
研
究
発
表
I

「

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話」

の「

行」
(

実
践)

論
へ
の
展
開

発
表者
八木
誠一

は
じ
め
に

従
来
私
が
試
み
て
き
た
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
は
、
両
者
の
本
 

質
的
一
致
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
論
文
は
、
 

同
じ
点
か
ら
宗
教
的
な「

行

」

を

検
討
し
て
み

よ

う

、

と

い

う

こ

と

で

 

あ
る
。
行
は
宗
教
の
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
て
、
宗
教
の
理
論
 

的
解
明
は
結
局
の
と
こ
ろ
行
論
を
支
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
 

と
思
う
。
宗
教
間
対
話
の
立
場
か
ら
新
し
い
行
が
開
発
で
き
る
か
ど
う

 

か
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
増
補
の
課
題
は
、
対
話
 

の
視
点
か
ら
行

を

考
え
る
視
点
を
探
る
こ

と

で

あ
る
。

さ
て
、
私
は
従
来
、「

自
我」

と

「

自
己
の
根
底」

を
区
別
し
て
き
 

た
。
現
在
で
は
多
少
異
な
っ
た
用
語
法
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
 

「

自
己
の
根
底」

の

こ

と

をー

こ
れ
は
自
我
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
結
 

局
は
人
格
の
究
極
的
主
体
だ
か
ら
I

「

自
己」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
 

こ

と

で

あ

る

(1

|
。

す

る

と

私
が
か
つ
て「

人
間
が
自
己
の
根
底
に
目
覚
め
る
こ

と

」

と

称
し
た
出
来
事
は
、
上
記
の
意
味
で
の
自
己
が
自
己
自
身
に
目
覚
め
る

 

こ
と
、
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
自
己
が
自
我
にー

ま
た
自
我
に
対
し
てー

 

現
れ
る
こ

と

、

と

い

っ
て
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の

と

き

「

単
 

な
る
自
我」

で
も
な
く
、
ま
た
む
ろ
ん「

単
な
る
自
己」

で
も
な
く
、 

I 

「

自
己
に
目
覚
め
た
自
我」

が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ

を

私

は
41 

「

自

己
.

自
我」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
す

る

と

「

自
分」

と
は
一

 

「

自
己
.

自
我」

の

こ

と

だ
と
も
い
え

る

し
、
あ
る
い
は
、「

自
己
.
自
 

我」

を

「

人
格」

と
称
し
て
も
よ
い
。
人
格
は
も
と
も
と
自
己
.
自
我
 

な
の
だ
が
、
た
だ
、
多
く
の
場
合「

自
己
•

自
我」

は
潜
在
性
で
あ
っ
 

て
、
自
己
の
活
性
化
に
よ
る「

自
己
•

自
我」

の

現
実
化
が

r

覚」

成
 

立
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
滝
沢
克
己
の「

神
と
人
と
の
第
一
義
の
接
触」

は
こ
 

こ
で
い
う「

自
己」

に
当
た
り
、「

神
と
人
と
の
第
一
一
義
の
接
触」

は
I
 

自
我
が
自
己
に
目
覚
め
る
こ
と
だ
か
らー

こ
こ
で
い
う「

自
己
.

自
我」

の
現
実
化
に
当
た
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
た
と
え
ば
よ
く
私
が
書
い
 

た
図
を
例
に
と
る
と
、「

私
の
う
ち
な
る
キ
リ
ス
ト
の
働
き」

が
こ
こ



で
い
う
自
己
の
こ
と
で
あ
り
、「

キ
リ
ス
ト
の
な
か
に
あ
る
自
己」

が
 

こ
こ
で
い
う
人
格
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
用
語
法
 

を
変
え
た
の
は
、
事
柄
上
か
ら
い
っ
て
も
新
し
い
用
語
法
の
方
が
正
確

 

で
あ
り
、
さ
ら
に
、

ニ
ー
チ
ェ
や
C
 

•

 

G

ユ
ン
グ
に
見
ら
れ
、
今
日
広
 

が
り
つ
つ
あ
る
用
語
法
と
も
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ニ
ー
 

チ

ヱ

や

ユ
ン
グ
の
い
う「
自
己」

(2
)

は
、
た
し
か
に
構
造
上
の
類
比
を

 

示
す
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
も
内
容
的
に
我
々
の
い
う「

自
己」

と

一
 

致
す
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

I

行
の
到
着
点 

要
旨

さ
て
我
々
が
超
越
を
認
識
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
対
象
的
認
識
 

で
は
な
く
、
超
越
と
一
つ
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
元
来
別
物
で
 

あ
っ
た
超
越
と
人
間
と
が
後
で
結
合
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
己
j

確
 

認
の
た
め
に
い
え
ば
、
ま

ず

は「

私
の
う
ち
に
生
き
る
キ

リ

ス

ト

」

 

(

ガ

ラ

テ

ア
2
 

:

19
-

20)

の
こ
とー

が
自
我
の
な
か
に
、
ま
た
自
我
に
 

対
し
て
、
現

れ

る

(

ガ

ラ

テ

ア
1

:

16)

と
き
、
自
我
が
自
己
に
目
覚

 

め
る
の
で
あ
る
。「

現
れ
る」

と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
超
越
が
外
か
ら
 

内
に
入
り
込
ん
で
人
間
と
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
潜
 

在
性
だ
っ
た
自
己
•
自
我
が
現
実
化
、
活
性
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
 

し
て
自
己—

「

私
の
う
ち
に
生
き
る
キ

リ

ス

ト

」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
I
 

神
的
.

人
間
的
で
あ
り
、
超
越
的
•

内
在
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
 

自
己
の
活
性
化
、
自

己
•

自
我
の
現
実
化
は
仏
教
で「

覚」

と
い
わ
れ

る
も
の
に
当
た
る
。
こ
の
際
、
自
我
は
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
。
自
己
 

が
自
我
の
な
か
に
、
ま
た
自
我
に
対
し
て
露
と
な
る
と
き
、
自
我
は
自
 

己
の
一
機
能
と
な
る
。
た
だ
し
、
自
我
は
比
較
的
な
独
立
性
を
保
つ
て
 

い
て
、
自
己
と
自
我
の
関
係
は
I

滝
沢
の
定
式
を
借
用
し
て
い
え
ばー

 

不
可
分
•

不
可
同
で
、
か
つ
相
対
的
に
不
可
逆
で
あ
る
。
自
我
か
ら
自
 

己
へ
と
働
き
か
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
た
、
不
可
逆
と
い
つ
 

て
も
、
自
我
が
自
己
を
無
視
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
り
、
 

こ
こ
に
罪
な
い
し
誤
り
の
可
能
性
が
あ
り
続
け
る
わ
け
で
あ
る
。
比
喩
 

的
に
い
え
ば
、
自
己
と
自
我
の
関
係
は
船
長
と
舵
手
と
の
関
係
に
似
て
 

い
る
。
す
る
と
身
体
は
船
体
に
当
た
り
、
船
長
が
船
の
な
か
で
船
会
社

 

を
代
表
す
る
の
は
、
自
己
が
身
体
の
な
か
で
超
越
を
代
表
す
る
こ
と
の
 

比
喩
に
な
ろ
う
。

要
す
る
に
、
こ
う
し
て
自
我
は
外
界
と
内
界
の
結
び
目
で
あ
り
、
自
 

己
を
中
心
と
す
る
身
体
の「

理
性」

の
役
！fn

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
わ
 

け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間

(

人
格)

を
我
々
が「

自
己
.

自
我」

 

と
呼
ぶ
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
鈴
木
大
拙
と
そ
の
弟
子
 

秋
月
龍
珉
が「

超
個
の
個」

®
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
我
々
の
い
う

r

自 

己
•

自
我」

に
当
た
る
。
覚
と
は
、
も
と
も
と
超
個
の
個
で
あ
る
人
間
 

が
、
覚
に
お
い
て
自
分
自
身
を
超
個
の
個
と
し
て
自
覚
す
る
よ
う
に
な
 

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
人
格
は
単
な
る
個
で
も
な
く
、
ま
た
単
 

な
る
超
個
で
も
な
い
。

自
己
•

自

我
(

超
個
の
個)

の
現
実
化
こ
そ
が
宗
教
的
な
行
の
到
着

 

点
で
あ
る
。
こ
こ
で
自
我
中
心
主
義
.

自
我
主
義

(

後
述)

が
基
本
的
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に
克
服
さ
れ
、
ま
た
、
言
葉
の
世
界
と
現
実
あ
り
の
ま
ま
と
の
混
同
も

 

克
服
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
B

己
• 

a

我
の
現
実
化
の
た
め
に
は
、 

こ

れ

ら

が

克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

わ
け
で
あ
る
。
以
下
で
は
ま
 

ず
叙
述
に
必
要
な
重
要
概
念
を
い
く
つ
か
、
や
や
詳
し
く
説
明
し
て
、 

そ
れ
か
ら
党
に
い
た
る
経
過
と
行
の
実
際
と
を
検
討
す
る
こ

と

に

し

よ

自

己•

自
我

本
書
の
立
場
で
あ
る
{

示
教
1

話
の
観
点
か
ら
す
れ
ば「

私
の
う
ち
 

に
生
き
る
キ
リ
ス
卜」

は
活
性
化
さ
れ
自
覚
さ
れ
た「

仏
性」

ま
た
 

「

無
相
の
自
己」

に
対
応
す
る
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
我
々
の
い
う

r

自
 

己」

の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
パ
ウ
ロ
の
場
合「
私
の
う
ち
に
生
き
る
キ
 

リ
ス
ト」

と
は
彼
の
究
極
の
主
体
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、「

神
の
子

 

キ
リ
ス
卜」

は
。ハ
ウ
ロ
の
信
仰
の
対
象
で
も
あ
る

(

ガ

ラ

テ

ア
2

:

19
丨
 

邠)

。

こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
。
超
越
に
は
こ
の
ニ
面
性
が
あ
る
。
神
 

の
子
を
信
じ
る
パ
ウ
ロ
の「

自
我」

は
彼
に
現
れ
た「

う
ち
な
る
キ
リ
 

ス

ト

」
(

自

己

、

ガ

ラ

チ

ア
1
:
5
2
)

