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生
の
悟
り

Ｒ
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タ
ゴ
ー
ル

著
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木

勲

訳



二
頁

亡
き
父
に
献
ぐ

訳
者

略
伝ラ

ビ
ン
ド
ラ
・
ナ
ー
ト
・タ
ゴ
ー
ル

(R
abindranathTagare

）は
、1861
年
、

印
度
ベ
ン
ガ
ル
州
の
富
裕
な
る
バ
ラ
モ
ン
族

の
家
に
、
宗
教
思
想
家
た
り
し
ド
ワ
ル
カ
・

ナ

ー

ト

・
タ

ゴ

ー

ル(
D
)

w
arkanatheTagare

）
を
と
し
て
祖
父
と

し
、
同
じ
き
デ
ー
ベ
ン
ド
ラ
・
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ

ー
ル
（D

avendranathTagare

）を
父
と

し
て
生
き
る
。
祖
父
は
印
度
教
改
革
派
と

し
て
有
名
な
る
ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ
マ
ー
ド
（
梵

教
会
）
の
後
援
者
で
あ
り
、
父
は
同
教
会
の

第
二
代
代
表
者
で
あ
っ
て
、
印
度
教
は
根
本

的
に
純
粋
精
神
的
の1

神
教
に
あ
り
と
し
、

吠
陀
（
ブ
ェ
ー
ダ
）
を
研
究
し
、
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
の
教
義
に
心
酔
し
、
後
に
は
こ
れ
以
外
の

も
の
は
悉
く
捨
て
て
依
用
せ
ず
、
又
印
度
に

て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
不
要
を
考
え
た
の
で
あ

る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
の
子
と
し
て
自
ら
こ
の

影
響
を
受
け
、
印
度
教
的
理
念
を
詩
や
思

想
に
開
花
せ
し
め
し
印
度
の
詩
人
並
に
思

想
家
と
し
て
世
界
に
も
そ
の
名
声
を
馳
せ

た
の
で
あ
る
。
彼
は
よ
く
東
西
文
化
の
融

合
に
努
め
、
自
ら
そ
れ
お
そ
の
作
品
に
実
践

も
し
、
又
、
学
園
を
自
営
し
て
子
弟
の
訓
育

に
も
当
た
っ
た
の
で
あ
る
。
英
米
に
も
良
く

渡
り
、
我
国
に
来
る
こ
と
も
屡
次
・
知
友
の

多
し
。1913

年
（大
正
二
年
）に
は
傑
作
ギ

タ
ン
ジ
ャ
リ
（G

itanjali

）を
英
訳
し
・ノ
ー

ベ
ル
文
学
賞
を
獲
得
、
東
洋
の
た
め
に
万
丈

の
き
を
吐
い
た
。
著
作
と
し
て
は
本
書
の
他

に
、
前
記

G
itanjiali;Truit

G
athering

；
並
び
にE

vening
S

ongs

；The
G

ardener

；C
itrangada

；G
ara

等
有

名
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）

歿
す
。
タ
ゴ
ー
ル
は
、
向
後
こ
そ
は
じ
め
て
、

我
々
に
真
の
意
味
の
祝
福
を
与
え
る
を
信

ず
。

目
次

序
文

訳
者
自
序

原
著
者
序
文

第
一
章

個
人
と
宇
宙
の
関
係

第
二
章

霊
意
識

第
三
章

悪
の
問
題

第
四
章

自
我
の
問
題

第
五
章

愛
に
於
け
る
悟
り

第
六
章

行
動
に
於
け
る
悟
り

第
七
章

美
の
悟
り

第
八
章

神
の
悟
り

訳

註

其
の
一

一
か
ら
八
二



三
頁

其
の
二

一
か
ら
六
二

以
上

訳
者
自
序

印
度
は｢

イ
ン
ド
人
の
印
度｣

の
時
代
も

そ
こ
そ
こ
に
、
回
教
徒
の
支
配
に
屈
し
、

更
に
英
国
支
配
下
の
奴
隷
的
状
態
に
屈

し
居
し
も,

今
や
八
紘
一
宇
の
日
本
の
悲

願
の
下
に
、｢

イ
ン
ド
人
の
印
度｣

、｢

ア
ー

リ
ア
ー
バ
ル
タ
（
聖
民
の
国
）｣

復
興
を
め

ざ
し
て
、
一
千
有
余
年
に
渡
る
屈
従
生
活

か
ら
脱
却
せ
ん
と
し
て
い
る
。
か
か
る
印

度
に
も
、
主
と
し
て
婆
羅
門
の
ち
か
ら
に

よ
っ
て
文
化
史
的
に
は
独
自
の
印
度
を
持

ち
続
け
て
き
た
こ
と
は
利
目
に
値
す
る
こ

と
で
あ
る
。
本
書
は
か
か
る
分
化
維
持
者

た
る
婆
羅
門
族
に
生
ま
れ
し
著
者
が,

印

度
国
有
の
精
神
・
思
想
が
永
井
ね
ん
げ
つ

の
間
に
自
国
は
も
と
よ
り
、
他
国
に
よ
り

て
も
曲
解
・
歪
曲
さ
れ
居
る
を
慮
り
、
中

正
な
る
理
解
を
与
へ
ん
た
め
、
主
要
な
る

一
連
の
問
題
を
八
っ
抱
え
来
た
り
、
ブ
エ

ー
ダ
、
ウ
バ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
、
佛
陀
の
教
え
、

ギ
ー
タ
等
こ
て
ん
に
依
存
し
つ
つ
解
明
し,

又
そ
れ
ら
古
典
の
眞
精
神
を
自
ら
悟
る

処
に
よ
っ
て
教
示
宣
明
せ
し
も
の
で
あ
る
。

而
し
て
我
々
は
こ
こ
に
一
巻
の
人
生
論
を

得
べ
く
、
若
々
し
く
も
落
ち
着
け
る
、
暗

き
に
見
え
て
実
は
明
る
く
、
し
か
も
生
々

き
と
せ
る
永
遠
の
生
を
つ
か
み
、
老
人
臭

く
隠
遁
的
に
な
れ
る
に
叛
し
て
、
巨
大
な

る
杉
木
の
如
く
森
厳
に
し
て
優
美
な
る

東
洋
人
的
人
生
思
索
の
大
を
賛
美
す
る

で
あ
ろ
う
。
印
度
と
言
え
ば
仏
教
を
し
か

想
像
し
な
い
人
々
は
勿
論
、｢

殺
す
！｣

と

言
え
ば
、｢

い
な
死
す
！｣

と
答
ふ
る
印
度

を
知
れ
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
本
書
は
示

唆
す
る
点
深
く
、
考
え
さ
せ
ら
る
る
点

多
い
の
で
あ
る
。
読
者
は
こ
れ
を
機
縁
に
、

更
に
深
く
印
度
の
思
想
・
精
神
に
食
い
込

ん
で
行
か
れ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
、
本
書

は
さ
う
言
う
入
門
書
と
し
て
の
意
義
も

果
た
し
て
く
れ
る
。

読
者
が
、
東
亜
共
栄
圏
の
良
き
同
士
と

し
て
印
度
を
迎
え
ん
と
し
つ
つ
あ
る
今
日
、

本
書
よ
り
、
と
に
か
く
印
度
の
一
端
を
知

り
、
何
が
印
度
を
ば
印
度
た
ら
し
め
し
か

を
思
ひ
、
そ
の
将
来
を
暖
か
く
思
い
や
ら

れ
る
に
於
い
て
は
、
本
訳
業
の
目
的
は
達

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
訳
了
に
つ
い
て
は
、
恩
師
日
野
月

明
喜
教
授
（
現
新
潟
高
等
学
校
校
長
）
の

御
学
恩
、
並
び
に
畏
友
丹
羽
千
年
文
学

士
（
現
四
条
畷
中
学
校
在
職
）
の
御
盡
力

に
預
か
る
所
実
に
多
大
で
あ
っ
た
。
慈
に

感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

尚
本
訳
に
つ
い
て
は
左
を
原
書
と
し
た
。

ｓ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｎ
ａ

（
ｔ
ｈ
ｅ

ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉ
ｚ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ

ｏ
ｆ

ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
）
；
ｔ
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
ｎ
ｉ
ｔ
ｚ
，

ｌ
ｅ
ｉ
ｐ
ｚ
ｉ
ｇ
．



四
頁

昭
和
十
九
年
三
月

緬
印
国
境
の

戦
？
な
る
日

原
著
者
序
文

本
書
に
発
表
さ
れ
る
諸
論
文
の
主
題
は
、

哲
学
的
に
も
取
り
扱
わ
れ
ず
、
学
究
的

見
地
か
ら
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
お
断
り
し
て
お
く
こ
と
は
余
に
と
り

好
都
合
な
こ
と
で
あ
る
。
余
は
優
波
尼
沙

土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
）
の
経
典
が
日
常
礼

拝
に
使
用
さ
る
る
家
庭
の
人
と
な
り
、
現

に
余
は
、
世
間
に
対
す
る
義
務
を
怠
ら
ず
、

又
は
凡
ゆ
る
俗
事
に
対
す
る
切
実
な
関

心
を
敢
え
て
軽
減
し
て
ま
で
神
と
の
最
も

緊
切
な
交
わ
り
の
裡
に
長
い
生
涯
を
送
っ

た
父
の
先
例
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
書
の
読
者
は
我
々
の
聖
典
の

裡
に
再
現
さ
れ
、
且
つ
今
日
の
生
活
に
示

現
さ
れ
て
い
る
印
度
の
古
代
精
神
に
触

れ
る
機
会
を
得
ら
れ
る
こ
と
と
存
ず
る
。

人
間
の
偉
大
な
る
叫
び
の
全
て
は
、
文

字
に
依
っ
て
で
な
く
、
精
神
―
歴
史
に
於

い
て
人
間
の
成
長
に
つ
れ
て
発
現
す
る
精

神
に
依
っ
て
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
キ
リ
ス
ト
教
の
真
義
を
、
よ
し
そ

れ
が
原
始
キ
リ
ス
ト
教
と
重
要
な
点
で
異

な
る
と
も
、
現
在
の
相
を
か
ん
さ
つ
す
る

事
に
よ
っ
て
知
る
様
に
な
る
。

西
洋
の
学
者
に
と
っ
て
は
、
印
度
の
偉
大

な
る
宗
教
的
聖
典
は
、
単
に
懐
古
的
、
考

古
学
的
な
興
味
し
か
無
い
様
に
見
え
る
。

然
し
我
々
に
と
っ
て
は
、
活
言
な
の
で
あ

る
。
し
か
も
我
々
は
、
こ
の
聖
典
は
陳
列

箱
に
容
れ
ら
れ
、
博
学
の
外
被
に
包
ま
れ

て
終
始
保
存
さ
れ
る
人
間
の
思
想
や
願

望
の
木
乃
伊
化
し
た
標
本
と
し
て
展
覧

さ
れ
る
と
そ
の
意
味
を
失
ふ
も
の
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
。
偉
大
な
人
間
の
体
験

か
ら
発
露
し
た
活
言
の
意
味
は
、
決
し
て
、

如
何
な
体
型
だ
っ
た
論
理
的
解
釈
を
以

て
し
て
も
尽
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
個
々
の
生
活
に
よ
っ
て
果
て
し
な

く
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
新
し
い
啓
示

毎
に
神
秘
を
増
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
余

に
と
り
、
優
波
尼
沙
土
の
節
々
や
、
仏
陀

の
教
え
は
、
常
に
、
魂
あ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
こ
そ
無
限
の
活
力
あ
る
成
長

を
賦
与
し
て
呉
れ
る
の
で
あ
る
。
余
は
此

等
を
自
己
の
生
活
に
於
い
て
も
、
説
教
に

於
い
て
も
、
用
い
る
。
此
等
は
他
人
に
と
っ

て
と
同
様
、
自
分
に
と
っ
て
独
特
の
意
味

に
満
ち
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
又
此

等
の
確
証
、
即
ち
、
そ
の
独
特
の
説
明
を

期
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
故
で

あ
る
。

本

書

の
諸

論

文

は
、
ベ
ン
ガ
ル
州

（bengal

）
ボ
ル
パ
ー
（bolpur

）
に
あ
る

余
の
学
校
の
教
え
子
に
授
け
る
習
慣
に

な
っ
て
い
る
ベ
ン
ガ
ル
語
の
講
話
の
幾
つ
か

か
ら
選
び
出
さ
れ
た
諸
思
想
を
、
本
出
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頁

版
に
適
は
し
く
、
関
？
せ
る
形
を
と
っ
て

具
現
し
て
い
る
こ
と
を
一
言
附
加
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
余
は
、
此
処
彼
処
に
、

余
の
友
人
、
バ
ブ
・
サ
テ
ィ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド

ラ
・ロ
イ
氏
（babu

satish
chandra

ray

）と
バ
ブ
・ア
ジ
ト
・ク
マ
ル
・チ
ャ
ク

ラ
バ
ル
テ
ィ
氏
（babu

ajit

く
ま

rchakrauuarti

）
が
翻
訳
せ
る
此
等
講

話
中
の
幾
章
か
を
使
用
し
た
。
こ
の
論
叢

の
第
六
の
論
文
、｢

行
動
に
於
け
る
悟
り｣

は｢

羯
磨
玉
伽｣

（
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
）
に
関
す

る
ベ
ン
ガ
ル
語
の
講
話
を
甥
の
バ
ブ
・
ス
レ

ン
ド
ラ
・
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（
バ
ブ
す
れ

んd

らnathtagare

）が
翻
訳
下
も
野

で
あ
る
。

余
は
、
此
の
機
会
を
利
用
し
、
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
ジ
エ
ー
ム
ズ
・
エ
イ
チ
・
ウ
ッ
ズ
教

授
（jam

es
h

・woods

）が
こ
の
一
？

の
論
文
を
完
結
さ
せ
そ
の
大
半
多
く
を

同
大
学
で
講
ず
る
に
つ
き
力
つ
け
て
頂
し

寛
大
な
ご
理
解
に
対
し
感
謝
の
意
を
表

し
た
い
。
又
、
余
に
種
々
示
唆
を
与
え
ら

れ
且
つ
校
正
刷
り
を
閲
せ
ら
れ
し
、
ア
ー

ネ
ス
ト
・ラ
イ
ス
氏
（ernst

rhys

）
の
ご

親
切
に
感
謝
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

一
言

sadham
a

の
発
音
に
就
い
て
申

し
加
え
れ
ば
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
広
い
字
音

を
持
つ
最
初
のa

に
決
定
的
に
置
か
れ

る
も
の
で
あ
る
。

以
上

第
一
章

個
人
と
宇
宙
と
の
関
係

古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
明
は
、
歳
の
城
壁
の

な
か
で
育
ま
れ
た
。
実
際
、
近
代
文
明
は

全
て
、
煉
瓦
と
漆
喰
と
で
出
来
た
揺
籃
を

持
っ
て
い
る
。

此
等
城
壁
は
、
人
間
の
精
神
に
そ
の
痕

跡
を
ば
深
く
留
め
て
い
て
、
我
々
の
精
神

の
見
晴
ら
し
の
な
か
に
、｢

分
割
支
配｣

の

原
理
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

征
服
地
に
城
壁
を
築
き
、
要
塞
を
設
け
、

征
服
地
同
志
分
立
対
抗
せ
し
む
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
征
服
地
を
確
認
す
る
。
習
慣

