
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。 

た
だ
、
証
知
し
て
る
か
ど
う
か
。

秋
月

だ
か
ら
そ
こ
で

「

逆
対
芯」

的
な
場
所
の
限
定
が
起
こ
っ
た
と 

い
っ
て
い
い
わ
け
で
す
よ
。

大
某
そ
う
で
す
。

秋

月

ベ
つ
に
ィ
エ
ス
の
名
前
だ
ろ
う
が
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
ろ
う
が
違 

わ
な
い
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
阿
弥
陀
と
言
っ
て
る
ん
で
。

大

峯

そ
の
逆
対
応
的
な
出
来
事
が
ど
う
し
て
起
こ
る
か
、
と
い
う
こ 

と
で
すね
。
起
こ
っ
て
れ
ば
い
い
ん
で
す

よ

。起
こ
る
と
い
う
こ
と
は 

ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
起
こ
る
か
が
問
題
で
。
起
こ
っ
て
る
と
思
っ
て
る 

こ
と
と
、̂
4
^
!
|
に
思
っ
て
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
全
然
違
う
の
だ
と
思
い 

ま

す

ね

。

上

田

そ
れ
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
ね
。
そ
れ
は
誰
に
で 

も
そ
う
だ
と
い
う
、
共
通
に
思
え
て
も
い
い
で
す
ね
。
逆
対
応
が
本
当 

に
起
こ
っ
て
く
れ
ば
。

…
…

不
明…

…

大

峯

逆
対
佑
が
本
当
に
起
こ
る
と
い
う
の
は
、
自
己
を
本
当
に
捨
て 

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

司
会
者
た
だ
私
、
ど
う
し
て
も
訊
き
た
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
て
。
さ 

き
ほ
ど
秋
月
先
生
が
パ
ル
卜

を

。パ
ル
卜

は

ヰ̂

に
簡
単
に
、た
だ
ひ 

た
す
ら
ィ
エ
ス
の
御
名
を
称
え
る
、
た
だ
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
い 

う
言
い
方
で
。
だ
か
ら
浄
土
真
宗
は
間
違
っ
た
宗
教
で
あ
る
と
い
う
結 

論
が
出
る
の
で
す
け
ど
、
そ
の
理
由
づ
け
は
全
く
、
い
ま
の
お
話
を
聞 

い
て
ま
す
と
、
大
峯
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
と

…
…

不
明…

…

 

そ
う
す
る
と
大
峯
先
生
は
、
そ
う
い
っ
た

キ

リ

ス

ト

教

が

キ

リ

ス

ト
 

の
御
名
を
称
え
る
場
合
に
、
キ

リ

ス

ト

は阿

；̂

で

あ

る

と

い

う

ふ

う 

に
言
わ
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

大

峯

い

や

、
そ
の
キ
リ
ス
ト
の
御
名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど 

う
い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ

- 5 2



ど
。
浄
土
真
宗
の
場
合
は
帰
命
と
か
、
本
願
、
招
喚
の
勅
命
な
り
と
い 

う
言
葉
が『

教
行
信
証

』

に
あ
り
ま
す
。
帰
命
と
い
う
こ
と
は
称
名
と 

言
い
換
え
て
も
い
い
わ
け
で
す
か
ら
、
人
間
ら
し
く
彼
方
の
仏
に
帰
依 

す
る
と
い
う
、
自
己
を
捨
て
る
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、
自
分
の
方
か
ら 

自
発
的
に
最
初
に
起
こ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
自
身
が
も
う
既
に
如 

来
が
私
を
呼
ん
で
る
こ
と
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
言
い
方
で
す 

ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
パ
ル
ト
が
言
う

「

イ
エ
ス
の
御
名
を
称
え
る

」 

と
い
う
時
に
、
そ
こ
が
ど
う
な
つ
て
い
る
か
、
む
し
ろ
お
聞
き
し
た
い 

と
こ
な
ん
で
す
。
イ
エ
ス
の
名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ 

と
な
の
か
。

秋
月
あ
れ
は
最
も
単
純
に
や
っ
ぱ
り
イ
エ
ス
で
な
い
と
困
る
。
と
こ 

ろ
が
い
ま
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
が
名
言
だ
と
思
っ
た
の
は
、