に

担
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
 

ま
り
。ハ
ウ
ロ
は
自
己
に
S

覚
め
て
い
な
い
単
な
る
自
我
で
も
な
く
、
単
 

な
る
自
己
で
も
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
自
分
自
身
を「

自「

し
•

自
我」

と
し
 

て
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
側
で
の「

超
個
の
個」

に
 

当
た
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

自
我
中
心
主
義
と
自
我
主
義(

エ
ゴ
イ
ズ
ム)

「

単
な
る
自
我」

と

「

自
己
•

自
我」

の
_
我
と
の
区
別
は
基
礎
的
 

な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
 

「

単
な
る
自
我」

(

場
合
に
よ
つ
て

は

自
我
と
略
記
す
る

こ
と
も

あ

る

)

と
は
 

自
己
に
目
覚
め
て
い
な
い
自
我
を
意
味
す
る
と
約
束
し
て
お
く
。
そ
れ
 

に
対
し
て
自
己
に
目
覚
め
た
自
我
の
こ
と
は「

自
己
•

自
我」

の
自
我
 

と
い
う
こ

と

に

し

よ

う

。

単
な
る
自
我
は
自
我
中
心
的
あ
る
い
は
自
我

 

主

義

的

(
H

ゴ
イ
ス
テ

イ

ッ

ク

)

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
欲
望
に
操
ら
れ
る
 

自
我
中
心
的
な
自
我(

自
分
さ

え

よ

け
れ
ば
他
人
は
ど
う
な
っ
て

も
か
ま
わ
 

な
い
自
我)

が
悪
事
を
働
く
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
よ
う
。
新
約
聖
 

軎
の
言
葉
で
い
え
ば
、
こ
れ
は
律
法
違
反
を
結
果
す
る
の
で
あ
る
。
し

一
 

か
し
、
単
な
る
自
我
に
は
別
の
問
題
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
43 

(

自
我
主
義)

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
高
度
の
倫
理
性
に
到
達
し
よ
う
と
い
一

 

う
努
力
を
も
担
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
、
自
我
 

に
と
っ
て
は
当
の
自
我
だ
け
が
関
心
の
対
象
で
あ
っ
て
、
ゆ
え
に
そ
れ
 

が
自
分
を
動
か
す
唯一

の
現
実
性
だ
、
と
い
う
在
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
自
我
は
、
他
者
へ
の
関
係
を
無
視
し
ー
ま
た
、
そ
の
視
野
 

に
入
っ
て
こ
な
い「

自
己」

へ
の
関
係
も
無
視
し
て
I

自
分
で
自
分
の
 

あ
る
べ
き
姿
を
設
定
し
て
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
計
り
、
そ
れ
を
妨
 

げ
る
も
の
を
許
さ
な
い
。
自
分
の
あ
る
べ
き
姿
は
様
々
だ
が
、
そ
の
中
 

に
は
高
度
の
倫
理
性
へ
の
到
達
も
入
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
我
 

は
、
_

我
中
心
性
を
克
服
し
て
悪
事
を
避
け
、
完
全
な
道
徳
的
人
格
と
 

な

ろ

う

と

す
る
こ

と

が

あ

る

。

だ
か
ら
、
そ
れ
は

1

見
し
た
と

こ

ろ

自



我
中
心
主
義
や
不
道
徳
と
は
正
反
対
の
も
の
に
見
え
る
し
、
実
際
あ
る
 

意
味
で
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
自
我
は
 

自
分
の
道
徳
性

(

理
想)

の
達
成
だ
け
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
っ
 

て
、
彼
が
日
常
生
活
で
実
際
に
出
会
う
人
間
に
は
関
心
が
な
い
。
彼
は
、
 

他
人
と
自
分
を
比
較
し
、
高
い
道
徳
性
を
達
成
し
た
自
分
の
姿
を
眺
め
 

て
自
惚
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
申
し
分
な
く
立
派
な
道
徳
的
 

(

律
法
主
義
的)

エ
ゴ
イ
ス
ト
は
以
下
に
引
用
す
る
ル
ヵ
18
:

9

1

14

に
 

例
示
さ
れ
て
い
る
。
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
当
時
、
律
法
順
守
 

が
宗
教
的
な
行
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
自
我
が
 

そ
の
担
い
手
と
な
り
う
る
と
で
あ
る
。

(

イ

ヱ

ス

は)

、
自
分
は
義
人
で
あ

る

と

自
惚
れ
て
他
の
人
々
を
見
下
 

げ
て
い
る
人
達
に
向
け
て
、
以
下
の
よ
う
な
例
話
を
語
っ
た
。
二
人
の
 

人
が
祈
る
た
め
に
神
殿
に
上
っ
た
。
ひ
と
り
は
パ
リ
サ
イ
人
で
あ
り
、
 

も
う
ひ
と
り
は
徴
税
人
で
あ
っ
た
。
。ハ
リ
サ
イ
人
は
立
っ
て
心
の
中
で
 

こ
う
祈
っ
た
。
神
よ
、
私
が
ほ
か
の
人
々
の
よ
う
に
、
奪
う
者
で
も
不
 

義
な
る
者
で
も
不
倫
を
働
く
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
こ
の
徴
税
人
の
よ
 

う

な

人
間
で
も
な
い
こ
と
を
、
あ
な
た
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
私
は
週
 

に一

一
度
断
食
し
、
収
入
全
部
の
十
分
の
一
を(

神
殿
税
と

し

て

)

払
っ
 

て
お
り
ま
す
。
他
方
、
徴
税
人
は
遠
く
離
れ
て
立
ち
、
目
を
天
に
向
け
 

る
こ
と
す
ら
な
く
、
胸
を
打
っ
て
い
っ
た
。
神
よ
、
罪
人
な
る
私
を
憐
 

れ
ん
で
下
さ
い
。

(

イ
ヱ
ス
は
言
っ
た)

私
は
君
達
に
言
う
。
神
に
義
と
認
め
ら
れ
て

家
に
帰
っ
た
の
は
こ
の
徴
税
人
で
あ
っ
て
、
か
の
。ハ
リ
サ
ィ
人
で
は
な
 

か
っ
た
。

徴
税
人
と
は
、
当
時
の
支
配
者
ロ
ー
マ
人
か
ら
委
託
さ
れ
て
ユ
ダ
ヤ
 

人
か
ら
人
頭
税
を
徴
収
し
た
人
で
、
請
け
負
っ
た
以
上
の
額
は
自
分
の
 

懐
に
入
れ
た
と
い
わ
れ
、

ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
た
。
実
際
、
徴
 

税
人
は
ひ
ど
い
こ
と
の
数
々
を
や
っ
て
の
け
て
人
々
を
苦
し
め
た
で
あ

 

ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
全
然「

義
人」

で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は「

自
 

己
•

自
我」

の
自
我
に
立
ち
返
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
罪
深
さ
の
自
覚
 

は
単
な
る
自
我
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
自
己
に
発
す
る
声
で
あ
 

る
。
ィ

H

ス
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
声
を
聞
い
た
徴
税
人
の
方
が
神
に
近

一
 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
.

自
我
と
し
て
の
人
格
の
積
極
44 

的
な
姿
は
、
た
と
え
ば
ル
ヵ
10
:

30

丨
36

の

「

善
き
サ
マ
リ
ア
人」

に
一

 

見
ら
れ
る
。
彼
は
自
分
達
を
差
別
し
て
交
際
も
し
て
く
れ
な
い
ユ
ダ
ヤ
 

人
が
半
死
半
生
で
倒
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
が
律
法
に
命
じ
 

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
善
行
を
人
に
見
せ
る
た
め
で
も
な
 

く
、「

か
わ
い
そ
う
に
思
っ
て」

ユ
ダ
ヤ
人
を
助
け
た
の
で
あ
っ
た
。
 

倒
れ
て
い
る「

敵」

を
み
て
自
然
に
か
わ
い
そ
う
に
思
う
気
持
ち
は
自

 

我
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。

こ
れ
は
自
己
の
働
き
に
根
差
す
の
で
あ
る

 

(

な
お
、
単
な
る
自
我
の
律
法
行
為
に
つ
い
て
は
マ
ル
コ
10

一
17
1

22

参
照)

。

ロー

マ
書
7
 

: 

7

1

况
に
描
か
れ
て
い
る「

自
分」

、
す
な
わ
ち
律
法

 

の
行
に
励
め
ば
励
む
ほ
ど
罪
の
虜
と
な
っ
て
ゆ
く
自
分
と
は
、
自
我
主
 

義
的
自
我
の
こ
と
で
あ
る
。「

自

己
.

自
我」

の
自
我
で
は
な
い
と
い



う
こ
と
だ
。
単
な
る
自
我
は
律
法
の
行
に
励
め
ば
励
む
ほ
ど
単
な
る
自

 

我
を
強
化
し
て
自
己
を
見
失
っ
て
し

ま

う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
 

我
は
自
己
.