を
我
々
の
精
神
に
生
ぜ
し
む
る
。
我
々
は
、

国
と
国
、
知
識
と
知
識
、
人
間
と
自
然
と

を
分
離
す
る
。
そ
れ
は
、
我
々
に
、
自
ら

築
い
た
障
壁
の
彼
方
に
在
る
も
の
は
何
に

対
し
て
で
も
強
い
疑
り
を
掛
け
し
め
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、

我
々
に
認
め
ら
れ
る
為
に
は
、
懸
命
に
奮

闘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
次
ア
リ
ア
ン
族
侵
入
者
が
印
度
に

現
れ
た
時

、
印
度
は
広
大
な
森
林
地
で

（８）

あ
っ
た
。
そ
の
新
参
者
は
急
速
に
そ
れ
を

利
用
し
た
。
此
等
の
森
林
は
、
彼
等
に
、

太
陽
の
猛
烈
な
暑
さ
や
、
熱
帯
の
暴
風
雨

の
惨
害
を
避
け
し
む
る
場
を
提
供
し
、
又
、

家
畜
の
惨
害
を
避
け
し
む
る
場
を
提
供

し
、
又
、
家
畜
の
牧
場
、
生
け
贄
の
の
火
の

燃
料
、
並
び
に
小
屋
建
て
の
材
料
を
提
供



六
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し
た
。
族
長
を
戴
い
て
、
様
々
な
ア
リ
ア

ン
の
氏
族
が
方
々
の
森
林
地
帯
に
定
住
し

た
。
そ
こ
は
、
自
然
の
保
護
の
利
が
あ
り
、

食
物
や
水
が
多
量
に
あ
っ
た
。

か
く
て
、
印
度
で
は
、
文
明
は
森
林
に
生

誕
し
、
そ
し
て
、
こ
の
起
源
と
環
境
と
の

故
に
、
独
特
の
性
格
を
帯
び
た
の
で
あ
る
。

印
度
文
明
は
、
自
然
の
広
大
な
生
命
に
依

っ
て
取
り
囲
ま
れ
、
養
わ
れ､
又
、
着
衣
競

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
移
り
変
わ

る
自
然
の
様
相
と
最
も
厳
格
な
、
最
も

恒
久
的
な
交
渉
を
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
生
活
は
、
生
活
標
準
を
て
い
か

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
知
恵
を
鈍

く
し､

且
つ
、
進
歩
へ
の
刺
激
を
弱
め
る
傾

き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
然
し
、
古
代
印
度
に
於
い
て
は
、
森
林

生
活
の
事
情
は
、
人
間
の
精
神
を
に
ぶ
ら

せ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
人
間
の
活
力
を

弱
く
も
せ
ず
、
唯
、
精
神
に
特
殊
の
歩
行

を
与
え
た
の
み
だ
と
言
う
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
自
然
の
成
長
物
と
絶
え
ず
接

触
し
て
い
た
の
で
、
印
度
人
の
頭
は
、
自

分
の
獲
得
物
の
周
り
に
境
壁
を
築
い
て
行

っ
て
は
、
自
分
の
領
土
を
拡
げ
る
願
望
に

煩
わ
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
印
度
人

の
目
的
は
、
獲
得
す
る
の
で
な
く
て
、
は

っ
き
り
と
了
解
す
る
こ
と
、
即
ち
、
環
境

と
共
に
成
長
し､

成
長
し
て
環
境
の
一
部

に
な
る
事
に
よ
っ
て
、
自
分
の
意
識
を
拡

げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
印
度
人
は
真
理
と

は
全
て
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
と
思

ひ
、
存
在
に
は
絶
対
的
孤
立
は
無
く
、
真

理
に
達
す
る｣

唯
一
の
道
は
、
自
己
の
本

領
を
凡
て
の
事
物
に
貫
徹
し
む
る
こ
と
に

在
る
と
思
っ
た
。
人
間
の
精
神
と
宇
宙
の

精
神
と
の
間
の
大
き
な
調
和
を
実
現
す

る
こ
と
が
、
古
代
印
度
の
森
に
棲
め
る
聖

賢
の
努
力
で
あ
っ
た
。

後
世
に
に
な
っ
て
、
此
等
の
原
生
林
は
耕

作
さ
れ
て
畑
に
道
を
譲
る
時
が
来
た
。
そ

し
て
、
富
有
な
都
市
が
、
あ
ち
こ
ち
に
発

生
し
た
。
世
界
の
強
国
の
全
て
と
交
渉
の

あ
っ
た
強
力
な
王
国
が
が
建
設
さ
れ
た
。

然
し
、
そ
の
物
質
的
繁
栄
の
全
盛
時
代
と

雖
も
印
度
の
精
神
は､

常
に
、
根
気
の
い
い

自
我
実
現
の
初
期
の
理
想
、
及
び
、
森
の

隠
者
の
簡
易
生
活
の
威
厳
を
顧
み
て
賛

嘆
し
、
そ
し
て
、
隠
者
の
草
庵
に
貯
え
ら

れ
た
知
恵
か
ら､
最
も
良
い
霊
感
を
得
た

の
で
あ
る
。

西
洋
は
、
自
然
を
制
し
つ
つ
あ
る
と
考
へ

て
誇
っ
て
い
る
様
に
み
え
る
。
恰
も
、
自
分

の
欲
す
る
一
方
の
物
を
非
好
意
的
で
、
無

縁
な
万
物
の
配
列
か
ら
奪
取
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
敵
対
的
世
界
に
住
ん
で
い
る
か
の
如

く
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
、
都
市
城
壁
的

習
慣
と
、
精
神
の
都
市
城
郭
的
鍛
錬
と
の

所
産
で
あ
る
。
都
市
生
活
で
は
、
人
間
は

精
神
の
眼
の
集
中
し
た
光
を
、
自
分
自
身

の
生
活
と
、
自
分
自
身
の
作
物
と
に
自
ず

か
ら
向
け
、
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、

そ
の
胸
に
人
間
が
抱
か
れ
、
い
つ
く
し
ま

れ
て
い
る
天
地
万
物
と
人
間
自
身
と
の

間
に
人
為
的
な
分
離
を
生
ぜ
し
め
る
か

ら
で
あ
る
。
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然
し
、
印
度
に
於
い
て
は
、
見
地
が
異
な

っ
て
い
た
。
印
度
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
一

つ
の
偉
大
な
真
理
で
あ
る
と
し
て
、
人
間

と
一
緒
に
宇
宙
を
も
全
体
の
一
部
と
看

破
し
し
た
の
で
あ
る
。
印
度
は
、
個
人
と

宇
宙
と
の
間
に
存
す
る
調
和
を
口
を
極

め
て
力
説
し
た
。
印
度
は
、
自
然
界
の
事

物
が
我
々
に
全
然
無
縁
な
物
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、
其
等
の
物
と
交
渉
を
持
ち

得
ぬ
と
思
っ
て
い
た
。
人
間
の
自
然
に
対

す
る
不
平
は
、
自
分
の
必
要
物
の
大
半
多

く
を
自
ら
努
力
し
て
獲
得
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
誠
に
然
り
。
然

し
其
の
努
力
は
無
駄
で
は
な
い
。
人
間
は

日
々
、
成
功
を
収
め
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が
、
人
間
と
自
然
と
の
間
に
尤

も
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
お

で
あ
る
。
何
故
か
な
ら
ば
、
我
々
に
真
に

関
係
あ
る
物
の
他
は
、
何
物
だ
っ
て
自
分

の
物
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ

る
。我

々
は
、
道
を
二
つ
の
異
な
っ
た
見
地
か

ら
眺
め
得
る
。
一
つ
の
見
地
は
、
道
を
願

望
の
目
的
物
か
ら
我
々
を
分
か
っ
て
い
る

も
の
と
看
倣
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場

合
に
は
、
我
々
は
、
道
の
上
の
己
が
旅
の

一
歩
一
歩
を
、
障
害
物
を
お
か
し
て
無
理

に
達
せ
ら
れ
る
或
物
と
看
倣
す
る
の
で

あ
る
。
今
一
つ
の
見
地
は
、
道
を
我
々
に

目
的
地
へ
我
々
を
連
れ
て
行
く
も
の
と
看

破
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
言

ふ
も
の
と
し
て
見
れ
ば
、
道
は
目
的
地
の

一
部
に
な
る
。
そ
れ
は
、
既
に
、
我
々
の

到
達
の
第
一
歩
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
の

上
を
旅
す
る
こ
と
に
依
っ
て
の
み
、
我
々

は
、
道
が
そ
れ
だ
け
で
我
々
に
提
供
す
る

も
の
を
か
く
と
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
こ
の
後
の
見
地
が
、
自
然
に
関

す
る
印
度
の
見
地
で
あ
る
。
印
度
に
と
っ

て
偉
大
な
事
実
は
、
我
々
が
自
然
と
調
和

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
が

考
え
る
こ
と
の
出
来
る
所
以
は
、
人
間
の

思
想
が
事
実
と
調
和
し
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
人
間
が
自
分
の
目
的
の
た
め
に
自
然

の
力
を
使
用
し
得
る
の
は
、
人
間
の
力
が

宇
宙
的
な
力
と
調
和
い
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
そ
し
て
、
結
局
、
人
間
の
目
的
は
、
自

然
界
を
一
貫
し
て
働
い
て
い
る
目
的
と
決

し
て
衝
突
し
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

西
洋
に
於
い
て
は
、
自
然
は
、
専
ら
、
無

生
物
や
獣
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
。
人

性
の
始
ま
る
所
で
は
、
突
然
説
明
し
難
い

途
切
れ
が
在
る
と
い
う
の
が
、
一
般
の
感

情
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
万
物
の
階

級
に
於
い
て
低
位
の
凡
ゆ
る
物
は
、
単
に

自
然
に
過
ぎ
な
く
、
智
的
と
か
道
徳
的
と

か
で
完
全
と
い
ふ
極
限
を
持
っ
て
い
る
物

は
、
何
で
も
人
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

丁
度
、
芽
と
花
と
を
二
つ
の
別
々
の
類
に

分
け
て
、
其
等
の
優
美
さ
を
二
つ
の
異
な

っ
た
、
し
か
も
相
反
す
る
本
源
の
功
に
帰

す
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
印

度
の
精
神
は
、
決
し
て
僅
か
の
躊
躇
も
無

く
、
そ
の
自
然
と
の
血
族
関
係
、
万
物
と

の
断
絶
せ
ざ
る
関
係
を
認
め
る
。

万
物
が
根
本
的
に
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
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印
度
人
に
と
っ
て
、
単
に
、
哲
学
的
瞑
想

の
み
で
な
か
っ
た
。
こ
の
偉
大
な
る
調
和

を
、
感
情
や
行
為
に
実
現
す
る
こ
と
が
、

印
度
人
の
終
生
の
の
目
的
で
あ
っ
た
。
瞑

想
や
勤
行
に
よ
り
、
其
の
生
活
を
調
節
し
、

凡
て
の
物
は
印
度
人
に
と
っ
て
、
精
神
的

意
義
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
言
う
風
に
意

識
を
養
成
し
た
し
た
の
で
あ
る
。
土
・
水
・

光
・
実
・
花
は
、
印
度
人
に
と
っ
て
は
、
単

に
、
利
用
さ
れ
、
後
は
う
ち
捨
て
ら
れ
る

物
質
的
現
象
で
は
な
か
っ
た
。
其
等
は
、

丁
度
、
交
響
曲
の
完
成
に
一
つ
の
調
子
が

必
要
な
如
く
、
印
度
人
に
と
っ
て
は
、
か

ん
ぜ
ん
の
理
想
を
到
達
す
る
際
に
、
一
々

必
要
な
物
で
あ
る
。

此
の
世
の
根
本
的
事
実
は､

我
々
に
と
っ

て
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

と
言
う
こ
と
を
印
度
人
は
直
感
的
に
か
ん

じ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
は
、
此
の

世
の
根
本
的
事
実
に
対
し
て
は
敏
感
で
無

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
、
科
学
的
興
味
、

若
し
く
は
、
物
質
的
利
欲
に
駆
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
で
な
く
、
共
鳴
の
精
神

に
於
い
て
、
歓
喜
と
平
和
と
の
豊
か
な
か

ん
じ
ょ
う
を
持
っ
て
此
の
世
の
根
本
的
事

実
を
了
解
す
る
こ
と
に
依
り
、
そ
れ
と
意

識
的
関
係
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。

科
学
者
は
、
或
る
見
方
で
は
、
此
の
世

は
我
々
の
感
覚
に
対
し
て
映
ず
る
如
き

も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
し
、
土
や
水
は
、
真
に
、
土
や
水
と
し
て

我
々
に
示
さ
れ
る
力
の
活
動
で
あ
る
こ

と
、
し
か
も
、
如
何
に
部
分
的
に
し
か
そ

れ
を
了
解
し
得
な
い
か
を
知
っ
て
い
る
。

同
様
に､

霊
の
目
を
開
い
て
い
る
人
は
、
土

や
水
に
就
い
て
の
究
極
の
真
理
は
、
歳
月

の
な
か
に
働
き
、
且
つ
、
土
や
水
の
外
観

の
も
と
に
我
々
が
了
解
す
る
力
の
中
に

実
現
す
る
永
久
の
意
志
を
了
解
す
る
こ

と
だ
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
科
学
が
単
な
る
知
識
に
過
ぎ
ぬ
如

く
に
、
単
な
る
知
識
で
な
く
、
霊
に
よ
る

霊
の
直
感
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
知

識
が
力
を
与
へ
て
呉
れ
る
が
如
く
に
、
我

々
に
力
を
与
へ
て
く
れ
な
い
で
、
歓
喜
を

与
へ
て
く
れ
る
。
そ
の
歓
喜
は
、
血
族
関

係
に
在
る
も
の
の
結
合
の
新
産
で
あ
る
。

宇
宙
に
就
い
て
、
科
学
が
教
ふ
る
程
度
の

知
識
し
か
持
た
ぬ
人
は
、
人
間
が
霊
の
眼

力
で
、
自
然
現
象
の
中
に
見
出
す
も
の
が

何
で
あ
る
か
了
解
し
な
い
で
あ
ら
う
。
水

は
、
単
に
、
人
間
の
四
肢
を
清
め
る
の
み

な
ら
ず
、
人
間
の
心
を
も
清
め
る
。
こ
れ
、

水
の
霊
が
人
間
の
霊
に
触
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
土
は
、
単
に
、
人
間
の
体
を
支
え

る
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
心
を
も
喜
ば
す
。

こ
れ
、
土
の
接
触
は
物
理
的
接
触
以
外
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
土
は
生
け
る
存
在
で
あ

る
か
ら
だ
。
人
間
と
宇
宙
と
の
血
族
関
係

を
、
は
っ
き
り
と
了
解
せ
ぬ
時
に
は
、
人

間
は
、
牢
屋
に
住
み
、
壁
が
彼
に
敵
対

s

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
、

凡
ゆ
る
事
物
に
於
い
て
、
永
遠
の
霊
に
逢

ふ
時
に
は
、
自
我
か
ら
釈
放
さ
れ
る
。
こ

れ
、
そ
の
時
に
、
人
間
は
、
自
分
が
産
ま

れ
て
来
た
世
界
の
十
分
な
意
義
を
発
見
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し
、
完
全
な
真
理
を
了
解
し
、
万
物
と
の