「

そ 

れ
を
阿
弥
陀
と
言
う
の
で
す

」

と
い
う
の
が
素
晴
ら
し
い
言
葉
だ
と
思 

う
ん
で
す
。
だ
か
ら

「

そ
れ
を
私
た
ち
は
阿
弥
陀
と
言
う
ん
で
す

」

と
、 

言
い
切
ら
れ
た
と
こ
ろ
。

大
峯
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
ね
。
阿
弥
陀
で
な 

け

り
ゃ
な
ら
んと
い

う

よ

うな
、
そ
ん
なこ
と
だ
つ
た
ら
仏
教
じ
ゃ
な 

い
と
思
う
ん
で
す
。

一
神

I

法
と
い
っ
た
っ
て
、
他
の
神
さ
ま
、
仏
さ 

ま
は
駄
目
で
、
阿
弥
陀
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
言
っ
た
ら
、
阿
弥
陀
も 

駄
目
に
な
って
く

る

と思
う
ん
で
すよ
。

武
田
さ
っ
き
か
ら
ず
い
ぶ
ん
言
い
た
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

(一

 

同
笑
い)

全
く
議
論
は
し
た
く
な
い
ん
で
す
が
。
私
が
さ
っ
き
名
号
成

就
と
い

う

こ

と

で

す

ね

、

そ

こ

で

法
蔵
菩
薩
の
行
とい
う

こ

と

を持
ち 

出

し

て

き

た

の

は

、

そ

こ

が

じ

つ

は

念
仏
者
にと
っ

て

の逆
対
拓
成
立 

根
拠
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
弥
陀
が
弥
陀
自
身
の
絶
対
否
定
と
し
て
、 

つ
ま
り
罪
悪
生
死
の
凡
夫
を
法
蔵
菩
薩
の
願
心
に
よ
っ
て
救
う
と
い
う 

の
が
法
蔵
菩
薩
の
願
心
で
す
ね

。
つ
ま
り
親
鸞
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、 

誹
謗
正
法
、

つ
ま
り
仏
法
を
誹
謗
す
る
者
、
五
逆
罪
を
犯
す
者
、
そ
れ 

か
ら
ー
闡
提
で
す
ね
、
こ
れ
は
も
う
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
他
は
な
い
の
で 

す

ね

。大
乗
仏
教
にお
い

て

は

。特
に
親
繁
にと
っ

て

は

そ

う

だ

と

思 

う

ん

で

す

。

で

す

か

ら

そ

う

い

う

こ

と

が

つ
ま
り「

五
劫
思
惟
の
願
を 

よ

く

よ

く案
ず
れ
ば
親®
一

人

がた
め」

と
捉
え
たそ
こ

で

す

ね

。
親 

鸞
一

人

と

し

て捉
え
たと
い

う

。つ
ま
り
十
八
願
とい
う

の

は十
方
衆
一 

生
と
い

う

こ

と

に使
わ
れ
てる
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
、

「

あ

あ
53 

そ
れ
は
私一
人

のた
め
だ
っ
た

」

と
捉
え
た
、
そ
こ
の
自
己
の
捉
え
方

- 

だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

つ
ま

り
親
鸞
自
身
が
自
己
を
ど
う
捉
え
て

る

か

と

い
う
。
私
が
思
う 

に
、
法
蔵
菩
薩
が
わ
ざ
わ
ざ
自
己
を
否
定
し
て
、
総
て
の
仏
に
よ
っ
て
、 

あ
る
い
は
菩
薩
が
た
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
た
も
の
を

救

お

う

とし
た 

四
十
八
の
願
心
で
す
ね
。
そ
こ
の

「

仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
い
て
二
心 

な
い
疑
心
が
あ
る
こ
と
な
し

」

と
い
う
の
は
、
い
ま
の
聞
信
で
信
心
獲 

得
し
た
層
で
す
ね
、
深
層
な
わ
け
で
す
。
そ
こ
が
や
っ
ぱ
り
名
号
が
本 

当
に
、
念

仏

が

憲

に

如

実

修

と

な

っ

た

と

。
真
の
今
私
に
な
つ

た
、

つ
ま
り
大
行
に
な
っ
た
と
思
ぅ
ん
で
す
ね
。
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そ
こ
で
僕
は
大
峯
先
生
に
ち