自
我
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
。ハ
ゥ
ロ
の
言
葉
で
 

は
、
自
分
に
対
し
て
死
に
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
の
で
あ
る

(

0

1

マ
6

)

。

こ
れ
は
私
の
い
う
類
型
B

の
神
学
 

(
『

パ
ゥ
ロ
 

•

親
鸞
ィ
エ
ス
•

禅』

参
照)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
別
の
言

 

い
方
を
す
れ
ば
、
単
な
る
自
我
は
、
善
と
定
義
さ
れ
道
徳
的
と
認
め
ら
 

れ
る
善
に
関
心
を
抱
く
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
善
を
行
う
場
合
に
、 

自
分
が
善
人
で
あ
る
こ
と
を
自
他
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

 

(

マ
タ

ィ

6
 

:

1

—

 

6

参
照)

。

つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
現
実
と
は
自
己

 

(

神
•

人
の
一)

の
こ
と
で
は
な
く
、
客
観
的
に
証
示
で
き
る
よ
う
な
道

 

徳

(

律
法)

上
の
き
ま
り
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
言
語
化
さ
れ
 

た
道
徳
が
彼
の
行
為
を
導
く
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
人
間
は
 

言
語
化
さ
れ
た
現
実
を
現
実
そ
の
も
の
と
見
な
す
だ
け
、
自
己
は
見
失
 

う

の

で
あ
る
。

他
方
で
は
、
認
識
上
の
エ
ゴ
ィ
ズ
ム
と
い
う
べ
き
も
の
も
あ
る
。
言
 

語
社
会
は
事
物
を
客
観
化
し
て
そ
れ
を
認
識(

っ
ま
り

言
語
化)
し
て
、 

そ
れ
を
情
報
と
し
て
伝
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
科
学
的
な
認
識
に
と
ど
 

ま
ら
な
い
。
知
と
は
し
ば
し
ば
対
象
を
管
理
し
、
操
作
し
、
利
用
し
、 

場
合
に
よ
っ
て
は
破
壊
す
る
た
め
の
知
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
功
利
的
 

な
認
識
は
対
象
を
単
な
る「

も
の」

と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
 

(

物
象
化)

、
こ
の
よ
う
な
言
語
社
会
は
、
こ
の
視
点
か
ら
認
識
さ
れ
言

 

語
化
さ
れ
た
対
象
を
現
実
そ
の
も
の
と
混
同
す
る
の
で
あ
る
。
す
る
と

>」

の
言
語
社
会
の
な
か
に
生
き
る
自
我
も
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
事

 

物
を
物
象
化
す
る
見
方
を
身
に
付
け
、
世
界
を
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
 

場
所
に
変
え
る
。

つ
ま
り
我
々
の
時
代
は
単
な
る
自
我
と
そ
の
文
明
の
 

時
代
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
自
我
も
、
言
語
化
さ
れ
た
現
実
を
現
 

実
そ
の
も
の
と
見
な
す
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
我
は
自
分
 

自
身
に
全
関
心
を
寄
せ
、
世
界
を
手
段
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
 

め
に
認
識
を
営
む
知
り
方
は
認
識
上
の
エ
ゴ
ィ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
が
で

 

き
る
。
こ
の
よ
う
な
自
我
は
一
意
的
な
日
常
言
語
で
自
分
自
身
を
言
語
 

化
し
て
い
る
か
ら
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に「

私
は
私
の
み
に
よ
っ
 

て
私
で
あ
り
、
私
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い」

と
考
え
て
、
自
己
に
 

お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
他
者
と
の
根
源
的
な
か
か
わ
り
を
見
失
う
の
 

で
あ
る
。覚

の
成
立
と
自
己
.
自
我

上
記
の
よ
う
に
、
自
己
は
自
我
に
対
し
て
、
ま
た
自
我
の
な
か
に
、 

露
と
な
る
と
き
、
人
格
は
自
分
自
身
を
自
己
.

自
我
と
し
て
自
覚(

理
 

解)

す
る
の
で
あ
る

(

覚)

。
こ

の

と

き
、
自
我
の
絶
対
性
は
破
ら
れ

 

る
。
自
己
は
身
体
の
中
心
だ
と
い
っ
た
が
、
身
体
は
こ
の
世
界
の
な
か
 

で
他
者
と
と
も
に
生
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
関
係
性
の
極
な
の
 

で
あ
る
。
だ
か
ら
自
己
と
は
人
間
性
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
 

い
う
こ
と
は
、
自
己
•

自
我
で
あ
る
人
格
は
、
自
分
は
関
係
の
な
か
で
 

は
じ
め
て
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
主
観
 

な
し
に
客
観
は
な
く
、
汝
な
し
に
我
は
な
く
、
自
己
な
し
に
自
我
は
あ

一 45



り
え
な
い
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
方
で
は
基
本
的
に
存
在
 

者
同
土
の
相
互
浸
透
性
を
認
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
い
う
 

こ
と
が
あ
る
。
自
己
は
超
越
的
•

内

在

的

(

神
的
•

人
的)

で
あ
る
。
 

自
己
は
神
と

1

つ
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の

I

は
実
体
の
一
で
は
 

な
く
、
働
き
の
一
で
あ
る
。「

愛
は
神
か
ら
で
る
。
ゆ
え
に
愛
す
る
者

 

は
神
を
知
る」

(

I

m

ハ
ネ
4

:

7

)

と
い
わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

愛
は
人
間
の
愛
だ
が
、
そ
れ
が
神
の
愛
と
ひ
と
つ
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
 

人
と
神
と
が
実
体
的
に
一
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
働
き
の
上
で一

だ
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
。ハ
ゥ
ロ
が
自
分
の
伝
道
は
キ
リ
ス
卜
の
行
為
だ
 

と

い

う

(
D

丨
マ
15
:

18)

の
も
同
じ
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
己
に
 

目
覚
め
た
人
格
は
、
自
己
と
一
つ
で
あ
る
神
の
働
き
知
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
知
は
対
象
的
な
知
で
は
な
い
。
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
き
に
自
分

 

を
成
り
立
た
せ
る
働
き
を
直
党
す
る
と
い
う
意
味
で
の「

自
覚」

で
あ
 

る
o

こ
の
よ
う
な
自
覚
の
成
立
に
は
い
く
つ
か
の
仕
方
が
あ
る
。
⑴
単
な
 

る

自

我

(

行
為
す
る
自
我
、
認
識
す
る
自
我)

が
袋
小
路
に
追
い
込
ま
れ

 

て
究
極
的
主
体
の
座
を
降
り
る
。
そ
れ
と
相
関
的
に
自
己
が
露
と
な
る
。
 

⑵
人
格
は
も
と
も
と
潜
在
性
と
し

て

自
己

•

S

我
な
の
で
あ
る
。
さ
て
 

自
己
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
自
分
の
な
か
で
働
き
始
 

め
、

つ
い
に
は
自
我
の
壁
を
破
っ
て
自
覚
に
現
れ
る
ほ
ど
に
活
性
化
さ
 

れ
る
。
こ

う

し

て

人
格
は
自
覚
的
な
自
己
•

自
我
と
な
る
。
⑴
と
⑵
で

 

は
方
向
が
逆
だ
が
、
相
補
的
な
の
が
通
常
で
あ
る
。

宗
教
言
語
⑷

自
己
の
活
性
化
に
は
言
語
が
深
く
関
与
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
 

い
て一

言
し
て
お
く
。
単
な
る
自
我
の
言
語

(

曰
常
言
語
。
特
に
亊
物
を
 

物
象
化
す
る
客
観
的
情
報
言
語
と
、
形
の
上
で
遂
行
を
要
求
す
る
命
令
言
語)

の
使
用
は
単
な
る
自
我
を
強
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
宗
 

教
的
自
覚
の
言
語
は
、
ま
さ
に
自
己

•

自
我
の
自
覚
の
表
出
だ
か
ら
、 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
客
観
的
•

記
述
的
で
は
な
く
、
表
出
的
で
あ
る
 

(

表
現
言
語)

。
そ
れ
は
神

•

人

•

歴
史
な
ど
に
か
か
わ
る
客
観
的
情
報

 

を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
外
的
遂
行
を
要
求
す
る
命
令
で
も
な
い
。
 

自
覚
を
表
現
し
、
自
己
と
し
て
働
く
働
き
を
語
り
、
自

己

•
自
我
の
形
 

を
描
き
、
自
覚
に
訴
え
て
人
格
の
な
か
に
自
己
を
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
一

 

す
る
。
だ
か
ら
宗
教
言
語
を
客
観
的
な
情
報
言
語
•

命
令
言
語
と
し
て
46 

受
け
取
る
場
合
は
、
宗
教
言
語
が
正
し
く
機
能
し
な
い
。
こ
の
場
合
宗
一

 

教
言
語
は
、
特
に
現
代
人
に
は
、
古
代
的
な
共
同
幻
想
ま
た
は
非
常
識

 

な
倫
理
と
し
て
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。

そ
れ
と
連
関
し
て
、
宗
教
言
語
の
名
詞
の
性
質
の
問
題
が
あ
る
。
こ
 

れ
は
情
報
言
語
が
用
い
る
普
通
名
詞
で
は
な
い
。
情
報
言
語
が
用
い
る
 

普
通
名
詞

(

固
有
名
詞
、
集
合
名
詞
も
同
様)

に
は
指
示
対
象
が
あ
る
の
 

が
一
般
で
あ
る
。
た
と
え
ば「

犬」

、「

猫」
「

机」

、「

椅
子」

な
ど
が
 

そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
言
語
が
用
い
る
名
詞
は
主
と
し
 

て
動
名
詞
で
あ
る
。
動
名
詞
と
は
、
動
詞
を
名
詞
化
し
た
も
の
で
、
不
 

定
詞
が
そ
う
だ
が
、

I

般

に

r
…
…

す
る
こ
と」

を
意
味
す
る
動
詞
で
 

あ
る
。
飲

食

、

歩

行

、

方

働

、

思

考

、

希

望

、

絶

望

、

苦

悩

、

な
ど
が



例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
に
は
情
報
言
語
の
普
通
名
 

詞
の
よ
う
な「

指
示
対
象」

が
な
い
こ

と

で

あ
る
。
た
と
え
ば
飲
食
と
 

は
動
態
で
あ
っ
て
、
飲
食
と
い
う
客
観
的
な「

も
の」

が
あ
る
わ
け
で
 

は
な
い
。
重
要
な
の
は「

生」

で
あ
る
。
こ
の
名
詞
は「

生
き
る
こ
と」

 

や

「

生
ま
れ
る
こ
と」

を
意
味
す
る
が
、「

生」
(

生
命)

と
い
わ
れ
る
 

よ
う
な
客
観
的
対
象
i

「

こ
れ
の
こ
と
で
す
よ」

と
い
っ
て
摘
ん
で
見
 

せ
ら
れ
る
よ
う
な
対
象
I

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
を
誤
解
す
る
 

と

「

生
命」

と
い
う
客
観
的
実
在
が
あ
る
よ
う
に
思
い
、
そ
れ
が
入
る
 

と

人
間
が
生
き
る
よ
う
な「

霊
魂」

を
考
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
は
詳
論
の
場
所
で
は
な
い
の
で
若
干
の
例
を
挙
げ
る
。「

私
に
 

と
つ
て
は
キ
リ
ス
ト
と
は
生
き
る
こ
と
だ」

(

ピ

リ

ピ
1

:

21)

と

。ハ
ウ

 

ロ
は
い
う
。
こ
の
文
の
主
語
は「

生
き
る
こ
と」

で
あ
り
、
述
語
が
 

「

キ

リ

ス

ト

」

で
あ
る
。
パ
ゥ
ロ
は
こ
こ
で
、
彼
の
生
の
全
体
が
キ
リ

 

ス
ト
の
働
き
に
担
わ
れ
て
い
る
B

覚
を
語
る
の
だ
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
 

は
存
在
で
も
人
格
で
も
な
い
、
働
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
働
き
で
あ
 

る
以
上
、
働
き
か
け
の
面
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
面
を
と
れ
ば
、
キ
リ
ス
 

卜

を

「

語
り
か
け
る
人
格」

と
し
て
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
る

(
n

n
 

リ
ン
ト
12
:

8

|

9

参
照
0

し
か
し
、
キ
リ
ス
卜
は
客
観
的
に
検
証
可

 

能
な
実
在
で
は
な
い
。
今

日

「

私
は
天
の
キ
リ
ス
卜
と
交
信
を
し
た」

と
称
し
て
そ
の
記
録
を
出
版
し
て
み
て
も
信
用
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

「

私
の
な
か
で
生
き
る
キ
リ
ス
卜」

は
人
格
を
生
か
す
働
き

(

自
己)

の
自
覚
の
表
現
で
あ
り
、
S

覚
的
表
現
と
し
て
追
体
験
可
能
だ
し
、
理
 

解
可
能
な
現
実
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
自
覚
の
現
場
で
は
否
定
し
よ
う
も

な
く
確
実
な
経
験
的
現
実
な
の
で
あ
る
。
神
に
つ

い

て

は

ピ

リ

ピ
2

:

U

に
例
が
あ
る
。「

神
は
あ
な
た
が
た
の
な
か
で
働
く
も
の
で
、
意
欲
 

と
働
き
を
成
り
立
た
せ
る」

と
い
う
。
神
名
ャ
ハ
ゥ
ュ
の
意
味
は
必
ず
 

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
神
名
の
啓
示

(

出

エ

ジ

プ

ト

—

と
関
係
が
あ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
動
詞
的
で
あ
る
？

十一

一
節
と|

緒
に
読
ん
で
よ
け
れ
ば「

我
汝
ら
と
と
も
に
あ
り」

と
い
う「

こ
と」

、

つ
ま
り
動
名
詞
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
宗
教
言
語
が
用
い
る
名
詞
は
超

 

越

的
•

内
在
的
な
働
き
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
、
自
 

己
の
活
性
化
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
客
観
的
情
報
 

を
提
供
し
て「

天
国
へ
の
入
り
方」

を
教
え
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
 

情
報
で
あ
っ
た
ら
、
信
仰
の
名
の
も
と
で
利
得
を
求
め
る
単
な
る
自
我

| 

に
利
用
さ
れ
る

ば
か
り
だ
ろ
う
。
要
す
る
に「

神」

も

「

キ

リ

ス

卜

」
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も
自
己
•

自
我
の
自
覚
に
現
れ
る
働
き
、
換
言
す
れ
ば
人
格
を
成
り
立

一
 

た
せ
る
働
き
の
自
覚
に
根
拠
を
も

つ

名
詞
で
あ
っ
て
、
普
通
の
意
味
で
 

の
客
観
的
実
在
で
は
な
い
。
正
確
に
は
、
表
現
言
語
の
な
か
で
用
い
ら
 

れ
る
動
名
詞
で
あ
っ
て
、
記

述

(

情
報)

言
語
の
普
通
名
詞
で
は
な
い
。
 

同
様
の
こ

と

は

禅
と
浄
土
教
に
つ
い
て
も

い

え

る

こ

と

で

あ
る
。
宗
教
 

言
語
の
理
解
は
後
述
の
よ
う
に
宗
教
的
行
の
実
践
の
仕
方
と
深
く
か
か

 

わ
る
の
で
あ
る
。

ニ
行
の
経
過
に
つ
い
て

い
か
に
し
て
自
己
が
自
我
の
な
か
に
、
ま
た
自
我
に
対
し
て
、
露
わ
 

と
な
る
か
を
最
も
よ
く
説
明
す
る
の
は
、
親
鸞
のr

唯
信
鈔
文
意』

の



文
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
信
心
は
仏
性
の
働
き
だ
か
ら
、
信
心
に
よ
っ
 

て
仏
性
が
活
性
化

(

現
実
化)

さ
れ
る
、
と
い
う
。
私
た
ち
の
言
葉
で

 

は
、
信
心
は
自
己

•

自
我
の
働
き
だ
か
ら
、
信
心
に
よ
っ
て
自
己
が
活

 

性
化
さ
れ
、
自
己
•

自
我
と
し
て
の
人
格
が
現
実
化
す
る
、
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
弥
陀
の
御
名
を
唱
え
る
の
は
自
我
で
は
な
く
、
自
己
•
自
 

我
な
の
で
あ
る
。
パ
ゥ
ロ
も「

聖
霊
に
よ
ら
な
け
れ
ば
誰
も『

ィ
エ
ス
 

は
主

で

あ
るJ

と
は
い
え
な
い」

と
い
う

(

1

コ
リ
ン
ト
12
:

3

)

0

超
越
 

を
宿
す
自
己
の
働
き
は
、
自
我
に
現
れ
て
自
我
の
事
柄
に
転
化
さ
れ
た

 

と
き
に
、

つ
ま
り
自
我
の
活
動
を
担
い
つ
つ
、
自
我
自
身
の
思
考
、
理
 

解
、
願
い
、
決
断
、
行
動
と
な
っ
た
と
き
に
、
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
も
し「

信
心」

が
単
な
る
自
我
の
行
為
だ
っ
た
ら
ー
例

 

え
ば
、
た
だ
極
楽
で
安
楽
に
暮
ら
し
た
い
、
と
い
う
だ
け
の
気
持
ち
か

 

ら
出
た
、
阿
弥
陀
様
と
の
あ
る
種
の
取
引
だ
っ
た
ら
、
悟
り
に
い
た
る
 

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

マ
ル
コ
福
音
害
で
も
、
ィ
エ
ス
に
永
遠
の
生
命
 

へ
の
道
を
尋
ね
た
金
持
ち
は
、
せ
っ
か
く
若
い
頃
か
ら
律
法
順
守
に
専

 

念

し

た

も
の
の
、
ど

う

や

ら

自
我
を
捨
て
る
こ
と
だ
け
は
で
き
な
い
人

 

だ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
で
は
い
く
ら
律
法
を
完
全
に
守
っ
て
も
神
の
国

 

に
入

る

の
は
難
し
い
と
さ
れ
て
し

ま

う

の
で
あ

る

(

マ

ル

コ
10

:
ロ
ー

 

22)

。
単
な
る
自
我
の
立
場
で
の
信
心
や
行
は
熱
心
で
あ
れ
ば
あ
る
だ

 

け
自
我
を
強
化
し
て
し
ま
う
も
の
だ
。
愛
は
神
か
ら
出

る

か
ら
、
愛
す
 

る
も
の
は
神
を
知

る

、

と

い

う

(

I

ョ

ハ

ネ
4

:
 

7

)

0

し

か

し

も

し

利

 

他
主
義
や
奉
仕
が
単
な
る
自
我
の「

克
己」

に
過
ぎ
な
か
っ
た
ら「

神
 

を
知
る」

に
は
い
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
愛
が
自
己
•
自
我
の
営
み
で
あ

る

と

き
に
は
、
愛
は
自
己
を
活
性
化
し
て
、
自

己
•
自

我

と

し
て
の
人
 

格
を
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
人
は
、
愛
に
お
い
て
神
と
人
 

と
の
働
き
の
一
を
自
覚
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
意
味
で
愛
は
宗
教
的
に
行

 

で
あ
る
と
も
い
え
る
。
と
は
い
え
、
愛
は
宗
教
的
生
そ
の
も
の
で
あ
つ
 

て
、
宗
教
的
人
格
実
現
の
i

で
は
な
い
。

一
般
に
行
の
目
的
は
自
己•

 

自
我
と
し
て
の
人
格
の
実
現
だ
と
は
い
0

て

も

、

実
は
、
行
を
実
践
す
 

る
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
に
自
己
•
自
我
と
し
て
生
き
る
こ
と
 

が
大
切
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
般
に
行
は
手
段
で
は
な
く
、
宗
教
的
 

生
へ
の
入
り
口
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
自
己

•
自
我
の
実
現
は
行
の
 

「

目
的」

で
は
な
く
、
到
着
点
で
あ
る
。
我
々
が
行
の
到
着
点
と
い
う

 

所
以
で
あ
る
。 

一 

さ
て
前
述
の
よ
う
に
、
覚
に
至
る
に
は
、
自
我
が
袋
小
路
に
追
い
込
48 

ま
れ
て
究
極
的
主
体
の
座
か
ら
降
り
、
そ
れ
と
対
応
し
て
自
己
が
活
性

一
 

化
さ
れ
、
自
己
•

自
我
が
現
実
化
す
る
、
と
い
う
道
が
あ
る
。
そ
れ
に
 

は
ま
ず
、
⑴
実
践
的
な
道
が
あ
る
。
こ
れ
は
自
我
が
実
践
的
に
行
き
詰
 

ま
る
道
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
信
仰
が
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
神
と
 

の
正
し
い
関
係
に
至
る
こ
と
を
求
め
る
人
j

求
道
者
j

が
、
ま
ず
は
神
 

の
倫
理
的
命
令
を
守
り
、
倫
理
的
完
全
性
に
至
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
 

う
な
努
力
は
潜
勢
と
し
て
は
自
己
か
ら
出
て
い
る
の
だ
が
、
自
己
は
当
 

人
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
し
、
自
己
の
働
き
も
歪
ん
で
現
れ
て
い
る
。
 

さ
て
こ
の
求
道
者
は
倫
理
的
完
全
を
求
め
て
結
局
は
絶
望
す
る
の
で
あ

 

る
。
そ
れ
は
倫
理
的
完
全
性
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
り
、
ま
た
 

そ
の
求
道
者
が
、
自

分

は「

理
想
の
自
分」

の
実
現
に
関
心
を
抱
い
て



い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
た
と
え
愛
を
行
ず
る
と
い
っ
て
も
、
実
は
他
者
 

に
は
無
関
心
な
ま
ま
だ
と
気
付
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
愛
の
反
対
で
 

は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
彼
は
、
ィ
エ
ス
.