調
和
が
確
立
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
印

度
に
於
い
て
は
、
人
々
は
、
肉
体
的
に
も
、

周
囲
の
万
物
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い

る
と
言
う
事
実
を
十
分
に
意
識
し
て
い
る

様
に
命
ぜ
ら
れ
、
朝
日
や
流
水
や
豊
穣
な

土
地
に
対
し
て
は
、
此
等
の
も
の
を
そ
の

胸
に
抱
い
て
い
る
神
の
意
識
の
表
現
と
し

て
、
挨
拶
す
る
様
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

か
く
て
、
我
々
の
日
々
の
瞑
想
を
手
引
き

し
て
呉
れ
る
文

句
は
、
印
度
の
古
聖
典
、

*

吠
陀
（
ブ
ェ
ー
ダ
）
の
摘
要
な
り
と
考
え
ら

（１１）

れ
て
い
る
一
篇
の
詩
句
ガ
ー
ヤ
「
ト
リ｢

で

あ
る｣

。
其
の
助
け
を
借
り
て
我
々
に
は
、

世
界
と
意
識
在
る
人
間
の
霊
と
の
根
本
的

混
一
を
悟
ら
ん
と
努
め
る
。
即
ち
、
こ
の
一

つ
の
永
遠
の
霊
に
よ
っ
て
結
び
あ
わ
さ
れ

た
混
一
を
直
感
す
る
こ
と
を
覚
え
る
の
だ

あ
る
。
こ
の
一
つ
の
永
遠
の
霊
の
力
は
、

土
、
空
、
星
を
創
造
し
、
同
時
に
、
外
界
と

絶
え
ず
繋
が
っ
て
動
き
且
つ
存
す
る
意
識

の
先
で
、
我
々
の
精
神
を
ば
照
ら
す
の
で

あ
る
。

印
度
は
、
異
な
る
事
物
の
価
値
の
の
相

違
を
無
視
し
て
来
た
と
言
う
が
、
印
度
は
、

そ
う
す
る
こ
と
は
、
人
性
を
不
可
能
に
す

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が

故
に
、
真
実
で
は
な
い
。
万
物
の
階
梯
に

あ
る
人
間
の
優
越
と
言
う
観
念
は
、
未
だ

嘗
っ
て

印
度
人
の
頭
か
ら
去
っ
た
事
は

な
い
。
然
し
、
印
度
人
は
、
真
に
、
人
間
の

優
越
の
存
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
印
度
人

独
自
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
。
真
に
、
こ
の

優
越
の
存
す
る
点
は
、
獲
得
の
力
に
あ
ｒ

ｙ
の
で
な
く
て
、
結
合
の
力
に
あ
る
。
そ
れ

故
に
、
印
度
は
、
そ
の
心
が
、
狭
い
、
必
要

に
満
ち
た
世
界
か
ら
出
て
来
て
、
無
限
界

に
於
け
る
其
の
位
置
を
判
然
と
了
解
し

得
ん
が
た
め
に
、
何
か
特
別
の
雄
大
、
又

は
美
が
自
然
に
在
る
所
を
ば
、
巡
礼
の
智

と
選
ん
だ
。
こ
れ
、
印
度
に
於
い
て
、
全
人

民
が
、
嘗
て
は
肉
食
し
て
い
た
が
、
生
命

に
対
す
る
洩
れ
な
き
同
情
の
感
情
を
養

う
た
め
に
、
肉
食
を
止
め
た
所
以
で
あ
り
、

し
か
し
て
、
こ
の
事
は
、
人
類
史
上
比
ひ

な
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。

物
的
並
び
に
心
的
障
碍
に
依
っ
て
、
我

々
が
自
分
を
自
然
の
つ
き
せ
ぬ
生
命
～

無
理
矢
理
に
切
り
離
す
時
に
、
即
ち
我
々

が
宇
宙
人
で
な
く
て
単
に
人
間
と
な
る

時
に
、
我
々
は
、
自
分
を
当
惑
せ
し
め
る

問
題
を
次
々
と
こ
し
ら
え
る
。
そ
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
問
題
の
解
決
の
源
を

断
っ
て
、
凡
ゆ
る
種
類
の
人
為
的
方
法
を

試
み
る
が
、
そ
の
方
法
の
一
々
は
自
ら
無

限
の
面
倒
と
言
う
収
穫
を
も
た
ら
す
も

の
だ
と
印
度
人
は
知
っ
て
い
る
。
人
間
が
、

天
地
万
物
に
於
け
る
安
息
所
を
棄
て
る

時
、
即
ち
、
人
間
の
言
う
１
本
綱
を
綱
渡

り
す
る
時
、
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
、
踊

り
の
墜
落
か
を
意
味
す
る
。
人
間
は
一
歩

毎
に
平
均
を
保
つ
た
め
に
一
々
の
神
経
を



(14)

一
〇
頁

筋
肉
と
を
絶
え
ず
緊
張
さ
せ
て
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
為
し

て
い
る
か
ら
に
、
疲
労
の
合
間
合
間
に
、

神
を
責
め
、
し
か
も
、
物
の
全
体
の
組
織

に
よ
っ
て
不
当
に
取
扱
は
れ
た
と
考
え
て
、

秘
か
な
誇
り
と
満
足
と
を
感
ず
る
。

然
し
、
か
か
る
こ
と
は
永
久
に
続
き
得

な
い
。
人
間
は
自
ら
の
存
在
の
全
体
性
を
、

即
ち
無
限
界
に
於
け
る
人
間
の
位
置
を

悟
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
如
何
に
人
間
が
懸

命
に
努
め
よ
う
と
も
、
人
間
は
己
の
蜂
の

巣
の
窠
の
中
で
は
、
生
命
を
養
う
蜜
を
作

り
得
ぬ
と
言
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
何
故
か
な
れ
ば
、
人
間
の
霊
的
生

命
の
糧
を
永
久
に
供
給
す
る
も
の
は
、
蜂

あ
な
壁
の
外
に
在
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間

が
自
ら
を
無
限
界
の
活
力
を
附
け
、
純
化

す
る
接
触
か
ら
遮
り
、
精
神
の
栄
養
と
治

癒
と
の
た
め
に
己
れ
自
身
に
頼
る
時
、
そ

の
時
に
は
、
人
間
は
自
ら
を
駆
っ
て
狂
気

に
せ
し
め
、
自
ら
を
引
き
裂
い
て
断
片
に

し
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
物
質
を
食
う
の

だ
と
言
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

全
体
と
言
う
背
景
に
奪
わ
れ
る
と
、
人
間

の
貧
は
、
貧
の
一
つ
の
大
き
い
特
性
た
る

純
朴
を
失
う
と
見
苦
し
く
な
り
、
恥
ず
か

し
げ
に
な
る
。
人
間
の
富
は
最
早
や
大
度

で
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
徒
ら
に
贅
沢
に

な
る
。
人
間
の
食
欲
は
、
そ
の
目
的
の
範

囲
を
守
っ
て
生
命
に
貢
献
し
な
い
。
食
欲

は
そ
れ
だ
け
で
目
的
と
な
り
、
人
間
の
生

命
に
火
を
放
ち
、
そ
し
て
こ
の
大
火
の
も

の
凄
い
炎
の
中
で
提
琴
を
奏
で
る
の
で
あ

る
。
我
々
が
自
己
表
現
に
際
し
て
、
人
を

(14)

引
き
つ
け
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
吃
駕
さ
せ

よ
う
と
試
み
る
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
即
ち
、

美
術
に
於
い
て
は
、
斬
新
の
み
を
得
ん
と

努
め
、
古
い
が
然
し
永
久
に
新
し
い
真
理

を
見
失
う
。
文
学
に
於
い
て
は
、
単
純
な

る
も
偉
大
な
る
人
間
の
全
体
の
観
察
を

見
失
う
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
人
間

が
激
し
く
強
い
人
工
的
光
の
眩
光
の
中
に

示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
心
理
学
的
問
題
と

し
て
見
え
る
。
即
ち
、
変
態
的
な
る
が
故

に
、
強
い
欲
望
の
権
化
と
し
て
見
え
る
。

人
間
の
意
識
が
、
人
間
的
な
自
我
の
最
も

近
い
所
に
限
ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
人
間

の
本
質
の
深
い
方
の
根
は
永
久
に
根
を
張

っ
て
い
く
土
壌
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な

い
。
人
間
の
霊
は
、
常
に
餓
死
に
瀕
す
る
。

そ
し
て
健
全
な
力
に
代
え
る
に
一
頻
り
の

刺
激
を
以
っ
て
辛
う
じ
て
生
き
て
行
く
。

人
間
が
精
神
の
遠
近
法
を
失
っ
て
、
そ
の

偉
大
さ
を
大
き
さ
に
よ
っ
て
量
り
、
無
限

界
と
の
重
要
な
接
合
点
に
よ
っ
て
量
ら
ず
、

又
、
そ
の
活
動
を
運
動
に
よ
っ
て
批
判
し
、

完
全
さ
に
付
随
す
る
休
息
ー
あ
の
星
の

煌
め
く
空
の
裡
に
在
る
落
ち
着
き
、
即
ち
、

万
物
の
絶
え
ず
動
け
る
律
動
的
踊
り
の

裡
の
落
ち
着
き
に
よ
っ
て
批
判
し
な
い
の

は
こ
の
時
で
あ
る
。

ア
リ
ア
ン
族
に
よ
る
印
度
の
一
次
侵
略



一
一
頁

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
侵

略
と
寸
分
違
わ
ぬ
類
似
物
で
あ
る
。
彼

等
も
亦
、
原
生
林
や
土
民
と
の
激
し
い
争

闘
に
直
面
し
た
。
然
し
、
こ
の
人
間
と
人

間
と
の
争
闘
、
人
間
と
自
然
と
の
争
闘
は

最
後
迄
続
い
た
。
彼
等
は
決
し
て
折
合
は

な
か
っ
た
。
印
度
に
於
い
て
は
、
未
開
人
の

住
居
で
あ
っ
た
森
林
は
、
聖
賢
達
の
隠
遁

所
と
な
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

此
等
自
然
の
生
け
る
大
伽
藍
は
、
人
間
に

と
り
印
度
よ
り
深
い
意
味
を
有
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
ら
は
富
と
力
と
を
人
間
に
も
た

ら
し
、
且
つ
、
恐
ら
く
、
時
々
人
間
の
美

の
享
受
に
資
し
、
亦
、
孤
独
の
詩
人
に
霊

感
を
与
え
も
し
た
。
森
林
は
、
人
間
の
霊

が
宇
宙
の
霊
と
交
は
る
霊
的
調
和
の
場

と
し
て
、
人
間
の
心
中
に
神
聖
な
連
想
を

獲
得
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
物
事
が
そ
う
で
な
く
あ
る
べ
き

だ
っ
た
と
一
瞬
時
だ
も
暗
示
し
た
く
は
な

い
。
若
し
、
歴
史
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
、

全
く
同
じ
事
を
繰
り
返
す
も
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
機
会
の
全
く
の
浪
費
で
あ
ろ

う
。
異
な
る
土
地
に
暮
ら
せ
る
人
々
が
、

そ
の
異
な
れ
る
産
物
を
人
性
の
市
場
へ
も

た
ら
す
と
言
う
こ
と
は
、
霊
界
有
無
相
通

の
霊
の
商
売
に
と
っ
て
最
も
良
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
産
物
の
各
々
が
互
い
に
他
を

補
い
、
必
要
な
産
物
で
あ
る
。
私
が
言
わ

ん
と
す
る
こ
と
の
凡
て
は
、
印
度
は
そ
の

歴
史
の
初
、
印
度
に
大
な
れ
る
影
響
を

与
え
た
一
組
の
、
特
別
の
組
み
合
わ
せ
の

事
情
に
遭
遇
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

印
度
は
機
会
あ
る
毎
に
、
思
考
し
、
思
慮

を
廻
ら
し
、
努
力
し
、
苦
し
み
、
万
物
の

存
在
の
奥
底
を
探
求
し
、
歴
史
上
全
く

異
な
っ
た
方
向
に
発
達
し
た
人
々
に
確
か

に
価
値
な
き
を
得
ざ
り
し
或
物
を
成
し

遂
げ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
の
完
全

な
成
長
の
た
め
に
は
、
自
己
の
複
合
的
生

命
を
構
成
す
る
生
け
る
要
素
の
全
て
を

必
要
と
す
る
。
こ
れ
食
物
が
異
な
れ
る
畑

に
耕
作
さ
れ
、
異
な
れ
る
出
所
か
ら
も

た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
以
で
あ
る
。

文
明
と
は
、
一
種
の
型
で
あ
る
。
各
国

民
が
自
ら
の
た
め
に
、
そ
の
最
上
の
理
想

に
し
た
が
っ
て
男
女
を
形
造
る
の
に
忙
殺

さ
れ
て
い
る
型
な
の
で
あ
る
。
そ
の
諸
制

度
、
立
法
部
、
意
識
的
、
無
意
識
的
教
へ
、

賞
罰
の
標
準
等
は
凡
て
、
こ
の
目
的
に
貢

献b

ん
す
る
。
西
洋
の
近
代
文
明
は
、
そ

の
全
努
力
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

肉
体
的
能
力
、
知
的
能
力
、
意
志
的
能
力

に
於
い
て
、
完
全
な
人
間
を
作
り
出
さ
ん

と
努
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
莫

大
な
精
力
は
、
人
間
が
、
そ
の
四
囲
を
支

配
す
る
力
を
拡
げ
る
こ
と
に
費
や
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
民
は
自
ら
が

手
を
附
け
る
こ
と
の
出
来
る
凡
て
の
物
を

所
有
し
、
利
用
す
べ
く
、
即
ち
、
そ
の
征

服
の
途
上
に
於
け
る
凡
ゆ
る
障
碍
物
に

打
ち
克
つ
の
に
凡
ゆ
る
能
力
を
結
合
し
、

訓
練
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
自

然
や
他
の
人
種
と
戦
う
た
め
に
常
に
訓

練
し
、
軍
備
は
、
毎
日
驚
く
べ
き
も
の
と

な
り
つ
つ
あ
る
。
彼
等
の
機
械
・
設
備
・
組

織
は
、
驚
く
べ
き
割
合
で
増
加
し
つ
つ
あ

る
。
こ
れ
は
、
疑
い
も
な
く
、
素
晴
ら
し
い
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一
二
頁