ょ

っ

と疑
問
を
感
じ
て
い
る
の
は
、 

『

親
鸞
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

』

の
中
で
、
名

号
の

「

い
わ
れ」

と
は
、
そ 

ん
な
も

ん

じゃ
な
い
ん
だ
とい
う
こ
と
を
何
度
も
おっ
し
ゃ
っ
て
る
ん 

で
す
。
僕
は
こ
こ
は
名
号
の

「

い
わ
れ」

と
い
う
の
は
結
局
、
あ
そ
こ 

に「

聞
と
い
う
は
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く

」

と
い
う
、

つ
ま
り
法
蔵 

菩
薩
が
い
っ
た
い
誰
の
た
め
に
、
ど
う
い
う
行
と
願
を
起
こ
さ
れ
て
、 

そ
れ
が
成
就
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
聞
く
わ
け
で
す
ね
。
で
、
そ 

れ
に
疑
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
も
し
関
係
な
い
よ
う
な
願 

心
で
あ
り
発
願
で
あ
っ
た
ら
、
こ
れ
は
も
う
疑
い
ば
か
り
出
る
と
思
う 

の
で
す
ね
。

一
切
が
疑
い
で
闇
。
し
か
し
仏
智
満
入
と
仏
の
智
慧
が
私 

の
心
に
届
い
た
と
い
う
時
の
、
そ
の
私
の
心
と
い
う
の
は
、
総
て
の
他 

の
仏
か
ら
は
見
捨
て
ら
れ
た
私
だ
っ

た

と

い

う

こ

と

に
気
付
くこ
と

が 

同
時
に
そ
こ
に
あ
る
わ
け
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
一

1 

種
深
信
で
あ
り
、
機
の
深
心
で
あ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
そ
れ
が
な
か
っ 

た
ら
、
い
く
ら
お
念
仏
を
称
え
て
も
、
そ
れ
が
曇
鸞
が
言
っ
た
よ
う
に 

如
実
修
行
相
応
の
行
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で 

す
ね
。

そ
し
て
同
時
に
そ
の
あ
と
に
曇
鸞
は
、
い
わ
ゆ
る
例
の
名
体
不
離
を 

言
っ
て
る
わ
け
で
す
。
名
と
法
の
不
二
の
こ
と
。
こ
れ
ま
さ
に
、
い
ま 

の
言
葉
と
名
号
と
が
、
真
実
の
言
葉
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
実
の
体
が
そ 

こ
に
あ
る
。
ふ
つ
う
名
と
い
う
の
は
指
で
し
か
な
い
で
は
な
い
か
と
。 

だ
か
ら
月
を
指
さ
せ
ば
闇
が
晴
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
出
す
わ
け 

で
す
ね
。
月
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
こ
で
法
に
は

い
ろ
い
ろ
な
法
が
あ
っ
て
、
名
号
の
法
と
い
う
の
は
、
名
と
い
う
の
は 

ま
さ
に
名
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
闇
が
晴
れ
る
の
だ
と
。

大

峯

だ
か
ら
、
ど
こ
が
問
題
に
な
る
の
で
す
か
。

武

田

で
す
か
ら
本
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
と
い
う
の
が
名
号
の
い
わ 

れ
を
聞
く
と
い
う
こ
と
。

大

峯

「

い
わ
れ」

と
い
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
で
す
。

「

い
わ
れ」 

と
い
う
の
は
英
語
で
言
っ
た
ら
何
と
言
う
の
で
す
か
。

武

田

そ
れ
は
僕
は
知
り
ま
せ
ん
。

大

楽

そ
れ
が
大
事
な
の
で
す
。
英
語
で
な
く
て
も
い
い
で
す
け
ど
、 

日
本
語
で「

い
わ
れ」

を
言
い
な
お
す
と
。

武

田

だ
か
ら
、
何f

号
が
我
々
を
救
う
も
の
と
し
て
の
弥
陀
法
と 

し
て
成
就
さ
れ
た
か
、
そ
の
始
め
と
終
わ
り
で
す
ね
。

大

峯

だ
か
ら
始
め
と
終
わ
り
と
い
う
の
は
何
で
す
か
。

武
田
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
。

大

峯

そ
こ
が
問
題
で
す
。
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
概
念
か 

は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
が
暧
昧
だ
か
ら
、
今
や
真
宗
教
学
が
は
っ
き 