キ
リ
ス
卜
の
»
罪
に
 

目
を
向
け
る
。
は
じ
め
か
ら
道
徳
か
ら
手
を
放
せ
、
キ
リ
ス
卜
を
仰
げ
、
 

と
い
う
官
一
教
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
も
I

と
い
 

う
の
は
、
道
徳
か
ら
手
を
放
し
た
ら
ど
こ
ま
で
落
ち
る
か
わ
か
ら
な
い
 

か
ら
I

結
局
は
キ
リ
ス
卜
を
仰
ぎ
、
キ
リ
ス
卜
の
贖
罪
を
受
け
入
れ
る
。
 

こ
の
と
き
、
彼
の
在
り
方
に
耘
換
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
自
我
が
崩
落
 

し
、
自
己
が
活
性
化
さ
れ
る
。
活
性
化
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
道
徳
か
 

ら
離
れ
て
も
、
む
し
ろ
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
彼
を
生
か
す
キ
リ
ス
ト
の
 

働
き
を
信
じ
る
信
仰
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
に
根
差
す
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
の
結
果
彼
は
、
思
い
が
け
ず
も
実
際
に
、「
キ
リ
ス
ト」

が
彼
の
な
 

か
で
生
き
て
、
彼
の
人
格
を
生
か
す
こ
と
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
贖
 

罪
信
仰
は
私
の
言
葉
で
い
え
ば
類
型
A

の
神
学
と
し
て
言
語
化
さ
れ
、

単
な
る
自
我
を
強
化
す
る
だ
け
の
自
我
主
義
的
律
法
主
義
か
ら
の
自
由

 

の
面
は
、
類
型
B

の
神
学
と
し
て
言
語
化
さ
れ
た
こ
と
は
本
稿
で
す
で

に
述
べ
た

(
r

ハ
ゥ
ロ 

•
親
鸞
ィ
エ
ス
•
榉j

参
照)

。

事
柄
と
し
て
は
こ
の
転
換
は「

唯
一
神」

信
仰
を
前
提
し
な
い
場
合
 

に
も
可
能
で
あ
る
敗
。
そ
れ
で
も
倫
理
的
完
全
を
求
め
る
、
あ
る
い
は
 

意
味
あ
る
人
生
の
実
現
を
求
め
る
、
と
い
う
努
力
は
可
能
で
あ
る
。
こ
 

の
努
力
が
結
局
は
絶
望
に
至
る
点
も
同
じ
で
あ
る
。
求
道
者
は
こ
の
場

 

合
も
、
人
格
は
個
人
を
超
え
た
働
き
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
こ
と
、
そ
 

の
よ
う
な
働
き
が
実
際
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
、
単
な
る
自
我
の
努
力

を
放
棄
し
て
、
個
を
超
え
た
働
き
に
身
を
委
ね
る
決
心
を
す
る
わ
け
だ
。
 

そ
の
と
き
は「

ど

う

に

で
も
な
れ」

と

い

う

気
持
ち
に
近
か
ろ
う
が
、
 

ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
個
を
超
え
た
働
き
に
身
を
委
ね
る
の
で

あ
 

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
単
な
る
絶
望
あ
る
い
は
自
棄
に
す
ぎ
な
い
。
 

し
か
し
実
際
h

の
問
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
決
断
は
な
お
、
宗
教
的
 

伝
統
を
保
持
す
る
教
団
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
起
こ
る
こ
と
が
多
い
。

⑵
第
二
に
自
我
が
知
的
に
行
き
詰
ま
る
道
が
あ
る
。
臨
済
禅
が
そ
の
 

代
表
で
あ
ろ
う
。
求
道
者
に
、
日
常
的
言
語
を
用
い
る
自
我
に
は
絶
対
 

に
解
け
な
い
謎

(

公
案)

が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
公
案
に
は
さ
ま
 

ざ
ま
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ

ろ

「

存
在
で
も
非
存
在
で
も
な
く
、
意
味
 

で
も
無
意
味
で
も
な
く
、
生
で
も
死
で
も
な
く
、
現
在
で
も
過
去
で
も
一

 

未
来
で
も
な
い
、
つ

ま

る

と

こ

ろ
A

で
も
非
A

で

も

な

い

〈

お

前

自
49 

身〉

を
こ

こ

に

出
し
て
み
よ」

と
迫
る
わ
け
だ
。
こ

の

問
い
は
一
意
的
一

 

言
語
を
用
い
る
自
我
に
は
答
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
我
は
 

行
き
詰
ま
る
。
自
我
は
そ
れ
ま
で
一
意
的
な
情
報
を
処
理
す
る
仕
方
で

 

考
え
、
そ
れ
に
対
応
す
る
仕
方
で
行
動
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
不
 

可
能
と
な
る
か
ら
、
自
我
は
思
考
と
行
動
を
担
う
役
割
か
ら
降
り
ざ
る

 

を
え
な
い
。
他
方
で
は
、
公
案
は
実
際
に「

<
:

と
も
非
<
:
と
も
い
え
な
 

い」

自
己
を
呼
び
覚
ま
し
、
活
性
化
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
 

て
、
求
道
者
は
師
に
教
え
ら
れ
て
、
個
を
超
え
て
個
を
生
か
す「

法」

の

働
き
が
あ

る

こ

と

を

信

じ

な

け

れ

ば

修

行

は

成

り

立

た

な

い

。

禅
は
 

覚
の
宗
教
だ

と

い

っ
て
も

信

の

要
索
が
皆

無

な

わ

け

で

は

な

い

。

こ

う
 

し
て
或
る
と
き
自
我
の
絶
対
性
が
崩
壊
し
て
自
己
が
現
実
化
す
る
。

つ



ま
り
求
道
者
は
自
己
•

自
我
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
求
道
者
が
単
な
 

る
自
我
の
知
性
に
よ
っ
て
公
案
を
解
こ
う
と
努
め
る
限
り
覚
に
い
た
る

 

こ
と
は
な
い
。

⑶
坐
^

や
瞑
想
の
よ
う
な
行
も
覚
へ
の
道
と
な
る
。
禅
宗
で
は
曹
洞
 

禅
が
代
表
的
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ク

H

丨
カ
ー
 

が
こ
の
^

®

を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
1

と
い
っ
て
も
、
前
述
の
 

よ
う
に
単
な
る
手
段
で
は
な
く
、
生
き
る
こ
と
自
身
と
結
合
し
て
い
る
。
 

こ
の
場
合
、
心
I

つ
ま
り
欲
求
的
自
我
の
専
横
的
活
動
I

を
静
め
る
こ
 

と
が
大
切
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
、
瞑
想
な
い
し
坐
禅
を「

自
己

•
自
 

我」

が
行
ず
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
行
が
単
な
る
自
我
の
目
的

 

追
求
行
動
で
は
な
く
、
自
己
•

自
我
の
営
み
と
な
る
と
き
、
自
己
が
活
 

性
化
さ
れ
、
潜
在
性
で
あ
っ
た
自
我
•
自
己
と
し
て
の
人
格
が
実
現
さ
 

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
道
元
は「

坐
禅
と
は
坐
仏
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
て
、
 

自
我
の
立
場
で
仏
の
行
為
を
反
復
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
単
な
る
目
我
 

の
目
的
追
求
行
動
と
し
て
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
も
な
い
か
ら
、 

仏
性
が
現
実
化
す
る
の
だ」

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
る
⑶
。
単
な
る
 

自
我
が
ー
仏
性
の
現
実
化
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
知
ら
な
い
ま
ま
ー

 

勝
手
に
仏
の
立
場
を
理
想
化
し
て
、
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
 

限
り
、
仏
性
の
現
実
化
は
あ
り
え
な
い
。
自
己
の
営
み
に
は
特
定
の

 

「

目
的」

が
な
い
の
で
あ
る
W

。
浄
土
仏
教
の
行
に
つ
い
て
は
簡
略
な

 

が
ら
本
節
の
冒
頭
に
述
べ
た
。
以
上
、
行
に
は
長
い
伝
統
と
、
そ
れ
が
 

生
み
出
し
た
技
法
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
自
己
•
{
□
我
 

の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
概
観
し
た
ま
で
で
あ
る
。

三
行
に
つ
い
て
の

コ
メ
ン
ト

行
の
困
難
さ
は
以
下
の
事
情
に
よ
る
。
⑴
単
な
る
自
我
に
は
自
己

•

 

自
我
が
見
え
て
い
な
い
か
ら
求
道
者
は
到
着
点
が
見
え
な
い
ま
ま
で

修
 

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
導
者
の
方
も
、
到
着
点
を
求
道
者
に
見
 

せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

こ
れ
は
自
分
で
見
つ
け
な
け
れ
ば
見
え
な
 

い
か
ら
で
あ
る
。
⑵
行
は
、
単
な
る
自
我
の
行
為
に
な
り
や
す
い
も
の
 

で

あ

る

。

も
と
も
と
行

|

般
は
、
瞑
想
で
あ
れ
、
祈
り
で
あ
れ
、
施
し
 

で
あ
れ
、
倫
理
的
行
為
で
あ
れ
、
修
学
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
何
で
あ
れ
、
 

自

己
•

自
我
の
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
が
単
な
る
自
 

我
の
行
為
、
ま
し
て
他
人
に
優
越
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
た
ら
、
到
一

 

着
点
と
は
正
反
対
の
方
向
に
行
っ
て
し
ま
う
。
⑶
宗
教
言
語
は
、
単

な

卯

 

る
自
我
に
は
、
客
観
的
情
報
言
語
ま
た
は
単
な
る
外
的
服
従
を
求
め
る

一
 

命
令
に
見
え
る
。
宗
教
言
語
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
限
り
、
求
道
者
は
 