功
績
で
あ
り
、
人
間
の
我
意
を
通
す
こ
と

の
不
思
議
な
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何

等
の
障
碍
も
知
ら
ず
、
又
そ
の
目
的
と
し

て
、
他
の
凡
て
の
物
に
対
す
る
人
間
自
身

の
優
越
だ
け
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

印
度
の
古
代
文
明
は
完
全
と
言
う
独
自

の
理
想
を
持
ち
、
そ
の
理
想
に
向
か
っ
て

努
力
を
傾
注
し
た
。
そ
の
目
的
は
力
を
得

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は

力
を
獲
得
す
る
能
力
を
極
度
に
迄
養
成

す
る
こ
と
を
無
視
し
た
」
。
ま
た
、
攻
守
の

目
的
の
為
に
、
冨
の
獲
得
の
為
の
協
同
の

為
に
、
又
、
軍
事
的
、
政
治
的
優
越
の
為

に
、
人
間
を
組
織
す
る
こ
と
を
無
視
し
た
。

印
度
が
実
現
せ
ん
と
試
み
た
理
想
は
、
最

も
優
れ
た
人
を
瞑
想
的
生
活
の
孤
独
に

連
れ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
実
在
の
不
思

議
を
徹
底
的
に
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

印
度
が
人
類
の
為
に
得
た
宝
は
、
俗
世
間

的
成
功
の
範
囲
内
で
は
、
印
度
に
多
大
の

損
害
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

か
よ
う
な
こ
と
も
崇
高
な
功
績
で
あ
っ
た
。

ー
そ
れ
は
、
涯
て
し
を
知
ら
ぬ
人
間
の
憧

れ
、
神
の
実
現
の
み
を
そ
の
目
的
と
せ
る

人
間
の
憧
れ
の
最
高
の
表
現
で
あ
っ
た
。

印
度
に
は
、
有
徳
者
、
賢
者
、
勇
者
、
政

治
家
、
王
、
皇
帝
が
い
た
。
然
し
、
印
度
は
、

此
等
の
類
の
中
の
誰
を
仰
ぎ
見
、
人
間
の

代
表
者
た
る
様
に
選
ん
だ
か
。

彼
等
は
聖
人
（
リ
ー
シ
ー
）
で
あ
っ
た
。

(16)

聖
人
と
は
何
か
。｢

知
識
の
方
面
で
神
々

に
到
達
し
た
の
で
、
知
恵
に
に
満
ち
て
い

た
人
達
で
あ
り
、
又
、
自
分
の
霊
と
一
体

に
な
っ
て
い
る
最
高
の
霊
を
見
出
し
た
の

で
眞
我
と
完
全
に
調
和
し
て
い
た
人
達
で

で
あ
り
、
心
の
方
面
で
神
を
実
現
し
た
の

で
、
利
己
的
欲
望
に
煩
わ
さ
れ
な
か
っ
た

人
達
で
あ
り
、
そ
し
て
、
世
の
中
の
凡
て

の
活
動
の
方
面
で
は
神
を
経
験
し
た
の
で

平
和
に
到
達
し
て
い
た
人
達
で
あ
る
。
聖

人
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
崇
高
な

神
に
到
達
し
た
の
で
、
永
久
の
平
和
を
見

出
し
た
人
達
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
一
に
な

っ
た
人
達
、
宇
宙
の
生
活
に
入
っ
た
人
達

で
あ
る
。｣

(17)

か
く
、
万
物
と
我
々
と
の
関
係
を
実
現

す
る
こ
の
状
態
、
即
ち
、
神
と
の
結
合
に

よ
っ
て
万
物
に
入
っ
て
行
く
こ
の
状
態
は
、

印
度
で
は
、
人
類
の
究
極
の
目
的
だ
あ
り
、

完
成
な
り
と
考
え
ら
れ
た
。
人
間
は
、
破

壊
す
る
こ
と
も
、
略
奪
す
る
こ
と
も
、
金

を
儲
け
る
こ
と
も
、
蓄
積
す
る
こ
と
も
、

発
明
す
る
こ
と
も
、
発
見
す
る
こ
と
も
出

来
る
が
、
人
間
の
偉
大
な
る
所
以
は
、
人

間
の
霊
が
、
凡
て
を
包
含
し
得
る
か
ら
で

あ
る
。
人
間
の
霊
を
無
情
な
習
慣
と
言

う
死
せ
る
殻
の
中
に
包
む
こ
と
は
、
又
、

仕
事
の
盲
目
的
狂
乱
が
視
界
を
遮
り
乍

ら
、
渦
巻
く
埃
の
嵐
の
如
く
、
人
間
を
抛

げ
廻
す
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
恐
ろ
し

い
破
壊
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
、
包



(23)(24

一
三
頁

含
の
霊
な
る
人
間
の
存
在
の
霊
な
る
も

の
を
殺
す
の
で
あ
る
。
本
来
、
人
間
は
、

自
分
自
身
の
、
又
は
、
世
間
の
火
と
の
奴

隷
で
は
な
く
て
、
自
由
な
る
、
神
の
愛
人

で
あ
る
。
人
間
の
自
由
と
自
己
実
現
と
は
、

完
全
な
る
包
含
の
の
別
名
に
過
ぎ
ぬ
愛

に
存
す
る
。
こ
の
包
含
の
力
に
よ
り
、
こ

の
人
間
の
存
在
を
浸
透
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
り
、
人
間
は
万
物
に
浸
透
せ
る
霊
、
ー

こ
れ
は
、
又
人
間
の
霊
の
気
で
も
あ
る
霊

と
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
他
の
凡

て
の
人
間
を
押
し
た
り
、
肘
で
突
い
た
り

し
て
、
自
分
自
身
を
優
越
に
髙
め
ん
と
試

み
る
場
合
に
は
、
即
ち
、
他
の
凡
ゆ
る
火

と
ろ
り
も
上
に
位
す
る
と
誇
る
卓
越
を

達
せ
ん
と
試
み
る
場
合
に
は
、
神
か
ら
遠

ざ
か
る
の
で
あ
る
。
優
波
尼
沙
土
（
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
）
が
、
人
性
の
目
的
を
到
達
し

た
人
々
を
、｢

平
和
な｣

人
々
と
な
し
、
又
、

｢

神
と
一
に
な
れ
る｣

人
々
と
な
す
所
以

は
こ
こ
に
在
る
。
そ
の
意
味
は
、
こ
の
人

々
は
、
人
間
と
自
然
と
に
完
全
に
調
和
し

て
い
る
故
に
神
と
平
和
に
調
和
し
て
い
る

い
う
こ
と
で
あ
る
。

｢

富
め
る
者
の
神
の
国
に
入
る
よ
り
は
、

駱
駝
の
の
針
の
孔
を
通
る
方
反
っ
て
易

し
。｣

と
言
う
キ
リ
ス
ト
の
教
え
の
な
か
に

こ
れ
と
同
じ
真
理
の
片
鱗
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
自
分
の
為
に
貯
え
る
も
の
は
、
何
で

も
、
我
々
を
他
の
も
の
か
ら
分
離
す
る
こ

と
、
我
々
の
所
有
物
は
、
我
々
を
制
限
す

る
も
の
で
在
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

冨
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
か
ま
け
て
い
る
人

は
自
我
を
絶
え
ず
膨
ら
ま
せ
る
た
め
に
、

完
全
な
調
和
の
世
界
で
あ
る
霊
の
世
界

の
包
括
の
門
を
く
ぐ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
の
人
は
己
の
限
り
あ
る
獲
得
物
の
狭
い

壁
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
の
教
え
の
精
神

と
す
る
所
は
、｢

神
を
見
出
さ
ん
為
に
は

凡
て
を
抱
擁
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
冨
を
追

求
す
る
に
当
た
り
、
小
利
を
得
ん
と
て
汝

は
、
ま
こ
と
に
、
凡
て
を
捨
つ
る
も
、
そ
は

完
全
な
る
神
に
到
達
す
る
道
に
は
非
ず｣

と
言
う
こ
と
で
在
る
。

直
接
に
、
又
は
、
間
接
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド

に
負
う
所
あ
る
欧
州
の
幾
人
か
の
近
代

哲
学
者
は

、
彼
等
が
受
け
た
恩
義
を
了

(23)

解
す
る
所
か
、
印
度
の
一
切
衆
生
の
父

婆
羅
吸
摩
（ブ
ラ
フ
マ
）
は
、
単
な
る
抽
象

(24

的
観
念
に
過
ぎ
な
い
。
世
界
に
在
る
凡
て

の
物
の
否
定
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。

一
言
以
て
言
え
ば
、
神
は
形
而
上
学
以

外
の
何
処
に
も
見
出
し
得
ぬ
と
主
張
す
る
。

か
か
る
教
え
は
同
国
人
の
一
部
の
人
に

は
い
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
尚
普
及
し
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
こ
れ
は
印

度
の
精
神
の
一
般
傾
向
と
一
致
し
な
い
。

そ
う
で
な
く
て
、
い
ん
ど
の
精
神
の
傾
向

は
、
万
物
に
、
こ
れ
ま
で
絶
え
ず
印
度
人

に
霊
感
を
与
え
て
ゐ
神
の
宿
れ
る
こ
と
を



*29*30

一
四
頁

了
解
し
強
調
す
る
こ
と
の
練
習
だ
っ
た
。

我
々
は
、｢

世
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
神

に
包
ま
れ
て
い
る
も
の｣

と
見
る
様
に
命

ぜ
ら
れ
て
い
る
。｢

吾
は
火
の
中
、
水
の
中

に
居
給
ふ
神
、
全
世
界
に
行
き
渡
り
居
給

ふ
神
、
多
年
生
の
木
々
に
も
、
年
々
」
の

作
物
に
も
居
給
ふ
神
に
繰
り
返
し
繰
り

返
し
挨
拶
す
。｣

こ
神
が
世
界
か
ら
引
き
放
さ
れ
た
神
た

り
得
る
や
。
そ
う
で
な
く
て
、
こ
れ
は
万

物
の
中
に
神
を
見
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
神
に
挨

拶
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ラ
パ
ニ

シ
ャ
ド
の
神
を
意
識
せ
る
人
間
の
宇
宙
に

対
す
る
態
度
は
、
深
い
崇
拝
の
感
情
の
態

度
で
あ
る
。
彼
の
崇
拝
の
対
象
物
は
何
処

に
で
も
あ
る
。
崇
拝
す
る
こ
と
は
凡
こ
の

実
在
物
を
単
に
、
名
の
み
、
外
観
の
み
で

な
く
、
本
当
に
存
在
せ
る
も
の
と
す
る
一

つ
の
生
き
た
真
理
で
あ
る
。
こ
の
真
理
は
、

単
に
知
識
の
真
理
た
る
の
み
な
ら
ず
、
崇

拝
の
真
理
で
あ
る
。｢

ナ
モ
ー
ナ
マ
フ｣

ー

我
々
は
万
物
に
現
れ
る
霊
に
到
る
所
で

挨
拶
す
る
。
し
か
も
、
繰
り
返
し
、
繰
り

返
し
挨
拶
す
る
。
印
度
人
が
到
る
所
で

神
に
挨
拶
す
る
こ
と
は
、
聖
人
（
リ
ー
シ

ー
）
の
叫
び
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

聖
人
は
突
然
、
歓
喜
極
ま
っ
て
、
草
木
禽

獣
に
呼
び
掛
け
る
。｢

吾
に
聴
け
、
汝
不
滅

の
霊
の
子
等
よ
、
天
ッ
国
に
住
め
る
汝
等

よ
、
吾
は
御
身
等
に
よ
り
神
を
知
れ
り
。

そ
が
神
の
光
、
闇
を
破
り
て
輝
き
出
ず

る
。｣

漠
然
た
る
所
、
又
は
、
変
動
性
の
わ

ず
か
の
痕
跡
も
無
い
、
直
接
的
・
積
極
的

経
験
の
押
さ
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
喜
び

を
此
処
に
見
出
さ
な
い
が
。

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
教
え
の
実
際
的
方
面

を
発
展
せ
し
め
た
仏
陀

は
、｢

上
に
在
ろ

*29

う
と
、
下
に
あ
ろ
う
と
、
遠
く
に
在
ろ
う
と
、

近
く
に
在
ろ
う
と
、
見
え
よ
う
と
見
え
ま
い
と
、

汝
は
何
等
の
敵
意
も
無
し
に
、
殺
害
の
欲

望
も
無
し
に
、
凡
ゆ
る
も
の
と
無
限
の
愛

の
関
係
を
保
持
す
べ
し
。
眠
る
迄
立
て
る

時
も
、
歩
け
る
時
も
、
座
せ
る
時
も
、
横
に

な
れ
る
時
も
、
か
か
る
意
識
の
中
に
住
む

こ
と
は
、
婆
羅
吸
摩
精
舎
（
ブ
ラ
フ
マ
ブ
ィ

ハ
ラ
ー
）｣

で
あ
る
。
即
ち
言
い
換
え
れ
ば
、

*30

ブ
ラ
フ
マ
、
の
霊
の
中
で
生
き
る
こ
と
で
あ

り
、
動
く
こ
と
で
あ
り
、
喜
び
を
持
つ
こ
と
で

あ
る｣

と
言
え
る
時
、
上
述
の
預
言
者
の

宣
言
と
同
じ
使
命
を
説
い
て
い
る
の
で
あ

る
。

ブ
ラ
フ
マ
の
霊
と
は
何
か
。
ラ
パ
ニ
シ
ャ

ド
は｢

そ
の
本
質
に
於
い
て
万
物
の
光
り

で
あ
り
、
生
命
で
あ
る
存
在
、
世
界
の
意

識
せ
る
存
在
が
ブ
ラ
フ
マ
で
あ
る
。｣

と
言

う
。
万
物
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
、
一

々
の
物
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
、
ブ
ラ

フ
マ
の
精
神
で
あ
る
。
我
々
は
、
身
心
共

に
ブ
ラ
フ
マ
の
意
識
に
浸
っ
て
い
る
。
太
陽
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一
五
頁

が
地
球
を
引
く
の
も
、
ブ
ラ
フ
マ
の
意
識

を
通
じ
て
で
あ
り
、
光
波
が
星
か
ら
星
へ

伝
え
ら
れ
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。

単
に
空
間
に
在
る
の
み
な
ら
ず
、｢

こ
の

光
り
や
生
命
、
こ
の
凡
て
を
感
ず
る
も
の

は
我
々
の
霊
の
中
に
も
あ
る
。｣

そ
れ
は

空
間
に
於
い
て
、
即
ち
、
外
延
の
世
界
に

於
い
て
一
切
の
の
も
の
を
意
識
し
、
し
か

も
、
霊
に
於
い
て
、
即
ち
、
内
延
の
世
界
に

於
い
て
一
切
の
も
の
を
意
識
し
て
い
る
。

か
く
て
、
我
々
が
宇
宙
意
識
を
得
ん
と

な
ら
ば
、
我
々
は
自
分
の
感
情
を
、
こ
の

万
物
に
浸
透
せ
る
無
限
の
感
情
を
結
合

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
人
間
の

唯
一
の
真
の
進
歩
は
、
こ
の
感
情
の
範
囲

を
拡
め
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
我
々
の
詩
、

哲
学
、
科
学
、
芸
術
、
宗
教
の
全
て
は
、
一

層
高
い
、
一
層
広
い
範
囲
に
、
意
識
の
領

域
を
拡
げ
る
こ
と
に
貢
献
し
つ
つ
あ
る
。

人
間
は
、
一
層
広
い
空
間
の
占
有
に
よ
っ

て
、
又
外
的
行
動
に
よ
っ
て
正
し
い
状
態

を
獲
得
す
る
の
で
な
く
て
、
正
し
い
状
態

は
人
間
が
本
当
の
人
間
で
あ
る
範
囲
に

し
か
及
ば
な
い
。
そ
し
て
、
人
間
の
真
実

性
は
、
人
間
の
意
識
の
広
さ
で
測
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
我
々
は
代
償
を
払
っ
て
も
、

こ
の
意
識
の
自
由
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
の
代
価
と
は
何
か
。
そ
れ
は
自
己

を
抛
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
霊
は
、

真
に
、
唯
々
、
霊
自
身
を
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
自
ら
を
実
現
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
に
曰