り

し

な

い

。

武

田

い
や
、「

い
わ
れ」

と
い
う
の
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る 

ん
で
す
。

大

峯

だ
か
ら
名
体
不
離
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
を
、
い
わ
れ
と
言 

う
か
ら
、
観
念
に
な
る
の
で
す
。

武

田

い
や
、
そ
れ
は
、
い
わ
れ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
う
い
う
ふ
う
に 

解
釈
さ
れ
る
と.
.
。



大

峯

い
や
、
だ
か
ら
問
題
は

「

い
わ
れ」

と
は
何
か
と
。
僕
は
ね
、 

「

い
わ
れ」

と
い
う
こ
と
は

r

言
わ
れ
て
い
る

」

と
い
う
こ
と
だ
っ
た 

ら
い
い
の
で
す
。

つ
ま
り
言
葉
で
す
ね
。
そ
れ
が
観
念
に
な
る
と
、
思 

想
内
容
に
な
る
と
ね
。

武

田

言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
柄
は
い
い
け
ど

…
…

い
や
、
僕
は 

r

言
わ
れ
て
い
る

」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
、
法
蔵
菩
薩
の
行
が
、 

い
っ
た
い
私
にと
っ
て
ど
う
い
う
行
で
あ
る
か
と
。

大

峯

問
題
は
、
法
蔵
菩
薩
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

武

田

法
蔵
菩
薩
は
法
蔵
菩
薩
の
こ
と
。

大

峯

そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
な
く
。

(
一
 

同
笑
い)

法
蔵
菩
薩
が
一
番
分
か 

ら
ん
か
ら
暖
昧
に
な
っ

て

く

る

。

司

会

者「

い
わ
れ」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
武
田
先
生
の
ご
意
見 

i
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

◦

武

田

で
す
か
ら
僕
は
名
号
を
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
法
蔵
菩
薩
が
ど 

う
い
う
菩
薩
で
あ
る
か
と
、
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思 

う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
そ
れ
は
同
時
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か 

ら
名
号
が
本
当
に
私
に
届
く
、
信
心
開
発
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
本
当 

に
私
に
と
っ
て
法
蔵
菩
薩
が
ど
う
い
う
菩
薩
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が 

分
か
る
。
で
、
そ
の
法
塵
屋
の
產
と
い
う
も
の
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ 

て
、
私
に
届
く
名
号
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
私
の
た
め
の
名
号
で 

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

大

峯

そ
こ
は
、
信
仰
経
験
の
表
現
と
し
て
は
、
よ
く
分
か
る
の
で
す

け
れ
ど
も
、
信
仰
体
験
の
告
白
で
な
い
。
問
題
は
ね
。
や
っ
ぱ
り
根
本 

的
な
信
と
い
う
もの
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
い
ま
大
事
な

の

は

。

真
宗
教
義
の
中
で
こ
う
書
い
て
あ
る
か
ら
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
が
ど
う 

い
う
意
味
で
問
題
な
の
か
。

「

名
号
の
い
わ
れ

」

と
い
う
こ
と
で
ず
っ 

と
来
て
い
る
わ
け
で
す
。
み
な
同
行
で
も
み
な

「

名
号
の
い
わ
れ

」

っ 

て
言
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
僕

は

「

名
号
の
い
わ
れ

」

大
嫌
い
だ
な
、
あ 

の
言
葉
。

(

一
同
笑
い

)

秋

月

武
田
君
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
私
に
は
よ
く
分
か
る
。
い
つ
も 