単
な
る
自
我
の
立
場
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
宗
教
は
か
え
っ
て
自
 

我
を
強
化
し
て
し
ま
う
。
ま
た
多
く
の
宗
教
言
語
は
、
こ
の
よ
う
に
理
 

解
さ
れ
た
場
合
、
外
部
の
人
に
は
た
だ
の
共
同
幻
想
に
し
か
見
え
な
い
 

だ
ろ
う
。
現
代
に
お
い
て
宗
教
が
敬
遠
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
実
は
教
 

団
内
部
で
も
宗
教
言
語
は
神
と
人
間
に
か
か
わ
る
客
観
的
情
報
と
自
我

 

の
た
め
の
倫
理
と
解
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
信
仰
は
自
我
 

の
単
な
る
思
い
込
み
と
な
っ
て
、
か
え
っ
て
自
我
を
強
化
し
か
ね
な
い
 

か
ら
、
自
己
の
活
性
化
に
は
つ
な
が
り
難
い
こ
と
に
な
る
。

宗
教
改
革
で
修
道
院
を
放
棄
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、
教



会
に
出
席
し
て
教
会
の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
、
事
実
上
唯
一
の
宗
 

教
的
な
行
と
な

P

て

い

る

(

実

は

「

行」

と

さ

え

い

わ

れ

な

い

が

)

。

あ

え

 

て
行
と
い
う
な
ら
、
そ
の
中
心
は
勿
論
の
こ
と
ィ
エ
ス
.
キ
リ
ス
卜
へ

 

の
信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
信
仰
は
自
己
.

自
我
の
事
柄
だ
か
ら
、
自
己
. 

自
我
の
実
現
に
導
く
。
こ
れ
に
は
過
去
.
現
在
と
も
多
く
の
実
例
が
あ
 

る
。
し

か

し

現
代
に
お
け
る
宣
教

(

伝
道)

の
実
際
を
見
る
と
、
伝
統
 

的
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
は
、
神
、
世
界
、
人
間
、
歴
史
に
か
か
わ
る
、
 

あ
ま
り
に
も
古
典
的
•

伝
統
的
な「

客
観
的」

情
報
を
提
供
す
る
も

の

 

と
受
け
取
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
本
気
で「

信
じ
る」

人
は
も
は
や
多
 

く
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
受
け
取
り
方
で
は
、
信
仰
の
主
体
は
 

単
な
る
自
我
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
も
、
自
己
.
自
 

我
の
表
出
で
は
な
く
、
自
我
に
妥
当
す
る
規
範
と
な
っ
て
、
実
践
者
の
 

自
我
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
現
代
で
は
自
我
 

中
心
性
を
捨
て
て
倫
理
的
完
成
を
求
め
る
人
間
は
稀
だ
か
ら
、
自
分
の
 

倫
理
性
に
絶
望
し
て
キ
リ
ス
卜
の
贖
罪
を
仰
ぐ
人
間
も
減
る
ば
か
り
だ
 

ろ
-
っ
。

法
然
、
親
鸞
以
来
の
尊
い
宗
教
伝
統
を
伝
え
る
浄
土
教
の
場
合
に
も

 

事
情
は
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
。
浄
土
教
は
わ
が
国
で
は
歴
史
が
長
い
 

か
ら
教
団
の
存
続
に
問
題
は
あ
る
ま
い
。
自
己
•
自
我
と
し
て
の
人
格
 

も

少
な
く
な
い
。
し

か

し

現
代
で
は
、
死
後
の
世
界
が
あ

る

と

思
う
人
 

は
多
く
は
な
い
。
ま
た
、
伝
統
的
な
浄
土
像
が
現
代
人
の
心
を
決
定
的

 

に
捉
え
る
と
も
思
え
な
い
。
さ
ら
に
、
浄
土
へ
の
思
い
が
こ
の
世
を
厭
 

う
単

な

る

自
我
の
憧
れ
に
終
わ
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

.
っ
oヵ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
は
修
道
院
が
あ
り
、
瞑
想
.
観
想
の
伝
統
は
長
 

く
豊
か
で
、
こ
れ
ら
は
現
在
も
実
践
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
宗
教
的
人
格
 

の
養
成
と
い
う
意
味
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
よ
り
も
希
望
が
持
て
 

る
し
、
実
際
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
よ
り
宗
教
的
人
格

 

に
富
む
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
点
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
と
同
様
 

な
事
情
に
あ
り
、
ま
た
巨
大
な
階
層
性
は
組
織
に
入
る
こ
と
を
好
む
人
 

に
は
合
っ
て
い
よ
う
が
、
キ
ュ
ル
ケ
ゴー

ル
的
単
独
者
に
は
住
み
に
く
 

い

と

こ

ろ

に

見

え

る

。

禅
仏
教
は
も
っ
と
も
神
話
的
な
要
素
が
少
な
く
、
実
際
に
覚
者
を
生
 

み
出
し
て
い
る
し
、
現
代
的
宗
教
哲
学
を
展
開
さ
せ
る
可
能
性
が
ゆ
た

I 

か
で
あ
る
。
実
際
、
そ
れ
は
京
都
学
派
と
し
て
現
実
化
し
て
も
い
る
。

S

 

宗
教
言
語
に
つ
い
て
も
正
当
な
理
解
を
も
ち
、
行
の
伝
統
も
豊
か
で
あ
一

 

る
。
他
方
で
、
坐
禅
は
行
の
方
法
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
時
間
が
か
か
 

り
過
ぎ
る
し
、「

単
な
る
自
我」

の
行
に
も
な
り
終
わ
り
や
す
い
。
禅
 

宗
全
体
と
し
て
は
、
そ
の
潜
在
的
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
に
 

通
じ
る
言
葉
で
語
る
技
術
を
十
分
に
展
開
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

四むすび

自
己
.

自
我
と
し
て
の
人
間

(

人
格
と
し
て
の
人
間)

と
は
、
換
言
す
 

れ

ば「
人
間
は
身
体
で
あ
る」

と

い

う

こ
と
だ
。
パ
ゥ
ロ
は
人
間
を
ソ
ー
 

マ

(

身
体)
と
し
て
把
握
し
て
い
る
し
、
坐
禅
の
場
合
も
坐
る
の
は
身

 

体
で
あ
る
。
単
な
る
自
我
は
、
自
分
の
身
体
を
も
対
象
化
す
る
か
ら
、



身
体
は
自
我
の
道
具
で
あ
り
、
器
官
は
代
替
可
能
な
部
品
で
あ
る
と
見
 

え
て
く
る
。
し

か

し

対
象
化
さ
れ
た
身
体
は
、
実

は

「

肉

」
(

サ
ル

ク

ス

)

 

と
な
っ
て
自
我
に
反
逆
す
る
の
で
あ
る
。
こ

う

し

て

自
我
と「

肉」

の
 

間
、
同
じ
よ
う
に
人
間
と
人
間
の
間
に
は
争
い
、
相
克
が
お
こ
る
の
で
 

あ
る
。
身
体
は
関
係
性
の
座
な
の
に
、
自
分
自
身
を
単
な
る
自
我
と
把
 

握
す
る
現
代
人
は
、
人
格
の
関
係
性
を
見
失
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
現
代
は
か
つ
て
例
の
な
い「

単
な
る
自
我」

の
文
明
を
築
 

き
あ
げ
た
の
だ
。
そ
れ
は
欲
望
的
自
我
が
対
象
を
認
識
し
、
管
理
•
操
 

作
•

利
用
す
る
文
明
で
あ
る
。
自
ら
を
変
え
ず
に
相
手
を
変
え
る
現
代
 

人
が
自
我
中
心
性
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
人
類
は
 

つ
い
に
自
我
と
し
て
生
き
る
道
を
選
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
だ
。
そ
 

れ
は
滅
び
に
至
る
道
で
は
な
い
か
と
多
く
の
人
が
予
感
し
な
が
ら
、
効
 

果
的
な
手
は
打
て
ず
に
い
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
現
代
は
自
己
. 

自
我
に
対
す
る
感
覚
を
ほ
と
ん
ど
全
く
失
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え

 

る
。
伝
統
的
教
団
は
こ
の
よ
う
な
現
代
に
対
し
て
身
体
つ
ま
り
自
己
. 

自
我
と
し
て
の
人
格
の
尊
さ
を
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
伝
 

統
に
頼
り
過
ぎ
て
、
現
代
に
通
じ
る
言
葉
が
造
形
で
き
ず
に
.

い
る
。
し
 

か
し
教
団
は
宗
教
の
本
質
を
現
代
の
言
葉
で
把
握
し
直
し
、
言
い
直
さ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
宗
教
的
真
実
は
伝
わ
 

ら
な
い
。
こ

の

よ

う

に

宗
教
が
自
分
自
身
を
理
解
し
直
し
て
、
語
り
直
 

す
た
め
に
は
、
特
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
と
相
互
理
解
が
有
効

 

だ
と
、
私
は
信
じ
て
い
る
。
対
話
と
相
互
理
解
か
ら
た
だ
ち
に
両
者
を
 

統
一
す
る
よ
う
な
宗
教
的
立
場
が
現
れ
る
と
は
思
え
な
い
し
、
そ
れ
は

必
要
で
も
な
い
だ
ろ
ぅ
。
本
論
の
狙
い
は
差
し
当
た
り
、
宗
教
間
対
話

を
踏
ま
え
て
、
行
の
吟
味
へ
の
協
力
を
促
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

注

⑴
八
木
+
秋
月

(

対
話)

『

ダ
ン
マ
が
露
に
な
る
と

き

』

青
土
社
、

一 

九
九

〇
年
。
特
に

一四
四
頁
以
下
、

一一〇
〇
頁
以
下
参
照
。

⑵

ニ

ー

チ

ヱ

は

『

ツ

ァ

ラ

ト

ゥ

ス

ト

ラ

は

か

く

語

り

ぬ

』

第

一

部

、
 

「

生
の
軽
蔑
者
ど
も
に
つ
い
て』

で
理
性
的
自
我

(
I
c
h)、

身
体
性
 

の
中
心
で
自
我
を
支
配
す
る
自
己

(
s
e
l
b
s
t
)

と
を
区
別
す
る
。

C

 

. 