く｢

汝
捨
つ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
べ
し
汝
貪

る
べ
か
ら
ず
。｣

。
と
。

ギ
ー
タ
ー

に
我
々
は
結
果
に
対
す
る
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欲
望
の
全
て
を
捨
て
て
、
無
私
無
欲
に
働

く
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の

局
外
者
は
、
こ
の
教
え
か
ら
次
の
如
き
断

定
を
下
し
て
い
る
。
即
ち
、｢

世
界
を
何
か

空
（く
う
）
な
る
も
の
と
見
る
考
え
が
、
印
度

で
説
か
れ
て
い
る
所
謂
無
私
無
欲
の
根

底
を
な
し
て
い
る
の
だ｣

と
。
然
し
、
そ
の

逆
が
真
な
の
で
あ
る
。

自
己
自
身
の
拡
大
を
望
む
人
は
、
自
分

い
が
い
の
凡
ゆ
る
も
の
を
見
く
び
る
。
自

分
と
比
べ
れ
ば
、
爾
余
の
世
界
は
空
（
く

う
）
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
万
物
の

𠑊
存
を
存
分
に
意
識
す
る
た
め
に
は
、
人

間
は
個
人
的
欲
望
の
枷
か
ら
釈
放
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
社
会
的
意
義
を

尽
く
す
た
め
に
は
、
我
々
の
同
胞
の
重
荷

を
共
に
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
此
の
訓

練
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
広
い
生
活

を
達
せ
ん
と
の
凡
ゆ
る
努
力
は
、
人
に

｢

捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
を
、
そ

し
て
貪
欲
で
な
い
こ
と
を｣

要
求
す
る
。
か

く
し
て
、
万
物
と
人
間
と
の
一
体
の
意
識

を
漸
次
拡
め
る
こ
と
は
人
類
の
為
す
べ
き

努
力
で
あ
る
。

印
度
に
於
け
る
神
は
、
一
切
の
内
容
を

欠
く
厚
味
の
な
い
非
実
在
物
で
は
な
い
。
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一
六
頁

印
度
の
聖
人
は｢

こ
の
世
に
於
い
て
神
を

知
る
こ
と
は
、
本
当
の
人
間
に
な
る
事
で

あ
り
、
こ
の
世
に
於
い
て
神
を
知
ら
ぬ
こ

と
は
死
の
荒
涼
で
あ
る
。｣

こ
と
を
強
く
主

*35

張
し
た
。
然
ら
ば
如
何
に
し
て
神
を
知
る

か
。｢

個
々
の
事
物
及
び
一
切
の
物
の
中

で
神
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
。｣

。
単
に
自

*36

然
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
に
於
い

て
も
、
社
会
に
お
い
て
も
、
国
家
に
お
い
て

も
、
一
切
の
も
の
に
宿
れ
る｢

世
界
を
意
識

せ
る
も
の｣

を
悟
る
こ
と
の
多
け
れ
ば
良
い

だ
け
、
我
々
に
と
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
神

を
悟
り
得
ぬ
と
我
々
は
破
壊
に
直
面
す
る
。

印
度
の
詩
人
に
し
て
予
言
者
た
り
し
ひ
と

び
と
が
、
印
度
の
空
の
降
り
注
ぐ
日
光
の

下
に
立
ち
、
血
族
関
係
を
悦
ば
し
く
認
め

て
、
森
羅
万
象
に
会
釈
し
た
時
が
遙
か
過

去
に
あ
っ
た
と
判
断
と
了
解
す
る
こ
と
は
、

私
を
大
な
る
歓
び
で
満
た
し
、
又
、
人
間

の
将
来
に
も
か
か
る
時
が
あ
る
だ
ろ
う
と

人
間
の
将
来
に
た
い
し
て
の
高
い
希
望
で

私
を
満
た
し
て
呉
れ
る
。
こ
の
森
羅
万
象

に
挨
拶
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
人
間
と
同
じ

性
質
を
有
す
る
も
の
と
看
倣
す
幻
覚
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
奇
怪
に
も
誇
張
さ
れ

た
映
像
と
な
っ
て
、
到
る
所
に
映
さ
れ
て
い

る
に
ん
げ
ん
を
見
る
こ
と
で
も
な
く
、
移
ら

ふ
光
と
影
と
の
自
然
の
の
闘
技
場
で
、
大

規
模
に
演
ぜ
ら
れ
る
人
類
の
芝
居
を
目

撃
す
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
は
反

対
に
、
個
人
を
制
限
す
る
障
壁
を
超
え
て
、

人
間
以
上
の
も
の
と
な
る
こ
と
、
万
物
と

一
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、

学
な
る
想
像
の
は
た
ら
き
で
な
く
て
、
じ

が
の
欺
瞞
と
誇
張
と
の
凡
て
か
ら
意
識
を

解
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
泳
動
し
無
限

の
世
界
の
形
と
な
る
の
と
同
じ
力
が
我

々
内
的
存
在
に
於
い
て
は
、
意
識
と
し
て

現
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
混
一
に
は
何
等

間
隙
が
な
い
と
言
う
こ
と
を
此
等
古
の
予

言
者
は
心
の
静
穏
な
る
深
底
に
於
い
て
感

じ
て
い
た
。
此
等
予
言
者
達
に
と
っ
て
は
、

彼
等
が
、
完
全
を
明
晰
に
直
観
す
る
こ
と

に
何
等
の
間
隙
も
な
か
っ
た
。
決
し
て
死

自
体
と
雖
も
、
実
在
の
領
域
に
於
け
る
裂

け
目
を
造
り
出
す
も
の
と
は
認
め
な
か
っ

た
。
彼
等
は
言
う｢

神
の
映
像
は
不
滅
と

共
に
死
せ
り
。｣
と
。
彼
等
予
言
者
達
は

*38

生
と
死
と
の
間
に
何
等
根
本
的
対
立
あ
り

と
認
め
な
か
っ
た
。
そ
し
て
絶
対
に
確
信
し

て
、｢

死
は
生
な
り
。｣

と
言
っ
た
。｢

出
現

*38

の
方
面
に
於
け
る
生
と
出
発
の
方
面
に

於
け
る
生｣

と
に
、
同
じ
静
か
な
歓
び
を
以

て
挨
拶
し
た
。
ー｢

過
ぎ
し
も
の
は
生
命
の

流
れ
の
裡
に
隠
れ
て
い
る
。
又
将
来
生
じ

来
る
も
の
も
又
生
命
の
流
れ
の
裡
に
隠
れ

て
い
る
。｣

彼
等
は
、
学
な
る
出
現
と
消
滅

と
は
海
の
上
の
波
の
如
く
、
表
面
に
在
る

の
み
で
あ
る
が
、
永
久
の
生
命
は
衰
微
も

滅
少
も
知
ら
ぬ
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
い
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一
七
頁

た
。

｢
凡
ゆ
る
も
の
は
不
滅
の
生
命
か
ら
生

じ
た
も
の
で
あ
り
、
生
命
と
共
に
波
打
っ

て
い
る
。
生
命
は
無
辺
な
れ
ば
な
り
。｣

意
識
の
無
上
の
自
由
と
言
う
こ
の
理
想

は
、
こ
れ
我
々
に
よ
っ
て
我
々
の
も
の
と

し
て
よ
う
き
ゅ
う
さ
れ
る
を
待
っ
て
い
る

祖
先
か
ら
の
尊
い
遺
産
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

学
び
に
、
哲
学
的
、
若
し
く
は
詩
的
と
か

い
う
の
み
で
な
い
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
基

礎
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
行
動

に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ウ
バ
ニ
シ
ャ

ド
に｢

神
は
万
物
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。
そ

れ
故
に
、
神
は
万
物
に
あ
る
生
得
の
善
で

あ
る
。｣

と
言
ふ
て
い
る
。
知
識
に
於
い

*41

て
も
、
愛
に
於
い
て
も
、
勤
行
に
於
い
て
も
、

凡
て
の
存
在
と
真
に
結
合
し
、
か
く
し
て
万

物
に
よ
浸
せ
る
神
の
中
に
人
間
の
自
我

が
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
了
解
す
る
こ
と
は
、

善
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、｢

生
命
は
無

辺
で
あ
る｣

と
言
う
こ
と
が
優
波
尼
沙
土

（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
）
の
教
え
の
主
旨
で
あ
る
。

（１１）

第
二
章

霊

意

識

■■
意
識
の
領
域
を
全
宇
宙
に
拡
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ
フ
マ
）
、

即
ち
、｢

全
て
を
意
識
し
、
全
て
に
浸
透

す
る
神｣

の
中
に
生
き
、
且
つ
働
き
、
且

つ
喜
ぶ
こ
と
が
、
古
代
印
度
人
の
熱
望

第二章 霊 意 識



一
八
頁

で
あ
っ
た
こ
と
を
我
々
は
見
て
来
た
。

然
し
、
そ
れ
は
人
間
の
達
成
す
る
こ
と

の
出
来
ぬ
仕
事
な
り
と
主
張
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
若
し
、
こ
の
意
識
の
拡

張
が
外
に
向
け
ら
れ
る
過
程
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
涯
て
し
が
な
い
こ
と
で
、
丁

度
大
洋
の
の
水
を
柄
杓
で
汲
み
乾
し
て

後
に
横
断
せ
ん
と
す
る
如
き
も
の
で
あ

る
。
そ
ん
な
方
法
で
万
物
を
了
解
せ
ん

と
し
て
は
、
終
に
、
一
物
を
も
了
解
せ

ず
に
終
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
し
、
実
際
上
、
こ
の
意
識
の
拡
張

は
見
掛
け
程
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
は
な
い
。

人
間
は
自
分
の
意
識
の
領
域
を
拡
げ
、

且
つ
こ
の
意
識
の
負
担
を
整
理
す
る
と

い
う
問
題
を
毎
日
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
人
間
の
負
担
は
多
く
て
担
う
こ
と

の
出
来
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
然
し
、
人
間

は
分
類
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
荷
を
軽
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
重
荷
が
余
り
に
も

複
雑
で
あ
り
、
取
り
扱
い
難
き
も
の
と

見
え
る
時
は
何
時
で
も
、
一
々
の
物
を

そ
の
在
る
べ
き
所
に
置
き
、
そ
し
て
重

さ
を
平
均
に
分
か
つ
が
如
き
分
類
法
を

思
い
付
き
得
な
か
っ
た
故
と
悟
る
。
我

々
が
、
こ
の
分
類
法
を
探
求
す
る
こ
と

は
、
実
際
は
、
混
一
、
即
ち
総
合
を
探

求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
精
神
を
整
理
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
部
の
材
料
の
異

質
故
の
こ
の
複
雑
さ
を
調
和
せ
ん
と
企

て
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
探
求
に

お
い
て
、
我
々
は
一
を
見
出
す
こ
と
は

全
て
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ

に
こ
そ
、
我
々
の
最
終
に
し
て
且
つ
最

高
の
特
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
次
第

に
知
り
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
分
類
法

の
探
求
は､

若
し
、
我
々
が
、
こ
ん
一
を

知
り
さ
え
す
れ
ば
、
我
々
の
永
久
の
力

と
な
る
コ
ン
一
の
法
則
に
基
づ
い
て
い

る
。
こ
の
分
類
法
を
探
求
す
る
こ
と
の

生
け
る
源
は
真
理
の
裡
に
在
る
力
で
あ

る
。
こ
の
真
理
と
は
多
種
多
様
を
包
含

す
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
は
多
な
る
も
、

真
理
は
一
で
あ
る
。
動
物
の
知
恵
は
事

実
を
知
る
。
人
間
の
頭
は
真
理
を
了
解

す
る
力
を
持
つ
。
林
檎
は
木
か
ら
落
ち
、

雨
は
大
地
に
降
る
―
か
か
る
事
実
を
記

憶
に
負
わ
し
続
け
る
こ
と
は
出
来
る
、

そ
し
て
涯
て
し
が
な
い
。
然
し
、
一
度

重
力
の
法
則
を
把
握
す
れ
ば
、
は
て
し

な
く
事
実
を
蒐
集
す
る
要
な
し
の
済
ま

し
し

得
る
。
無
数
の
事
実
を
支
配
す
る
一
つ

の
真
理
に
到
達
し
た
の
だ
。
真
理
の
こ

の
発
見
は
、
人
間
に
と
っ
て
純
な
歓
喜

で
あ
る
。
―
人
間
を
記
憶
の
重
荷
か
ら

解
放
す
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
事
実
は

袋
小
路
の
如
き
も
の
で
唯
そ
れ
だ
け
で

あ
り
、
彼
方
の
世
界
を
持
た
な
い
。
然

し
、
真
理
は
全
水
平
線
を
視
界
に
拡
げ
、

我
々
を
無
限
の
境
地
に
導
く
。
ダ
ー
ウ

イ
ン
の
如
き
人
が
生
物
学
に
就
い
て
或

る
単
純
な
一
般
的
真
理
を
発
見
し
た
時
、

そ
の
真
理
が
生
物
学
に
止
ま
ら
ず
し
て
、

恰
も
対
象
物
の
た
め
に
灯
さ
れ
た
ラ
ン

プ
が
そ
の
光
を
対
象
物
の
遙
か
彼
方
に

迄
放
つ
如
く
、
そ
の
初
め
の
目
的
を
超

え
て
、
人
間
生
活
を
思
想
と
の
全
域
を

照
ら
す
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
か

く
て
、
我
々
は
、
真
理
は
凡
ゆ
る
事
実

を
囲
ん
で
い
る
が､

単
な
る
事
実
の
総
計



一
九
頁

で
は
な
く
、
四
方
八
方
か
ら
事
実
を
踏

み
越
え
て
、
万
物
を
包
含
せ
る
無
限
の

実
在
を
目
指
す
と
言
う
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
。

科
学
の
領
域
に
於
け
る
と
同
様
に
意
識

だ
け
広
い
領
域
を
見
晴
ら
し
得
る
様
な

何
等
か
の
中
で
思
想
を
ハ
ッ
キ
リ
（
判

然
）
と
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
優
波
尼
沙
土
が

｢

汝
自
身
の
霊
を
知
れ｣

即
ち
言
葉
を
換

え
て
言
え
ば
、
各
自
の
霊
の
中
に
あ
る

こ
ん
一
と
言
う
一
大
原
理
を
了
解
せ
よ

と
言
う
時
に
眼
中
に
置
い
て
い
る
目
的

な
の
で
あ
る
。

我
々
の
利
己
的
衝
動
や
利
己
的
願
望
の

全
て
は
、
自
己
の
霊
の
真
の
直
覚
を
曇

ら
せ
る
。
こ
れ
、
そ
れ
ら
は
他
と
融
合

し
な
い
狭
い
自
我
の
微
候
に
過
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
、
自
己
の
霊
を

意
識
す
る
時
、
我
々
は
己
が
我
を
超
越

し
、
且
つ
他
と
融
合
せ
ぬ
狭
い
自
我
よ

り
も
万
物
と
一
層
深
い
親
緣
関
係
に
あ

る
内
部
の
存
在
、
即
ち
真
の
自
我
を
発

見
す
る
。

子
供
ら
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
個
々
の

文
字
を
習
い
始
め
る
時
、
そ
れ
に
何
の

喜
び
も
感
じ
な
い
。
そ
れ
は
、
深
業
の

真
の
目
的
を
見
落
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
実
際
、
文
字
が
我
々
の
注
意
を