彼
は
全
く
同
じ
こ
と
を
言
う
か
ら
。

「

機
の
深
信

」

か
ら
彼
は
浄
土
真 

宗
を
言
い
始
め
る
か
ら
。
こ
れ
は
も
う
武
田
君
の
真
宗
理
解
の
根
本
に 

関
わ
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
彼
を
引
っ
ぱ
っ
て
る
ん
だ
か
ら
。

 

一 

彼
の
場
合
、
非
常
に
宗
教
者
と
し
て
の
自
分
の
実
存
、
要

す

る

に

真
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宗
®

と
し
て
の
言
い
方
が
非
常
に
明
確
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ

か

ら

私

一
 

は
あ
れ
が
や
っ
ぱ
り
本
当
の
真
宗
の
信
心
だ
な
と
、
い
つ
も
思
う
ん
だ 

け
ど
ね
。

西

村

本
当
に
そ
う
思
っ
て
い
る
の
は
真
宗
の
お
坊
さ
ん
で
す
よ
ね
。

大

峯

僕
は
異
端
。

(
I

同
笑
い)

西

村

そ
れ
が
こ
わ
い
ん
で
す
よ
ね
、
別
の
意
味
で
ね
。

司
会
者
時
間
が
も
う
九
時
に
な
り
ま
し
た
の
で
上
田
先
生
に
何
か
。

上

田

い
ま
単
純
に
、
聞
い
た
と
こ
ろ
で
問
題
に
し
て
み
る
と
、
武
田 

さ
ん
は
、
何
と
言
う
か
な
、
名
号
の
い
わ
ば
背
景
み
た
い
な
こ
と
を
問 

題
に
さ
れ
て
、
名
号
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
。
大
峯
さ
ん
は
背
景

•
東
西
宗
教
交
流
 
C
X五

報
告

〈

一
九
九
一
一
年

〉
(

そ
の2)



と

い

う

こ

と

を一
切
な
し
に
し
て
名
号
と
い

う

こ

と

で

。
背
景
とい
う 

こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
背
景
は
、
言
わ
れ
て
い
る
こ 

と

と

し

て

やっ
ぱ
り
言
葉
がね
。
そ
れ
は
も
う
名
号
の
中
に
集
約
さ
れ 

て

。

お

そ

ら

く

そ

う

い

う

形
だ

と
思
う

ん

で

す

ね

。

そ
れ
で
、
何
と
な
く
こ
う
、
面
白
い
と
思
う
の
は
、
大
峯
さ
ん
が
武 

田
さ
ん
に
質
問
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
僕
が
と
は
言
わ
な
い
け 

れ
ど
も
、
こ
ん
ど
は
大
峯
さ
ん
に
質
問
す
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
大 

峯
さ
ん
が
武
田
さ
ん
に
質
問
す
る
性
質
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
問
い
が
出 

て
く
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

つ
ま
り
ね
、
さ
っ
き
の
よ
う
に
逆
対
応
、
そ
れ
を
と
り
出
し
て
、
あ 

る
い
は
そ
れ
を
無
視
す
る
か
、
そ
う
い
う
話
で
し
た
ね
。
そ
れ
か
ら
や
っ 

ぱ
り
念
仏
に
つ
い
て
の
理
解
の

一

番
微
妙
な
言
葉
と
い
う
こ
と
を
言
お 

う
と
す
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ッ

ガ

ーの
デ
イ
•
シ
ュ
プ
ラ
ッ

ヒ

ヱ•
シ
ュ
プ 

リ
ヒ
ト
、
こ
れ
、
大
峯
さ
ん
が
み
て
い
る
名
号
に
最
も
近
い
、
そ
う
い 

う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
そ
の
時
に
最
後
に
ど
う
し
て
そ
れ
が 

名
号
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が
ど
う
し
て
も
出
て
く 

る
。
そ
こ
は
考
え
よ
う
と
し
て
、
な
か
な
か
考
え
ら
れ
な
い
と
、
い
う 

ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
自
身
が
大
峯
さ
ん
に
と
っ
て 

問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

1

応
よ
く
分
か
る
。
確
か
に
そ
の
問
題
だ 

と
思
う
ん
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
う
言
っ
た 

時
に
、

ハ
イ
デッ
ガー

は
デ
イ•

シ
ユ
プ
ラッ
ヒ

ヱ•
シ
ユ
プ
リヒ
卜 

と
言
つ
た
時
に
シ
ュ
プ
ラ
ッ
ヒ
ヱ
は
ハ
イ
デ
ツ
ガ

ー

は
名
号
と
し
て
理 

解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
こ
ん
ど
は
大
峯
さ
ん
が
名
を
説
明
す
る
時
に
例
え
ば
、
詩
人 