G

ユ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、

ユ
ン
グ
著

(

野
田
訳)

『

自
我
と
無
意
識

 

と
の
関
係』

人
文
書
院
、

一
九
八1

一
年
、
特
に
第
一
一
部
第
一
章「

個
 

性
化」

参
照
。

⑶
秋
月
龍
珉『

絶
対
無
と
場
所』

青
土
社
、

一九
九
六
年
、

ニ
ー
一
 

頁
 

以
下
、

三
八
一
頁
I

三
九

一一
頁
。

⑷
八
木
誠
一『

宗
教
と
言
語
.

宗
教
の
言
語』

日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
 

一九
九
五
年
、
同

『

宗
教
と
は
何
か』

法
藏
館
、

一九
九
八
年
。

(5
1

関
根
正
雄『

古
代
ィ
ス
ラ
ヱ
ル
の
思
想
家』

講
談
社
、

一
九
八
三
年
、
 

六
七
頁
I

六
八
頁
。

g

こ
の
転
換
に
近
い
例
は
諸
富
祥
彦『

〈

エ
ゴ
ィ
ズ
ム〉

と
そ
の
克
服
 

過
程
に
関
す
る
研
究』

風
間
書
房
、

一
九
九
四
年
に
み
ら
れ
る
。

(7
)

『
正
法
眼
蔵』

、「

坐
禅
箴」

の
巻
参
照

(

日
本
思
想
体
系『

道
元』

上
、
 

岩
波
書
店
、

一九
七
〇
、

ニ—
ニ
頁)

。

g

八
木
+

秋

月
(

対
話)

『

無
心
と
神
の
国』

青
土
社
、

一
九
九
六
年
。



討議

司会和田町子

本

多

大
変
興
味
深
い
レ
ボ
ー
ト
を
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
 

中
で
最
も
重
要
な「

自

己
•

自
我」

と
い
う
言
葉
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
 

奇
異
な
日
本
語
だ
と
思
い
ま
す
。
仰
っ
て
い
る
意
味
は
解
り
ま
す
が
、
 

も
う
少
し
日
本
語
ら
し
い
表
現
に
し
て
戴
い
た
ら
。
そ
れ
も
行
だ
と
思
 

い
ま
す
ね
。

八
木

誠I

い
い
言
葉
が
あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
教
え
て
く
だ
さ
い
。

本

多

私
も
十
数
牢
来
だ
い
ぶ
悩
ま
さ
れ
ま
し
た
。
身
体
を
強
調
さ
れ
 

て
お
ら
れ
る
ん
で
す
が「

S

己
•

自
我」

で
は
身
体
性
が
感
じ
ら
れ
な
 

い
。
私

は

「

自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
い
i

t

J

と
い
 

う
道
元
禅
師
の
言
葉
か
ら
、

s
e
l
f

を
自
己
と
し
な
い
で
、e

g
o

を
自
己
 

と
呼
び
、

s
e
l
f

の
身
体
性
を
重
ん
じ
て
、

こ
れ
を
自
身
と
訳
し
て
、 

「

自
己
•

自
身」

と
置
き
換
え
て
み
ま
し
た
。

八
木

誠I

言
葉
は
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
伏
況
で
は

 

「

通
じ
る
言
葉」

を
見
つ
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
 

は
船
体
を
身
体
、
自
己
を
船
長
、
自
我
を
操
舵
手
に
喩
え
て
も
い
ま
す

 

が
。
私

I
c
h

と
い
う
言
葉
を「

自

己
•

自
我」

に
言
い
換
え
て
も

よ

 

い
か
な
と
。

上

田

閑

照

い
く
つ
か
の
点
を
、
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

r

自

己
•

自
我」

と
い
う
言
葉
の
使
い
方
で
す
が
、
た
と
え
ば
秋
月
さ
ん
、
 

こ
れ
は
大
拙
先
生
か
ら
き
て
い
る
の
で
す
が「

超
個
の
個」

と
い
う
言
 

葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
秋
月
さ
ん
と
八
木
さ
ん
と
の
徹
底
討
 

議
と
言
わ
れ
る
議
論
の
中
で
一
つ
の
キ
ィ
ヮ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
わ
け

 

で
す
ね
。
八
木
さ
ん
は「

超
個
の
個」

を

「

自
己
•

自
我」

に
あ
た
る
 

と
考
え
ら
れ
て
秋
月
さ
ん
も
賛
成
し
た
と
。
秋
月
さ
ん
が
非
常
に
強
調

 

さ
れ
る
こ
と
は
、
い
つ
も
必
ず

r

一
 

息
に
超
個
の
個」

と
言
わ
れ
る
の
 

で
す
ね
。

こ
れ
は
秋
月
さ
ん
の
特
徴
的
な
言
葉
で
す
。「

不
可
分
•
不
 

可
同
•

不
可
逆」

に
つ
い
て
も
秋
月
さ
ん
は
基
本
的
に
は
淹
沢
さ
ん
の
 

考
え
に
賛
成
し
な
が
ら
そ
こ
で
も「

一
息
に」

と
言
わ
れ
る
。
秋
月
さ
 

ん
は
基
本
的
に
西
田
哲
学
に
沿
っ
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
西
一

 

田
哲
学
の
根
本
的
考
え
を「

場
所」

に
見
て
、
そ

の

中
で
秋
月
さ
ん
が
M
 

S

分
の
考
え
に
し
て
お
ら
れ
る
の
は「

逆
対
応」

と
い
う
こ
と
な
の
で

一
 

す
ね
。「

逆
対
応」

こ
れ
は
場
所
的
論
理
の
別
の
定
式
で
言
え
ば「

絶
 

対
矛
盾
的
自
己
同
一」

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
の
と
き
も「

一 

息
に
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一」

と
、
必

ず

r

一
 

息
に」

を
強
調
し
て
頭
 

に
つ
け
て
し
か
も
必
ず
傍
点
を
振
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
秋
月
さ
ん
 

の
是
非
言
い
た
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
で「

超
個
 

の
個」

を

「

自
己
•

自
我」

に
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
こ
が
問
題
に
 

な
る
。
秋
月
さ
ん
が
言
い
た
い
こ
と
は
そ
の

r

•」

で
つ
な
い
で
い
る
、
 

そ
こ
こ
そ
掴
ま
え
た
い
と
。
そ
こ
こ
そ
、「

一
息
に」

と
い
う
こ
と
が
 

言
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と「

究
極
の
主
体
，一
と
は
い
 

え
な
い
、
と
。
そ
こ
で
質
問
は
秋
月
さ
ん
が
あ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
た



「
一
息
に
超
個
の
個」

と
、
そ

の

「

一
息
に」

を
八
木
さ
ん
は
ど
こ
で

 

見
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
に
、

r
行
が
最
近
に
な
っ
て
問
題
と
な
っ
て
き
た」

と
い
う
こ
と
 

で
す
が
、
早
く
か
ら
禅
に
触
れ
て
い
な
が
ら
最
近
に
な
っ
て
問
題
と
な
っ
 

た

と

い

う

こ

と

は

、

面
白
い
こ

と

だ
な
と
。
そ
れ
を
ご
自
分
で
ど
の
よ
 

う
な
プ
ロ

セ

ス

と

し

て

考
え
て
お

ら

れ

る

か
。

最
後
で
す
が
、
十
牛
図
を
弓
き
合
い
に
出
さ
れ
て
、
牛
が
自
己
で
牛
 

飼
い
が
自
我
と
い
う
設
定
が
あ
っ
て
第
八
、
九
、
十
と
行
っ
て
、
そ
こ
 

か
ら
六
か
七
に
戻
っ
て
、
そ
こ
で「
自

己
•

自
我」

を
問
題
に
す
る
わ
 

け
で
す
ね
。
十
牛
図
の
場
合
八
、
九
、
十
が
核
心
だ
と
思
い
ま
す
。
自
 

我
の
問
題
を
考
え
る
に
し
て
も
、
自
己
の
問
題
を
考
え
る
に
し
て
も
。
 

八
、
九
、
十
へ
行
っ
て
そ
こ
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
な
の
だ
け

 

ど
も
、
八
木
さ
ん
の
場
合
六
、
七
に
戻
っ
て
考
え
る
と
。
そ
の
趣
旨
で
 

す
ね
。
そ
れ
を
お
聞
き
し
た
い
。

八

木

誠一

一
と
三
は
同
じ
問
題
な
の
で
、

一
緒
に
お
答
え
し
た
い
。
 

こ
れ
は
行
論
で
あ
り
ま
し
て
、
論
は
ど
う
し
て
も
分
析
的
、
分
節
的
に
 

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
人
を
自
我
と
お
い
て
、
牛
を
自
己
と
お
い
た
場

 

合
、
人
も
牛
も
別
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
を
突
き
詰
め
る
と

一
円
相
に
 

な
っ
て
そ
れ
か
ら
自
然
、
人
間
が
出
て
く
る
。
私
が
宗
教
と
は
生
活
だ
 

と
い
う
の
は
そ
こ
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
行
は
生
活
に
導
く
も
の
だ
 

ろ
う
と
。
そ
こ
が
到
達
点
だ
と
。
そ
の
到
達
点
を
分
析
的
に
議
論
し
よ
 

う
と
す
る
と
そ
こ
で
は
議
論
に
な
ら
な
い
か
ら
、
あ
え
て
六
、
七
ま
で
 

帰
っ
て
く
る
。
ま
だ
、
自
己
、
自
我
が
分
析
的
に
主
題
化
さ
れ
て
い
る

そ
こ
で
自
己
、
自
我
を
言
う
ん
で
あ
っ
て
、
反
省
的
意
識
に
帰
っ
て
く
 

る
と
い
う
意
味
で
は
六
、
七
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。「

一
息
 

に」

と
は
十
を
踏
ま
え
た
上
で
六
、
七
を
見
る
、
す
る
と「

超
個
の
個」

と
云
う
分
節
と

r

一
 

息
に」

が
両
方
出
て
く
る
。
究
極
的
に
は

r

一
 

息
 

に」

も
な
く
な
る
け
れ
ど
も
反
省
的
に
見
れ
ば
そ

う

い

う

こ
と
だ
と
。

一
一
番
目
の
質
問
は
、
私
は
最
初
に
理
論
的
問
題
が
あ
り
そ
ち
ら
が
主

 