唯
々
文
字
自
身
に
、
従
っ
て
孤
立
的
と

し
て
見
る
こ
と
に
要
求
す
る
間
は
、
文

字
は
我
々
を
疲
労
さ
せ
る
の
が
関
の
山

で
あ
る
。
文
字
が
結
合
さ
れ
て
語
と
な

り
、
文
と
な
り
、
そ
し
て
一
つ
の
思
想

を
伝
え
て
始
め
て
文
字
は
我
々
に
取
り

歓
喜
の
源
と
な
る
。

同
様
に
、
我
々
の
霊
が
引
き
放
さ
れ

て
自
我
の
狭
い
限
界
な
い
に
幽
閉
さ
れ

る
時
に
は
、
我
々
の
霊
は
霊
た
る
意
義

を
失
う
の
で
あ
る
。
何
故
か
な
ら
、
霊

の
眞
の
本
質
は
こ
ん
一
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
霊
は
唯
、
霊
自
体
を
他
に
結
合

せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
霊
の
真

理
を
見
出
し
得
る
。
そ
し
て
唯
そ
の
時

に
の
み
、
霊
は
霊
の
歓
喜
を
持
つ
の
で

あ
る
。
自
然
界
に
於
け
る
一
律
の
法
則

を
発
見
す
る
ま
で
は
、
人
は
心
を
悩
ま

さ
れ
、
恐
怖
の
状
態
で
生
き
て
行
き
、

自
然
界
を
を
敵
視
し
た
の
で
あ
る
。
人

間
が
発
見
し
た
こ
の
法
則
は
、
人
間
の

霊
な
る
理
性
と
自
然
界
の
働
き
と
の
間

に
拡
が
っ
て
い
る
調
和
の
知
覚
に
過
ぎ

な
い
。
こ
れ
は
、
依
っ
て
以
て
人
間
が

そ
の
住
め
る
自
然
界
と
の
関
係
付
け
ら

れ
る
結
合
の
絆
で
あ
る
。
人
間
が
こ
れ

を
見
出
す
時
、
自
分
自
身
が
環
境
の
裡

に
在
る
こ
と
を
了
解
す
る
が
故
に
、
無

上
の
歓
喜
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
何
事

で
も
了
解
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
そ
の

中
に
我
々
自
身
の
も
の
で
あ
る
何
物
か

を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ

れ
は
己
が
外
に
在
る
我
々
自
身
を
発
見

し
て
喜
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
了
解
と

言
う
関
係
は
部
分
的
で
あ
る
が
、
愛
と

言
う
関
係
は
完
全
で
あ
る
。
愛
に
於
い

て
は
、
差
別
観
念
は
抹
殺
さ
れ
、
人
間

の
霊
は
そ
の
目
的
を
完
全
な
形
で
達
し

て
、
そ
れ
自
身
の
限
界
を
超
え
、
無
限

界
の
門
を
跨
ぐ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

愛
は
人
間
が
得
る
こ
と
の
出
来
る
最
高

の
幸
福
で
あ
る
。
こ
れ
、
唯
、
愛
を
通

じ
て
の
み
人
間
は
真
に
自
分
が
自
分
自
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身
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
万
物
と

一
な
る
こ
と
を
知
る
が
故
で
あ
る
。

人
間
が
そ
の
れ
い
の
裡
に
持
っ
て
い
る

コ
ン
一
と
言
う
こ
の
原
理
は
、
常
に
活

動
し
て
、
文
学
、
芸
術
、
科
学
、
社
会
、

治
国
策
、
宗
教
を
通
じ
、
遠
く
、
広
く

関
係
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
印
度
の

偉
大
な
る
啓
示
者
と
は
、
人
類
愛
の
為

に
自
我
を
棄
却
し
、
霊
の
真
の
意
味
を

明
ら
か
な
ら
し
め
る
人
を
言
う
の
で
あ

る
。
彼
等
は
そ
の
愛
の
奉
仕
に
於
い
て
、

誹
謗
や
迫
害
、
剥
奪
や
死
に
直
面
す
る
。

彼
等
は
我(

が)

の
生
活
で
な
く
て
、
霊

の
生
活
を
送
り
、
か
く
て
人
類
の
究
極

の
真
理
を
我
々
に
身
を
以
て
示
し
て
呉

れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
等

を
マ
ハ
ト
マ
ー
、
即
ち
偉
大
な
る
霊
の

人
々
と
呼
ぶ
。

優
波
尼
沙
土
の
教
え
の
一
つ
に
曰
く

し
き
為
な
ら
で
、
汝
自
ら
の
霊
が
欲
し

け
れ
ば
な
り｣

と
。
こ
の
意
味
は
、
我

*45

々
が
何
人
を
愛
し
よ
う
と
も
、
そ
の
人

の
中
に
最
高
の
意
味
の
於
け
る
我
々
自

身
の
霊
を
見
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
生
ジ
ョ
ン
の
究
極
の
真
理
は
こ

の
点
に
存
す
る
。
パ
ラ
マ
ー
ト
マ
ー

、
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即
ち｢

最
高
の
霊｣

は
余
の
子
に
存
す
る

の
み
な
ら
ず
、
余
に
も
存
す
る
。
そ
し

て
余
の
子
に
対
す
る
歓
び
は
、
こ
の
真

理
の
明
察
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
愛
人

の
哀
歓
」
は
と
っ
て
も
っ
て
我
々
の
哀

歓
で
あ
る
と
言
う
こ
と
、
否
、
そ
れ
以

上
な
り
と
言
う
こ
と
は
全
く
平
凡
な
事

実
と
な
っ
て
い
る
が
、
考
え
て
見
る
と

不
思
議
で
あ
る
。
何
故
か
。
我
々
が
愛

す
る
者
と
合
一
し
て
、
そ
の
人
の
霊
の

中
に
浸
り
込
ん
だ
だ
け
、
そ
れ
だ
け
我

々
が
偉
く
な
っ
た
為
で
あ
り
、
全
宇
宙

を
包
含
す
る
偉
大
な
真
理
に
触
れ
た
が

為
で
あ
る
。

自
分
の
子
や
、
友
人
や
、
そ
の
他
の
愛

人
に
対
す
る
我
々
の
愛
は
、
我
々
が
更

に
進
ん
で
自
ら
の
霊
を
明
察
す
る
こ
と

を
阻
止
す
る
こ
と
屡
々
で
あ
る
。
こ
の

愛
も
、
疑
い
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識

の
領
域
を
拡
げ
る
け
れ
ど
も
、
意
識
の

最
も
自
由
な
拡
張
を
制
限
す
る
。
然
し

乍
ら
、
こ
の
愛
は
コ
ン
一
を
知
る
第
一

歩
で
あ
り
、
明
察
に
付
随
す
る
不
思
議

の
全
て
は
こ
の
第
一
歩
そ
の
も
の
の
中

に
存
す
る
。
こ
の
愛
は
我
々
の
霊
の
真

の
性
質
を
示
し
て
呉
れ
る
。
確
か
に
、

こ
の
愛
は
、
利
己
的
我
を
捨
て
て
他
と

融
合
す
る
こ
と
に
我
々
の
最
高
の
歓
喜

が
存
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

我
々
が
愛
の
周
囲
に
置
く
制
限
に
ひ
れ

い
し
て
、
愛
は
我
々
に
新
し
い
精
神
の

力
や
洞
察
や
微
を
与
え
て
呉
れ
る
。
然

し
、
此
等
の
制
限
が
屈
伸
性
を
失
い
、

結
局
、
愛
の
精
神
と
戦
う
な
ら
ば
、
此

等
の
も
の
を
与
え
て
く
れ
な
く
な
る
。

そ
の
時
、
友
情
は
排
他
的
と
な
り
、
家

族
は
利
己
的
と
な
り
、
客
扱
い
が
悪
く

な
る
。
国
家
は
偏
狭
と
な
り
、
他
の
種

族
に
対
し
侵
略
的
に
敵
対
す
る
よ
う
に

な
る
。
丁
度､

目
貼
り
し
た
囲
い
の
中
に
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燃
ゆ
る
火
を
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、

有
毒
瓦
斯
が
た
ま
っ
て
火
焔
を
消
す
ま

で
は
、
輝
し
く
光
る
の
で
あ
る
。
。
然

し
、
こ
の
愛
は
滅
び
る
に
先
立
ち
、
深

一
を
知
る
第
一
歩
な
り
と
の
真
理
を
実

証
し
、
且
つ
、
盲
目
で
、
空
虚
で
、
冷

た
い
闇
の
把
握
か
ら
免
れ
る
喜
び
を
知

ら
し
て
呉
れ
た
。

優
波
尼
沙
土
に
依
れ
ば
、
宇
宙
意
識
、

即
ち
神
意
識
の
鍵
は
人
間
の
霊
意
識
に

在
る
。
自
我
か
ら
離
れ
た
我
々
の
霊
を

知
る
こ
と
は
、
最
高
の
解
脱
実
現
に
む

か
う
第
一
歩
で
あ
る
。
我
々
は
本
来
霊

な
り
と
言
う
こ
と
を
絶
対
的
確
実
さ
を

以
て
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
偽
り
の
自

我
を
支
配
す
る
こ
と
よ
り
、
即
ち
自
我

の
傲
慢
、
貪
欲
、
心
配
に
超
越
す
る
こ

と
に
よ
り
、
又
、
物
質
的
損
失
や
肉
体

的
死
は
我
々
の
霊
の
真
理
や
我
々
の
霊

の
偉
大
さ
～
何
物
も
取
り
去
り
得
ぬ
と

言
う
こ
と
を
知
る
こ
と
に
依
っ
て
、
我

々
は
本
来
霊
な
り
と
知
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
ひ
よ
こ
は
卵
の
自
己
中

心
的
孤
立
か
ら
破
り
出
る
時
に
、
そ
れ

ま
で
自
分
を
包
ん
で
い
た
固
い
殻
は
、

本
当
は
自
分
の
生
命
の
一
部
で
な
い
と

言
う
こ
と
を
知
る
。
そ
の
殻
は
死
物
で

あ
り
、
成
長
も
せ
ず
、
殻
の
外
の
広
い

彼
方
の
世
界
に
就
い
て
は
何
等
の
へ
い

見
を
も
与
え
な
い
の
で
あ
る
。
ど
ん
な

に
気
持
ち
よ
く
完
全
に
円
く
な
っ
て
い

よ
う
と
も
、
そ
れ
は､

一
撃
を
与
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
し､

打
ち
破
ら
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
光
と
空
気
と
の
自
由
が
得
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
ぬ
そ
し
て
鳥
の
生
命
の

完
全
な
目
的
は
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）
で
、
鳥
と

は｢

二
度
産
ま
れ
た
も
の｣

と
呼
ば
れ
る
。

少
な
く
と
も
、
十
二
年
の
期
間
、
自
制

と
高
尚
な
思
索
と
の
訓
練
の
儀
式
を
経

来
り
し
人
、
即
ち
欲
望
が
単
純
に
な
り
、

心
が
純
潔
に
な
り
、
又
、
精
神
の
私
心

な
き
広
さ
を
以
て
人
生
の
凡
ゆ
る
責
任

を
取
ろ
う
と
覚
悟
し
て
、
難
行
苦
行
の

生
活
か
ら
出
て
来
た
人
も
二
度
産
ま
れ

た
も
の
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
人
は
自
我

と
言
う
盲
目
の
包
被
物
殻
で
て
、
霊
生

活
の
自
由
へ
の
再
生
し
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
周
囲
と
の
生
き

た
関
係
を
保
つ
様
に
な
っ
た
と
と
も
、

新
羅
万
障
と
一
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

印
度
の
指
導
者
達
は
、
否
定
の
空
漠
た

る
空
（
く
う
）
に
到
る
の
み
な
る
世
界

及
び
自
我
の
否
定
を
説
教
し
た
の
だ
と

言
う
考
え
の
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
私

は
既
に
一
章
に
既
に
読
者
に
報
告
し
た
。

そ
し
て
今
一
度
報
告
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
ら
等
の
目
的
と
す
る
所
は
霊
の
了
解

で
あ
っ
た
。
即
ち
換
言
す
れ
ば
、
完
全

の
真
理
に
浸
っ
て
世
界
を
売
得
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
が｢

幸
福
（
さ
い

わ
い
）
な
る
か
な
、
柔
和
な
る
者
。
そ

の
人
は
地
を
嗣
が
ん｣

と
言
っ
た
い
も
は

こ
の
事
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
は
、
人

間
が
自
我
の
傲
慢
か
ら
逃
れ
る
と
時
、

即
ち
、
人
間
が
柔
和
に
な
る
時
に
は
、

本
当
に
世
界
を
所
有
す
る
と
言
う
真
理

を
公
言
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
言

う
と
、
人
間
は
世
界
に
於
け
る
自
分
の

位
置
に
握
捉
と
し
て
入
っ
て
行
く
要
は

な
い
。
位
置
は
人
間
の
不
滅
の
霊
の
権
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力
に
よ
っ
て
到
る
所
に
、
彼
の
た
め
に

確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
宇
宙
及
び
宇

宙
神
と
の
結
合
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
霊
の
本
来
の
作
用
を
ば
自

我
の
傲
慢
は
妨
げ
る
の
で
あ
る
。

仏
陀
は
、
善
人
・
シ
ム
人

に
対
す
る
説

*48

教
に
於
い
て｢

シ
ム
人
よ
・
ま
こ
と
余
は

活
動
を
非
難
す
る
。
然
り
乍
ら
、
言
葉

や
思
想
や
行
に
於
け
る
悪
を
将
来
す
る

活
動
の
み
を
非
難
す
る
。
シ
ム
人
よ
、

ま
こ
と
余
は
絶
滅
を
説
く
。
然
り
乍
ら
、

傲
慢
・
煩
悩
・
悪
意
・
無
明
の
絶
滅
を

説
く
の
で
、
寛
怒
・
慈
悲
・
真
理
の
絶

滅
は
説
か
ぬ
の
だ
。｣

と
言
う
て
い
る
。

仏
陀
の
説
く
解
脱
の
教
え
は
、
無
明

（
ア
ブ
ィ
デ
ィ
ア
ー
）
の
奴
隷
た
る
こ

と
か
ら
の
釈
放
で
あ
っ
た
。
無
明
と
は
、

我
々
の
意
識
を
暗
く
し
、
且
つ
そ
れ
を

私
的
自
我
の
境
界
内
に
閉
じ
込
め
る
傾

き
の
あ
る
無
知
を
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
我
の
頑
固
な
分
離
を
生
じ
、
か
く
し

て
私
利
つ
い
き
ゅ
う
に
付
帯
す
る
傲
慢

・
貪
欲
・
残
酷
の
源
と
な
る
の
は
こ
の

無
明
、
こ
の
意
識
の
制
限
で
あ
る
。
人

は
眠
る
と
肉
体
的
生
命
の
狭
い
活
動
の

裡
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
そ
の
人
間
は

生
き
る
も
、
四
囲
に
対
す
る
自
己
の
生

命
の
様
々
な
関
係
を
知
ら
な
い
。
故
に

そ
の
人
間
は
自
分
自
身
を
知
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
そ
の
様
に
、
人
間
が
無
明
の
生