が
山
と
言
え
ば
山
が
現
て
く

る

と
い
う
ふ
う
に
デ
ィ
•
シ
ュ
プ
ラ
ッ 

ヒ
エ
•
シユ
プ

リヒ
卜
と

い

う

こ

と

に
出
て
く

る

とす
れ
ば
、
こ
れ
は 

考
え
れ
ば
名
号
で
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
ど 

う
し
て
名
号
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
も
う
ひ
と
つ
言
え
ば
、
大
峯 

さ
ん
が
名
号
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
説
明
し
た
。
で
も
、
ど
こ
か
ら
大
案 

さ
ん
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
な
、
と
い
う
こ
と
に
非
常 

に
関
心
が
あ
る
。

そ
れ
で
さ
っ
き
観
音
さ
ん
の
こ
と
も
出
て
き
た
け
ど
ね
、
大
峯
さ
ん 

が
、
ま
あ
弥
陀
の
呼
び
声
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
時
に
は
お
そ 

ら
く
、
観
音
さ
ん
の
こ
と
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
言

っ

た

け

れ

ど

I 

も
、
そ
こ
で
あ
る
種
の
区
別
を
場
合
に
よ
っ
て
は
言
お
う
と
し
た
か
も

56 

知
れ
な
い
で
す
ね
。

 

一

し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
適
切
じ
ゃ
な
い
と
思
う
の
で
す
。
例
え
ば 

観
音
さ
ん
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
ま
の
念
ず
る
と
い
う
よ
う
な
理
解
も 

あ
る
け
れ
ど
も
、

『

観
音
経』

自
身
の
中
で
も
、
こ
れ
は
た
だ
人
間
の 

方
が
南

無
観
世
音
と
い
う
だ
け
で
言
わ
れ
て
る
も
の
じ
ゃ
な
く
て

や
っ 

ぱ
り
、
大
峯
さ
ん
が
言
う
意
味
で
の
菩
薩
の
方
か
ら
の
呼
び
か
け
と
い 

う
こ
と
は
当
然
前
提
と
な
っ
て
く
る
。
で
、
あ
そ
こ
で
は
観
音
の
三
十 

三
身
と
い
う
こ
と
が
ね
、
観
音
の
方
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
前 

提
に
な
って
、

観
世
音
菩
蔭
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て

ゆ
く
わ
け
で
す
。 

だ
か
ら
向
こ
う
の
方
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
で
念
仏
も
、 

念
仏
た
る
所
以
も
み
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
僕
た
ち
か
ら
思
う
と



や
は
り
、
そ
れ
も

1

種
の
い
わ
れ
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

西

村

先
生
、
真
言
と
い
う
場
合
の
こ
と
と
、
名
号
と
い
う
、
ど
う
関 

係
か
あ
り
ま
す
か
。

上

田

少
な
く
と
も
ね
、
現
象
的
に
は

…
…

不
明…

…

。

西

村

何
か
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

上

田

そ
れ
は
真
言
だっ
た
ら
沢
山
あ
り
ま
す
。

西

村

言
葉
そ
の
も
の
の
持
っ
て
い
る
意
味
と
い
う
か
な
。
そ
う
い
う 

も
の
は
真
言
に
あ
る
で
し
ょ
。
言
葉
の
プ
ラ
ィ
マ
ル
な
位
置
づ
け
と
い 

う
か
、
そ
れ
と
念
仏
。
念
仏
の
場
合
は
阿
弥
陀
如
来
が
ち
ゃ
ん
と
言
わ 

し
て
そ
の
名
を
称
え
る
。

大

峯

い
や
あ
、
そ
れ
は
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
の
名
が
で
す 

ね
、
阿
弥
陀
の
全
部
が
名
で
あ
る
。
そ
の
う
し
ろ
に
は
何
も
な
い
。 

上

田

だ

け

ど

そ

う

言

う

時

に

は

阿

；̂

の

全

部

が

名

だ

と

い

う

ふ

う 

に
、
ど
こ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
非
常
に
は
っ
き
り
言
え
る
の
か
。 