に
な
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
。
こ
の
ご
ろ
人
生
と
は
生
活
で
、
生
活
 

と
は
行
で
、
私
も
こ
の
辺
で
行
者
に
な
る
の
か
な
、
と
。

上

田

閑

照

分
節
す
る
、
そ
の
た
め
に
六
、
七
ま
で
戻
る
と
言
わ
れ
た
 

の
で
す
が
、
そ
れ
が
適
当
か
ど
う
か
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
八
、
九
、
十
 

そ
こ
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
の
論
理
が
あ
る
と
思
う
の
一

 

で
す
ね
。
私
自
身
も
そ
の
試
み
を
し
て
い
ま
す
。
説
明
の
た
め
に
六
、
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七
ま
で
戻
る
こ
と
が
、
八
、
九
、
十
が
大
切
で
あ
る
と
す
る
な
ら
説
明
一

 

の
仕
方
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
。

r

一
 

息
に」

と

い

う

こ
と
、

秋
月
さ
ん
は
今
説
明
さ
れ
た
以
上
の
意
味
を
こ
め
て
使
っ
て
お
ら
れ
る
。

秋
月
さ
ん
が「

一
息
に」

と
い
う
時
、
自
己
、
自
我
も

、

不
可
分
.
不
 

可
同
•
不
可
逆
も
消
え
る

と

こ

ろ

か
あ

る

。

そ

こ

で

も

う

一
度
、
と
し
 

う
こ
と
が
出
て
く
る
、
だ
か
ら

r

一
 

息
に」

を
生
か
し
た
理
論
が
。
十
 

牛
図
は
図
で
示
し
て
い
る
の
だ
け
ど
八
、
九
、
十
と
い
う
形
で
示
す
と
 

い
う
こ
と
が
あ
る
論
述
の
仕
方
で
あ
る
。
普
通
の
言
葉
で
は
説
明
の
及
 

ば
な
い
と
こ
ろ
を
あ
る
仕
方
で
説
明
す
る
と
い
う
工
夫
が
八
、
九
、
十
 

で
、
そ
れ
を
も
う
一
度
説
明
の
言
葉
が
使
え
る
と
こ
ろ
ま
で
戻
っ
て
説

 

明
す
る
と
い
う
風
に
聞
え
ま
し
た
。



八

木

誠一

六
、
七
は
あ
り
方
を
い
つ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
分
節
 

し
て
い
る
そ
の
こ
と
を
。

上

田

閑

照

八
、
九
、
十
も
分
節
で
し
ょ
ぅ
。

八

木

誠I
八
、
九
、
十
で
は
、「

超
個
の
個」

も
消
え
て
い
る
の
で

上

田

閑

照

八
、
九
、
十

が

「

超
個
の
個」

を
示
す
仕
方
な
の
で
す
。
 

分
析
的
で
は
な
く
分
節
的
に
出
し
て
い
る
。

一

か
ら
七
ま
で
を
も
う
一
 

つ
飛
躍
す
る
、
そ
の
飛
躍
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
ふ
さ
わ
し
い
分
節
の
仕
方

 

が
あ
り
、
十
牛
図
の
場
合
は
図
で
示
し
て
い
る
、
頌
な
ど
の
言
葉
の
説
 

明
も
あ
る
。

八
木
誠

I

十
を
踏
ま
え
て
単
な
る
自
我
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
可

 

能
で
し
ょ
う
。

上

田

閑

照

も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す
。
し
か
し
八
木
さ
ん
の
こ
こ
の
議
論
 

は
八
、
九
、
十
が
な
く
て
も
で
き
る
議
論
で
す
ね
。

八
木
誠

I

そ
ん
な
事
は
な
い
。
そ
う
す
る
と「

s
r
j

.

自
我」

の

「
•

 

j

 

が
な
く
な
っ

て

し

ま
うo

上

田

閑

照

だ
か
ら
、
そ

の

r
•
」

に
つ
い
て
説
明
し
て
お
ら
れ
な
い
 

の
で
す
よ
。

八
木
誠

I

そ
う
で
す
か
。
だ
っ
た
ら
ち
ゃ
ん
と
説
明
し
な
い
と
い
け

 

ま
せ
ん
け
れ
ど
。

上

田

閑

照

私
は
、
そ
こ
を
秋
月
さ
ん
は「

一

息
に」

と

。「

一
息
に」

、
 

は
自
己
、
自
我
の
よ
う
な
概
念
性
を
含
ん
だ
言
葉
と
は
違
う
。
言
葉
の
 

質
が
違
っ
て
、
し
か
も
そ
の
質
の
違
う
言
葉
を
同
時
に
言
う
。
そ
れ
で

初
め
て一

か
ら
七
ま
で
と
、
八
、
九
、
十
ま
で
が
一
遍
に
言
え
る
。
秋
 

月
さ
ん
の
気
持
ち
は
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
。

八

木

誠

I

問
題
は「

自
己
•

自
我」

の

「

•」

で

す

ね

。

そ
れ
を
誰
 

が
ど
う
や
っ
て
置
い
て
、
ど
う
し
て
置
け
る
か
が
問
題
で
す
ね
。

上

田

閑

照

そ
れ
を
置
い
た
の
は
あ
な
た
で
す
か
。

八
木

誠一
「

自
己
•

自
我」

と
し
て
の
B

我
が
置
い
た
の
で
す
。

河

波

唯
識
で
言
え
ば
、
転
職
得
智
だ
と
。

八

木

誠

I

そ
う
で
す
。
そ
れ
が
自
己
に
あ
た
る
。

河

波

次
に
倫
理
性
の
問
題
で
す
が
、
仏
教
で
は
戒
律
の
問
題
が
在
り

 

ま
す
。

八
木

誠

I

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
で
す
と
、
神
に
よ
る
戒
で
す
ね
、

I 

そ
れ
を
守
る
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
絶
望
に
導
く
の
で
、
そ
こ
で
初
め
55 

て
贖
罪
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
あ
と
、
倫
理
が
宗
教
的
生
の
表
現
と
な
っ

一
 

て
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
。

武

田

私
は
、
仏
教
は
行
の
宗
教
だ
と
こ
の
学
会
で
言
い
つ
づ
け
て
き

 

ま
し
た
。
こ
こ
で
、
八
木
先
生
は「

宗
教
間
対
話
の
立
場
か
ら
新
し
い
 

行
が
開
発
で
き
は
し
ま
い
か」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
き
 

な
提
案
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
と
、
従
来
の
各
宗
派
の
伝
統
的
行

 

と
の
関
係
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。
ど
う
い
う
形
で
そ
れ
ら
の
行
が
 

踏
ま
え
ら
れ
て
、
他
宗
教
対
話
の
中
で
自
己
が
歩
ん
で
き
た
行
、
私
の
 

場
合
は
称
名
念
仏
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
新
し
い
行
と
な
っ
て
 

展
開
さ
れ
る
と
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

八
木

こ
こ
で
私
は「

弥
陀
の
御
名
を
唱
え
る
の
は
自
我
で
は
な
く
、



「
自

己
.

自
我」

な
の
で
あ
る」

と
書
き
ま
し
た
。
あ
る
会
で
上
田
さ
 

ん
が
禅
と
は
坐
る
事
だ
と
仰
り
ま
し
た
が
、
そ
の
通
り
だ
な
と
思
い
ま
 

し
た
。
そ
こ
で
新
し
い
行
が
開
発
で
き
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
と
い
 

う
と
、
新
し
い
言
葉
な
の
で
す
ね
。
通
じ
る
言
葉
と
い
う
だ
け
で
な
く
 

て
、
皆
が
納
得
で
き
る
言
葉
。
た
と
え
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
言
葉
は
 

必
ず
し
も
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
っ

て

い

る

。

言
葉
が
あ
っ
て
身
体
の
行
は
成
り
立
つ
。
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
 

か
ら
。
身
体
だ
け
で
伝
え
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
 

の
場
合
は
身
体
が
一
つ
の
言
葉
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
。
行
と
い
っ
た
 

ら
あ
く
ま
で
身
体
の
行
で
あ
り
、
人
間
は

一番
基
本
的
な
も
の
は
身
体
 

だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

付
け
加
え
ま
す
と
、
上
田
さ
ん
が「

二
重
存
在
論」

と
い
う
事
を
言
 

わ
れ
て
い
ま
す
が「

自

己
•

自
我」

と

は

「

二
重
存
在
論」

の
こ
と
だ
 

と
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

松

岡

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
者
と
し
て
、
私
は
キ
リ
ス
ト
教
の
行
と
は
 

祈
り
だ
と
思
い
ま
す
。
祈
り
と
い
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
は

 
「

自

己
.

自
我」

と
い
う
こ
と
と
は
違
う
事
で
は
な
い
か
。
祈
り
と
は
 

非
常
に
苦
し
い
行
で
。

八

木

そ
の
祈
り
は「

自

己
.

自
我」

の
祈
り
で
は
な
い
か
。
単
な
る
 

自
我

が「

こ
う
し
て
欲
し
い」

と
言
う
の
は
エ
ゴ
ィ
ズ
ム
で
す
。
聖
霊
 

が
あ
な
た
の
中
で
祈
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
 

す
。
聖
霊
が
あ
な
た
の
中
で
あ
な
た
と
し
て
祈
っ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
 

は
何
か
と
言
つ
て
い
る
の
で
す
。

梅
瀑
行
と
他
者
の
関
係
を
ど
ぅ
お
考
え
で
し
ょ
ぅ
か
。

八

木

行
と
は
身
体
の
行
で
あ
り
ま
し
て
、
身
体
で
あ
る
以
上
こ
の
世

 

界
の
中
で
必
ず
他
者
と
一
緒
に
あ
る
も
の
で
す
。
私
は
ニ
ー
チ
ヱ
に
は
 

こ
の
視
点
が
足
り
な
い
と
思
つ
て
い
ま
す
。
身
体
を
言
い
な
が
ら
他
者

 

の
視
点
が
な
い
。