活
を
送
る
時
、
人
間
は
自
己
自
身
の
我

が
裡
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
霊

の
睡
眠
で
あ
る
。
そ
の
意
識
は
己
を
取

り
囲
ん
で
い
る
最
高
の
実
体
を
十
分
に

は
知
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
彼
は
自
分

自
身
の
霊
の
実
体
を
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

彼
が
菩
提
（
ボ
ド
ヒ
イ
）

を
、
即
ち
自

*50

我
の
眠
り
か
ら
覚
め
て
意
識
の
完
全
を

達
す
る
時
、
仏
陀
、
即
ち
覚
者
と
な
る
。

ベ
ン
ガ
ル
川
の
一
村
に
お
い
て､

私
は
、

或
宗
派
の
二
人
の
禁
欲
主
義
者
に
逢
っ

た
。｢

あ
な
た
方
の
宗
教
の
他
と
異
な
っ

て
い
る
特
徴
は
ど
こ
か
分
か
っ
て
い
ま

す
か｣

と
私
は
尋
ね
て
み
た
。
一
人
は
暫

く
し
逡
巡
し
て
後
、｢

そ
れ
に
定
義
を
く

だ
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
。｣

と
答

え
た
。
今
一
人
は｢

い
や
、
も
こ
と
に
そ

れ
は
単
純
な
こ
と
で
す
。
宗
教
上
の
師

匠
の
指
導
を
受
け
て
、
我
に
は
自
分
自

身
の
霊
を
真
っ
先
に
知
ら
せ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
我
々
が
そ
れ
を
知

っ
た
時
に
、
自
分
の
り
に
裡
に
最
高
の

霊
な
る
者
を
見
出
し
得
る
の
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。｣

と
答
え
た
。｢
そ
れ
な
ら

ば
、
何
故
に
世
界
全
人
類
に
あ
な
た
方

の
教
え
を
説
か
な
い
の
か｣

と
私
は
尋
ね

た
。｢

渇
を
感
ず
る
人
は
誰
で
も
自
分
か

ら
河
へ
走
る
で
し
ょ
う
。｣

と
答
え
た
。

｢

然
し
、
左
様
に
仰
言
る
に
は
迎
言
る
が
、

実
際
左
様
で
す
か
。
即
ち
、
彼
等
は
来

つ
々
あ
り
ま
す
か
。｣

す
る
と
そ
の
人
は

静
か
に
微
笑
み
、
そ
し
て
、
焦
慮
や
心

配
の
気
色
は
な
く
も
な
く
確
信
を
以
て
、

｢

彼
等
は
来
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
皆

が
皆
。｣

と
言
っ
た
。
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ま
こ
と
、
こ
の
ベ
ン
ガ
ル
の
田
舎
の
質

樸
な
禁
欲
主
義
者
の
言
は
正
し
い
。
衣
食

よ
り
大
切
な
必
要
物
を
満
た
す
為
に
人
間

は
実
際
、
外
に
出
て
居
る
。
人
間
は
自
分

自
身
を
見
出
為
に
外
に
出
て
い
る
。
人
間

の
歴
史
は
、
人
間
の
不
滅
の
自
我
、
即
ち

霊
を
求
め
て
未
知
の
世
界
へ
と
の
旅
の
歴

史
な
の
で
あ
る
。
帝
国
（
く
に
）
の
興
亡

を
経
、
巨
大
な
冨
の
山
を
築
き
上
げ
、
そ

れ
を
無
残
に
埃
り
の
上
に
投
げ
棄
て
る
こ

と
を
経
、
人
間
の
夢
想
と
憧
れ
に
形
を
与

え
る
シ
ン
ボ
ル
の
多
く
の
群
れ
を
創
造
し
、

そ
れ
を
過
去
に
帰
し
た
幼
年
期
の
玩
具
の

如
く
に
捨
て
去
る
こ
と
を
経
、
造
化
の
不

思
議
を
開
く
魔
法
の
鍵
を
鍛
え
る
こ
と
を

経
、
こ
の
幾
時
代
か
の
労
働
を
捨
て
ゝ
、

何
か
新
し
い
形
を
造
り
上
げ
る
た
め
に
工

場
に
も
ど
る
こ
と
を
経
、
ま
こ
と
す
べ
て

を
そ
れ
を
経
て
、
霊
の
完
全
な
実
現
に
向

か
っ
て
人
間
は
時
代
か
ら
じ
だ
い
へ
と
行

進
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
霊
は
、
人

間
が
積
む
物
よ
り
も
偉
大
で
あ
り
、
人
間

が
成
就
せ
る
功
績
よ
り
も
、
人
間
が
築
く

学
説
よ
り
も
偉
大
な
霊
な
の
で
あ
る
。
そ

の
向
上
の
途
は
、
死
即
ち
分
解
に
よ
っ
て

あ
た
か
も
妨
げ
ら
れ
ぬ
霊
な
の
で
あ
る
。

人
間
の
誤
り
と
失
敗
と
は
決
し
て
軽
ん
じ

よ
き
も
の
即
ち
小
な
る
物
で
は
な
い
。
そ

れ
は
巨
大
な
る
廃
墟
を
人
間
の
道
に
振
り

撒
く
。
人
間
の
苦
し
み
は
巨
大
な
る
子
を

産
む
為
の
陣
痛
の

様
に
大
き
か
っ
た
。
そ
の
苦
し
み
は
、

範
囲
が
無
限
で
或
る
実
現
の
序
曲
で
あ
る
。

人
間
は
様
々
の
方
法
で
、
殉
難
を
経
て
来

た
し
、
今
も
尚
経
つ
ゝ
あ
る
。
そ
し
て
、

人
間
の
作
っ
た
制
度
は
、
人
間
が
日
々
質

に
於
い
て
驚
く
べ
く
、
量
に
於
い
て
素
晴

ら
し
い
生
け
贄
を
持
っ
て
行
く
、
い
は
ば

人
間
が
建
て
た
祭
壇
で
あ
る
。
若
し
、
終

始
人
間
が
自
己
の
裡
な
る
霊
の
最
深
の
歓

喜
を
感
じ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
全
く
此
等

の
苦
し
み
、
殉
難
、
犠
牲
等
は
絶
対
に
無

意
味
で
あ
り
、
我
慢
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
最
深
の
歓
喜
は
苦
に
よ
っ
て

霊
の
神
々
し
い
力
を
試
し
て
呉
れ
る
。
又

そ
の
歓
喜
が
自
己
放
棄
を
せ
し
め
る
。
そ

の
自
己
放
棄
に
よ
っ
て
霊
の
無
尽
の
冨
を

証
明
し
て
呉
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
、

彼
等
巡
礼
は
、
皆
が
皆
、
来
つ
つ
あ
る
。

即
ち
世
界
の
真
の
所
有
に
向
か
っ
て
来
つ

つ
あ
る
。
彼
等
は
常
に
そ
の
意
識
を
拡
げ

｢

全
て
の
も
の
を
包
含
せ
る｣

一
中
心
真
理

に
益
々
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。

人
間
が
真
に
自
分
の
霊
を
意
識
す
る

よ
う
に
な
る
迄
は
、
人
間
の
貧
乏
は
底

知
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
願
望

は
終
わ
り
が
な
い
。
そ
の
時
迄
世
界
は

人
間
に
と
っ
て
絶
え
ず
流
動
の
状
態
に
、

即
ち
絶
え
ず
変
転
の
状
態
に
在
る
。
自

分
の
霊
を
悟
っ
た
人
に
と
っ
て
は
、
宇

宙
の
明
確
な
中
心
が
あ
る
。
そ
の
中
心

の
周
囲
に
、
凡
て
の
他
の
も
の
が
そ
の

適
当
な
位
置
を
見
出
し
得
る
し
、
又
そ

の
中
心
か
ら
の
み
調
和
せ
る
生
活
の
幸

福
を
引
き
出
し
、
且
つ
楽
し
み
得
る
の

で
あ
る
。

そ
の
分
子
が
熱
の
膨
張
力
に
よ
っ
て
遠

く
離
れ
て
散
ら
ば
っ
て
行
く
雲
霧
の
状

態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
時
代
、
未
だ
そ
の

形
の
明
確
さ
に
到
達
し
な
い
で
、
又
、

美
し
さ
も
、
目
的
も
な
く
、
た
だ
熱
と

運
動
と
が
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
時
代
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が
、
嘗
て
地
球
に
は
あ
っ
た
。
中
心
の

支
配
下
に
凡
て
の
さ
迷
え
る
物
質
を
も

た
ら
さ
ん
と
努
め
た
力
に
よ
っ
て
地
球

の
水
蒸
気
が
凝
縮
し
て
統
一
さ
れ
、
円

く
さ
れ
て
一
完
体
と
な
っ
た
時
に
、
地

球
は
序
々
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
飾
り
の

緑
玉
の
垂
下
装
飾
物
の
様
に
、
太
陽
系

の
遊
星
の
間
に
適
当
な
位
置
を
占
め
た

の
で
あ
る
。

我
々
の
霊
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
。

盲
目
的
衝
動
と
欲
望
の
熱
と
運
動
と
が
、

四
方
八
方
か
ら
我
々
の
霊
の
注
意
を
は

ぐ
ら
か
す
時
に
は
、
ま
こ
と
に
我
々
は

何
等
尊
い
も
の
を
与
え
る
こ
と
も
出
来

ね
ば
、
受
け
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
然

し
、
自
制
の
力
に
よ
り
、
即
ち
凡
て
の

戦
う
要
素
を
調
和
し
、
ま
ち
ま
ち
に
離

れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
要
素
を
統
一
す
る

力
に
よ
っ
て
、
我
々
の
霊
の
中
に
己
が

中
心
を
見
出
す
と
き
、
そ
の
時
に
は
、

我
々
の
孤
立
せ
る
印
象
も
絡
め
ら
れ
て

一
つ
の
知
恵
に
な
る
。
そ
し
て
我
々
の

心
の
瞬
間
的
衝
動
は
愛
に
於
い
て
完
成

す
る
。
そ
の
時
に
は
、
我
々
の
生
活
の

凡
て
の
詳
細
な
る
細
目
は
無
限
の
目
的

を
現
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
凡
て
の
我

々
の
思
想
と
行
動
と
は
内
的
に
調
和
し

て
離
れ
難
い
よ
う
に
結
合
す
る
。

優
波
尼
沙
土
は
強
調
し
て
曰
く｢

汝
一

を
、
即
ち
霊
を
知
れ
。

そ
は
不
滅
の
存

*53

在
に

到
る
橋
な
り｣

と
。

*54
こ
れ
が
人
間
の
究
極
の
目
的
で
あ

る
。
即
ち
人
間
の
裡
に
在
る
一
な
る
も

の
を
見
出
す
と
言
う
こ
と
が
。
そ
の
一

な
る
も
の
は
人
間
の
真
理
で
あ
り
、
霊

で
あ
り
、
霊
的
生
活
即
ち
天
国
に
入
る

門
を
開
く
鍵
で
あ
る
。
人
間
の
欲
望
は

多
い
。
そ
し
て
欲
望
は
世
界
の
様
々
な

事
物
を
狂
的
に
追
求
し
て
い
る
。
何
故

か
な
ら
ば
、
欲
望
は
こ
の
物
質
の
裡
に

生
命
を
持
ち
、
満
足
を
覚
え
る
か
ら
で

あ
る
。
然
し
、
人
間
の
裡
に
宿
れ
る
一

成
る
も
の
は
、
常
に
コ
ン
一
を
求
め
つ

つ
あ
る
。
即
ち
知
識
に
於
い
て
コ
ン
一
、

愛
に
於
け
る
コ
ン
一
、
意
志
の
目
的
に

於
け
る
コ
ン
一
を
求
め
つ
つ
あ
る
。
そ

の
一
な
る
も
の
の
最
高
の
歓
喜
は
、
そ

れ
が
自
ら
の
永
久
の
コ
ン
一
の
中
に
在

り
て
神
に
達
す
る
時
で
あ
る
。｢

心
静
か

な
る
人
の
み
が
、
た
だ
そ
の
人
の
み
が

永
久
に
続
く
歓
喜
を
達
し
得
る
。
せ
れ

は
、
形
象
の
多
種
多
様
の
中
に
一
つ
の

本
質
を
現
し
て
い
る
神
を
己
が
霊
の
中

に
も
亦
了
解
す
る
こ
と
に
に
よ
っ
て
で

あ
る
。｣

と
言
う
優
波
尼
沙
土
の
言
は

*55

此
処
に
由
来
す
る
。

我
々
の
裡
に
在
る
一
な
る
も
の
は
世

界
の
凡
て
の
多
種
多
様
性
の
間
を
縫
っ

て
万
物
に
宿
れ
る
一
な
る
も
を
了
解
せ

ん
と
し
て
進
ん
で
行
く
。
こ
れ
が
霊
の

本
性
で
あ
り
、
霊
の
歓
喜
で
あ
る
。
然

し
、
こ
の
迂
回
す
る
道
に
に
よ
っ
て
は
、

若
し
霊
が
自
ら
求
め
つ
つ
あ
っ
た
も
の

を
一
瞬
時
に
し
て
見
付
け
う
る
様
な
霊
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自
身
の
眼
の
の
光
り
を
持
っ
て
い
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
霊
は
そ
の
目
的
地
に
決

し
て
到
達
し
得
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
自

身
の
霊
に
宿
れ
る
最
高
の
一
な
る
も
の

の
直
感
は
、
何
等
推
論
若
し
く
は
照
明

に
基
礎
を
置
い
て
い
な
い
直
接
の､

即
刻

の
直
感
で
あ
る
。
物
を
部
分
に
細
か
く

割
か
な
い
で
、
全
て
の
部
分
を
一
所
に

集
め
、
我
々
と
一
致
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
我
々
の
眼
は
自
然
的
に
物
を

全
体
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
霊
が
最

高
の
一
と
な
る
も
の
の
中
に
合
一
し
て

浸
れ
る
を
、
自
然
の
ま
ま
に
、
し
か
も

全
体
と
し
て
了
解
す
る
我
々
の
霊
意
識

の
直
感
の
場
合
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ

る
。

｢

宇
宙
の
活
動
の
裡
に
現
れ
る
こ
の
神

は
、
人
間
の
心
の
中
に
最
高
の
霊
と
し

て
常
に
宿
っ
て
い
る
。
そ
の
心
の
即
刻

的
直
感
を
通
じ
て
こ
の
神
を
了
解
す
る

人
々
は
不
滅
を
達
す
る｣

と
優
波
尼
沙

*

土
は
言
う
。

こ
の
神
は
毗
首
羯
磨
（
ビ
ィ
シ
ュ

ブ
ァ
カ
ル
マ
）
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
神

の
自
然
界
に
現
れ
る
外
的
示
現
は
自
然

界
の
多
種
多
様
の
形
や
力
の
中
に
在
る

の
で
あ
る
。
然
し
、
我
々
の
霊
の
裡
に

於
け
る
こ
の
神
の
内
的
示
現
は
学
一
の

状
態
で
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
我

々
が
自
然
界
に
於
け
る
真
理
を
追
究
す

る
に
は
、
そ
れ
故
、
分
析
と
科
学
の
斬

新
的
方
法
と
を
用
ふ
る
。
然
し
我
々
の

霊
の
裡
な
る
真
理
を
我
々
が
了
解
す
る

の
は
即
刻
的
で
あ
り
、
し
か
も
直
接
の

直
感
に
依
っ
て
で
あ
る
。
我
々
は
少
し

ず
つ
獲
得
し
た
知
識
を
継
続
的
に
追
加

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
永
劫
全
部
を
経

る
と
も
最
高
の
霊
を
得
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
何
故
か
な
ら
、
最
高
の
霊
は
一