大

峯

だ
っ
て
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

(

一
同
笑
い

)

西

村

捏
造
し
て
な
い
の
か

…
…

。(

|
同
笑
い)

上

田

つ
ま
り
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
す
ね
。

「

そ
う
書
い
て
あ
る

」 

と
い
う
こ
と
が
ね
。
大
峯
さ
ん
に
と
っ
て
は
捏
造

…
…

そ

う
#
!
い
て
あ 

る
か
ら
と
い
う
言
い
方
が
大
峯
さ
ん
に
と
っ
て
結
局
、
捏
造
じ
ゃ
な
い 

わ
け
で
す
ね
。

大

楽

い
や
い
や
、
捏
造
じ
ゃ
な
く
て
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

上

田

だ
か
ら
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
、
受
け
取
る

と
い
う
こ
と
が
、

つ
ま
り
、
ど
こ
で
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

大

峯

ち
ょ
っ
と
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
。

秋
月
だ
か
ら
武
田
君
に
質
問
し
た
の
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
ま
す
よ 

(

笑
ぃ)

。

武

田

い
ま
先
生
の
お
っ
し
や
っ
た
こ
と
、

一
実
事
な
こ
と
で

、…
…

 

と
こ
ろ
が
い
ま
、
ま
さ
に
ね
、

「

書
い
て
あ
る
か
ら

」

と
お
っ
し
や
っ 

た
。
こ
れ
さ
っ
き
、
先
生
自
身
が
ね
、
集
約
し
た
と
い
う
の
は
も
う
ど 

こ
に
も…

…

不
明…

…
(

一
同
笑
い

)

大

峯

い
や
い
や
、
違
う
の
よ
。

武

田

書
い
て
あ
る
か
ら
先
生
が
集
約
し
た
ま
で
。

大

峯

書
い
て
あ
る
と
い
う
の
は
、
僕
が
や
っ
ぱ
り
僕
の
解
釈
で
す
。 

書
い
て
あ
る
と
い
っ
た
っ
て
、
そ
れ
は
書
い
て
あ
る

…
…

不
明…

…

 

武

田

で
す
か
ら
私
は
上
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
、
非
常
に
重 

要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
何
故
弥
陀
が
全
体
、
名
号
だ
と
い
う
。
こ
れ
は 

確
か
に
そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら

親
鸞
も
そ
う
捉
え
る
わ
け
で
す
。
そ 

れ
が
親*
で
は
な
く
て
、
私
に
と
っ
て
そ
う
だ
と
い

う

こ

とが
言
え
な 

い
と
ね
、
こ
れ
は
全
然
、
名
号
で
も
何
で
も
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
の 

時
に
法
蔵
菩
薩
の
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
と
い
う
こ
と
と
ね
、
私
に 

と
っ
て
起
こ
ら
な
け
れ
ば
名
号
が
本
当
に
私
の
救
い
と
な
っ
た
と
い
う 

ふ
う
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
を
、
私
の
と
こ
で
信
心
が
開
発
す
る
か
し
な 

い
か
の
分
か
れ
目
だ
と
思
う
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を 

言
っ
た
ら
、
単
に
そ
れ
は
信
仰
の
告
白
だ
と
お
っ
し
や
る
ん
だ
っ
た
ら

.
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僕
は
も
う
哲
学
と
か
思
索
と
か
何
と
か
と
い
う
の
は
全
く
今
夜
者
に
と
っ 

て
は
無
意
味
だ
と
言
い
た
い
で
す
ね
。

大

楽

い
や
い
や
、
い
ま
の
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

武

田

い

ま

の

、
だ
か
ら
、
た
だ
、
反
省
知
に
と
っ
て
ね
、
言
っ
て
る 

わ
け
、
私
自
身
を
ね
、
で
す
か
ら
、
何
も
僕
は
信
仰
告
白
を
、
信
仰
告 

白
と
い
う
の
だ
っ
た
ら
、
私
が
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ
と
言
っ
た
ら
そ
れ
で 

い
い
ん
で
す
よ
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ
と
応
え
た
ら
そ
れ
で
終
わ
り
な
ん 

で
^
か̂
ら
。

大

峯

い

や

、
論
理
と
い
う
こ
と
を
い
う
な
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん 

で
す
よ
。

理
と
い
う
も
の
を
や
っ
ぱ
り
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
こ
れ
は
反
省
知
と
か
で
捉
え
る
。
そ
ん
な
捏
造
と
か
、
そ
う
い 

う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
ま
た
信
仰
告
白
で
も
な
い
。
信
仰
告
白
で
も
な 

く
て
神
学
用
語
の
：

U

ロ
白
で
も
な
い
。
や
っ
ぱ
り
論
理
と
い
う
こ
と
を
言 

う
時
に
ね
、
僕
も
や
っ
ぱ
り
西
田
の
言
う
こ
と
、
よ
く
分
か
る
。
論
理 

を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
合
理
化
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。

上
田
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
非
常
に
よ
く
分
か
る
。

大

峯

そ
れ
や
っ
ぱ
り
、
ち
ょ
っ
と
主
観
主
義
的
だ
と
思
う
、
あ
の
集 

約
が
ね
、
い
ま
ま
で
の
。
そ
う
い
う
意
味
で
主
観
主
義
と
い
う
か
客
観
、 

逆
に
言
う
た
ら
客
観
主
義
と
い
う
か
。
文
献
主
義
と
い
う
か
ね
。
文
献 

か
ど
っ
ち
か
、
あ
と
は
考
古
学
や
、
ど
っ
ち
か
に
な
る
の
で
す
が
、
そ 

の
中
間
とI 

ま
す
か
ね

司
会
者
司
会
者
非
常
に
面
白
く
な
い
わ
け
で
、
こ
こ
で
打
ち
切
り
を 

宣
言
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

秋
月
キ
リ
ス
ト
教
の
人
た
ち
に
。
こ
れ
は
仏
教
の
中
で
も
め
て
い
る 

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
。
キ
リ
ス
ト
教
の
方
々
、
私
が
対
話
を
し 

て
、
キ
リ
ス
ト
教
も
変
わ
っ
て
き
て
ほ
し
い
し
、
仏
教
も
変
わ
り
た
い 

の
で
す
ね
。
変
わ
ら
な
い
の
だ
っ
た
ら
、
対
話
を
す
る
必
要
は
な
い
わ 

け
だ
か
ら
。

さ
っ
き
観
世
音
菩
薩
が
出
ま
し
た
け
ど
、
あ
れ
、
仏
教
の
中
か
ら
出 

た
の
じ
ゃ
な
いの
で
す
。
異
教
か
ら
持
っ
て
き
た
の
で
す
。
阿
弥
陀
さ 

ん
も
そ
ぅで
す
。
真
言
も
仏
教
か
ら
出
た
の
で
は
な
い

の
で
す
。
あ
れ 

は
ィ
ン
ド
教
か
ら
出
て
き
た
の
で
す
。
い
ろ
ん
な
宗
教
が
集
ま
っ
て
、 

そ
こ
か
ら
観
音
さ
ん
も
阿
弥
陀
さ
ん
も
出
て
き
た
。
文
珠
だ
け
で
す
か 

ら
、
仏
教
の
中
か
ら
出
た
菩
薩
は
。
あ
と
は
全
部
ヒ
ン
ズ
ー
か
ら
持
っ 

て
き
たの
で
す
。

だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
方
々
も
、
仏
教
は
変
わ
ら
な
い
と
い
ぅ
話
が 

あ
っ
た
の
で
す
が
ね
、
私
は
仏
教
も
変
わ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
ん 

で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
も
変
わ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

司
会
者
で
は
終
わ
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

秋

月

龍

珉

著

公

案

I

実

践

的

禅

入

門

六

◦
◦
円 

ち

く

ま

文

庫
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