で
あ
り
、
し
か
も
部
分
か
ら
出
来
て
い

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々

は
唯
々
最
高
の
霊
を
我
々
の
心
の
源
泉

た
る
心
、
我
々
の
霊
の
源
泉
た
る
霊
と

知
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
我
々
は
唯
、

最
高
の
霊
を
我
々
が
己
が
我
を
捨
て
て

そ
れ
と
面
接
し
て
立
つ
時
に
感
じ
る
愛

と
歓
喜
と
の
裡
に
感
じ
る
の
み
で
あ
る
。

嘗
て
人
間
の
心
か
ら
生
じ
た
最
深
の
、

且
つ
最
も
真
剣
な
祈
り
は
、
古
語
で｢

お

ゝ
自
己
を
啓
示
す
る
も
の
よ
、
私
に
汝

を
現
せ
。｣
と
言
わ
れ
て
来
た
裳
の
で

*58

あ
る
。
我
々
が
み
じ
め
な
所
以
は
、
我

々
が
自
我
―
譲
歩
せ
ざ
る
利
己
的
の
自

我
、
愛
の
光
を
か
け
て
も
そ
れ
自
身
暗

黒
で
反
射
し
な
い
自
我
、
神
が
見
え
な

い
自
我
の
奴
隷
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

荒
れ
我
の
自
我
は
自
ら
の
不
調
和
な
、

ご
う
ご
う
た
る
要
求
で
喧
し
い
。
―
そ

れ
は
神
の
奏
で
る
音
楽
に
伴
わ
れ
て
、

そ
の
イ
ト
が
震
え
る
調
子
の
取
れ
た
竪

琴
で
は
な
い
。
不
満
か
ら
来
る
吐
息
、

失
敗
か
ら
来
る
疲
労
、
過
去
に
対
す
る

甲
変
な
き
後
悔
、
未
来
に
対
す
る
不
安

が
我
々
の
浅
い
心
を
悩
ま
し
て
い
る
。

そ
れ
は
我
々
が
自
身
の
霊
を
見
付
け
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
自
己
を
啓
示
す
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る
霊
が
我
々
の
霊
に
示
さ
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
神
へ
の
許
へ
の

訴
え
、｢
お
ゝ
、
汝
、
我
々
を
し
て
畏
敬

せ
し
む
る
も
の
よ
、
汝
の
恵
み
の
微
笑

み
で
永
久
に
救
っ
て
呉
れ
よ｣

は
此
処

*59

に
由
来
す
る
。
こ
の
自
己
満
足
、
こ
の

飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
貪
欲
、
こ
の
所
有

の
誇
り
、
こ
の
心
の
傲
慢
な
る
阻
害
は
、

息
を
つ
ま
ら
せ
る
如
き
屍
体
の
屍
衣
で

あ
る
。｢

魯
達
羅
神
よ

｣

お
ゝ
、
汝
畏
敬

*60

せ
し
む
る
も
の
よ
、
こ
の
暗
い
覆
い
を

二
つ
に
引
き
裂
け
、
そ
し
て
汝
の
恵
み

の
微
笑
み
の
救
済
の
光
を
し
て
、
こ
の

暗
黒
の
夜
を
貫
き
か
し
め
、
私
の
霊
を

目
覚
め
し
め
よ
。｣

｢

実
在
せ
ざ
る
も
の
よ
り
実
在
へ
私
を

導
き
給
え
。
自
我
の
闇
か
ら
霊
の
光
明

へ
、
自
我
の
死
か
ら
霊
の
不
滅
へ
私
を

導
き
給
え
。｣

然
し
、
こ
の
一
つ
の
祈

*61

り
を
ど
う
言
う
風
に
し
て
聞
き
届
け
て

も
ら
ふ
こ
と
が
出
来
る
か
。
何
故
か
な

れ
ば
、
真
理
と
虚
偽
と
の
間
の
距
離
は

無
限
で
あ
り
、
死
と
不
死
と
の
間
の
距

離
も
無
限
で
あ
る
か
ら
だ
。
然
し
こ
の

測
る
べ
か
ら
ざ
る
隙
は
、
自
己
を
示
現

す
る
も
の
が
人
間
の
霊
の
中
に
自
己
を

示
現
す
る
や
一
瞬
に
し
て
架
橋
さ
れ
る
。

有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の
と
が

相
会
す
る
地
点
が
そ
こ
に
在
る
故
に
、

奇
跡
が
突
如
と
し
て
其
処
に
生
ず
る
の

で
あ
る
。｢

父
な
る
神
よ
、
私
の
罪
の
全

て
を
完
全
に
祓
い
浄
め
給
へ
。｣

罪
に

*62

於
い
て
人
間
は
、
自
己
の
裡
な
る
有
限

な
る
も
の
に
味
方
し
無
限
な
る
も
の
に

敵
対
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き

は
、
人
間
の
我
（
が
）
に
よ
る
人
間
の

霊
の
破
壊
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が

一
部
を
得
ん
が
た
め
に
人
間
の
全
部
を

賭
け
る
、
危
険
に
も
実
に
由
々
し
い
負

け
勝
負
で
あ
る
。
罪
は
真
理
を
暗
く
す

る
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
意
識
の
純
潔

を
汚
す
も
の
で
あ
る
。
罪
に
於
い
て
、

我
々
は
快
楽
が
真
に
望
ま
し
い
も
の
と

言
う
た
め
で
な
く
て
、
我
々
の
熱
望
の

赤
い
光
り
が
望
ま
し
い
も
の
と
見
せ
る

が
故
に
快
楽
を
欲
求
し
、
事
物
が
本
来

偉
大
な
る
が
為
で
な
く
て
、
我
々
の
貪

欲
が
そ
れ
を
過
大
視
し
、
且
つ
偉
大
な

る
如
く
見
せ
る
が
故
に
事
物
を
渇
望
す

る
。
こ
れ
ら
の
過
大
視
、
こ
れ
ら
の
事

物
の
比
例
の
誤
魔
化
し
は
、
一
歩
毎
に

我
々
の
人
生
の
調
和
を
破
る
。
我
々
は

価
値
の
真
の
標
準
を
失
ひ
、
人
生
の
お

互
い
に
争
う
様
々
の
関
心
の
誤
れ
る
要

求
に
よ
り
気
を
乱
さ
れ
る
。
人
間
を
し

て
神
か
ら
の
分
離
の
苦
痛
を
感
ぜ
し
め
、

真
剣
な
祈
り
、｢

お
ゝ
、
神
よ
、
お
ゝ
父

よ
、
我
々
の
罪
の
全
て
を
完
全
に
祓
い

浄
め
給
え｣

を
生
ぜ
し
む
る
の
は
こ
の

63

最
高
の
一
な
る
も
の
の
統
一
と
支
配
と
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の
下
に
人
間
の
天
性
と
要
素
の
全
て
を

も
た
ら
し
損
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
我

々
に
善
な
る
も
の
を
与
え
よ
。

我
々
の

*64

日
々
に
糧
に
な
る
善
を
。
我
々
は
快
楽

に
於
い
て
は
自
己
自
身
に
閉
じ
込
め
ら

れ､

善
に
於
い
て
は
釈
放
さ
れ
、
且
つ
凡

て
の
人
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
母
の

子
宮
に
於
い
て
子
は
そ
の
生
命
を
母
の

よ
り
大
な
る
生
命
と
統
合
さ
せ
て
栄
養

を
得
る
如
く
、
我
々
の
霊
は
徳
に
よ
っ

て
の
み
養
わ
れ
る
。
そ
の
徳
は
我
々
が

囲
ま
れ
て
居
り
、
養
わ
れ
て
い
る
無
限

者
と
の
霊
の
内
的
血
族
関
係
の
認
識
で

あ
り
、
交
通
の
水
路
で
あ
る
。｢

幸
福

（
サ
イ
ワ
ヒ
）
な
る
か
な
、
義
に
餓
え

渇
く
も
の
。
そ
の
人
は
飽
く
こ
と
を
得

ん
。｣

と
言
わ
れ
る
の
は
此
処
に
由
来
す

る
。
何
故
か
な
れ
ば
、
正
義
は
霊
の
神

聖
な
食
物
で
あ
り
、
正
義
以
外
の
何
物

も
人
を
満
た
さ
ず
、
無
限
者
の
生
活
を

送
ら
し
め
ず
、
永
久
な
る
も
の
へ
の
人

の
成
長
を
助
け
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
。｢

我
々
は
我
々
の
人
生
の
享
楽
が
生

来
す
る
汝
に
挨
拶
す
る
。
我
々
は
又
、

我
々
の
霊
の
徳
が
生
来
す
る
汝
に
挨
拶

す
る
。
我
々
は
善
で
あ
り
、
最
高
の
徳

で
あ
る
汝
に
挨
拶
す
る
。｣

汝
の
中
に
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て
我
々
は
万
物
と
結
合
す
る
。
即
ち
我

々
は
平
和
と
調
和
と
の
状
態
に
在
り
、

善
と
愛
と
の
状
態
に
在
る
。

人
間
の
要
求
は
、
自
ら
を
完
全
無

欠
に
表
現
し
得
ん
こ
と
で
あ
る
。
自
己

表
現
へ
の
こ
の
願
い
が
人
間
を
し
て
冨

や
力
を
求
め
る
。
然
し
、
人
間
は
、
蓄

積
は
自
己
表
現
に
非
ざ
る
こ
と
を
発
見

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
を
示
現
す
る

も
の
は
外
物
で
は
な
く
て
、
心
眼
で
あ

る
。
こ
の
心
眼
が
開
か
れ
る
と
き
に
は
、

一
瞬
時
に
し
て
、
人
間
の
最
高
の
示
現

は
自
己
の
裡
な
る
神
自
身
の
表
現
で
あ

る
こ
と
を
知
る
。
而
し
て
、
人
間
の
要

求
は
自
己
の
裡
な
る
神
の
示
現
た
る
自

己
の
霊
の
示
現
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。

人
間
は
自
分
の
霊
が
、
そ
の
本
質
は
表

現
で
あ
る
ア
ー
ブ
ィ
フ

な
る
無
限
者
の

*67

裡
に
在
る
こ
と
を
了
解
す
る
時
に
完
全

な
人
間
と
な
り
、
最
も
十
分
な
表
現
を

達
す
る
。

人
間
の
真
の
不
幸
は
、
自
分
自
身
の

欲
望
の
真
っ
直
中
に
隠
れ
て
い
て
、
完

全
に
は
出
て
来
な
い
こ
と
、
自
分
を
見

え
な
く
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間

は
自
分
一
個
の
環
境
の
彼
方
に
在
る
自

分
を
感
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
間

の
偉
大
な
る
自
我
、
即
ち
眞
我
は
、
抹

殺
さ
れ
、
人
間
の
眞
姿
は
了
解
さ
れ
な

い
。
人
間
の
全
本
領
か
ら
発
し
て
い
る

祈
り
は
、
そ
れ
故
に｢

示
現
の
霊
な
る
汝

よ
、
私
の
裡
に
汝
を
示
現
せ
よ｣

で
あ

*68

る
。
人
間
の
自
我
の
完
全
な
表
現
に
対

す
る
渇
望
は
、
肉
体
の
糧
に
対
す
る
餓

え
や
渇
よ
り
も
、
冨
や
栄
養
に
対
す
る
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熱
望
よ
り
も
一
層
深
く
人
間
に
固
有
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
祈
り
は
単
に
、
単

独
に
人
間
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
万
物
の
奥
底
に
在
る
。

そ
れ
は
、
人
間
の
裡
に
於
け
る
表
現
神

（
ア
ー
ブ
ィ
）
の
止
む
な
き
督
促
、
即

ち
永
久
の
表
現
の
霊
の
止
む
な
き
督
促

で
あ
る
。
全
て
の
創
造
の
原
動
力
で
あ

る
。
有
限
な
る
も
の
の
中
の
無
限
な
る

も
の
の
示
現
は
星
の
煌
め
く
天
、
花
の

美
の
中
で
は
、
完
全
な
状
態
で
見
ら
れ

な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
の
霊
の
中
で
見

ら
れ
る
。
何
故
か
な
れ
ば
、
意
思
は
意

思
の
中
に
そ
の
表
現
を
求
め
、
自
由
は

自
己
放
棄
の
自
由
の
の
中
に
４
そ
の
最

高
の
目
的
を
獲
る
様
に
向
か
っ
て
行
く

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
宇
宙
の
偉
大
な
る
王
が

神
威
を
以
て
保
護
し
な
か
っ
た
の
は
人

間
の
自
我
で
あ
る
。
―
彼
は
そ
れ
を
自

由
に
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
が

自
然
と
関
係
す
る
肉
体
的
、
精
神
的
組

織
に
於
い
て
は
、
人
間
は
そ
の
王
の
支

配
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、

人
間
の
自
我
に
於
い
て
は
、
人
間
は
王

の
支
配
を
否
認
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ

る
。
我
々
の
自
我
に
於
い
て
は
、
神
は

入
場
権
を
勝
ち
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
神

は
王
と
し
て
で
な
く
客
と
し
て
来
る
。

そ
れ
故
に
神
は
招
か
れ
る
迄
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
。
人
間
の
自
我
か
ら
神
は
そ

の
要
求
を
引
き
下
げ
た
の
で
あ
る
。
何

故
か
な
ら
ば
、
神
は
我
々
の
愛
を
求
め

に
其
処
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

神
の
武
装
せ
る
力
、
即
ち
自
然
界
の
法

則
は
自
我
の
門
外
に
立
っ
て
い
る
。
そ

し
て
唯
、
神
の
愛
の
先
駆
者
た
る
美
の

み
が
自
我
の
聖
域
に
入
場
を
許
さ
れ
る
。

無
政
府
状
態
が
許
さ
れ
る
の
は
意
志

の
こ
の
領
域
に
於
い
て
の
み
で
あ
る
。

虚
偽
と
不
正
と
の
不
調
和
な
音
楽
が
勢

い
を
逞
し
く
す
る
の
は
、
人
間
の
自
我

に
於
い
て
の
み
で
あ
る
。｢

か
く
の
如
き

純
然
た
る
放
恣
は
神
い
ま
せ
ば
決
し
て

優
勢
た
り
え
ざ
る
べ
し｣

と
苦
痛
の
余
り

叫
ぶ
破
目
に
迄
事
態
は
来
た
り
得
る
。

真
に
神
は
我
々
の
自
我
か
ら
離
れ
て
外

に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
神
の
注

意
深
き
忍
耐
は
涯
し
を
知
ら
ぬ
し
、
又
、

戸
が
神
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
な

ら
ば､

何
故
か
な
ら
ば
、
こ
の
我
々
の
も

の
な
る
自
我
は
、
神
の
力
の
強
制
に
よ

っ
て
で
な
く
、
愛
に
よ
っ
て
霊
で
あ
る

我
々
の
自
我
の
最
高
の
意
義
に
達
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
し
、
か
く
し
て
神
と
自
由
に

結
合
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

霊
が
神
と
一
に
な
っ
た
人
は
人
類
の
最

高
の
花
と
し
て
人
間
の
前
に
現
れ
る
。

そ
う
言
う
人
に
於
い
て
人
間
は
、
実
際

に
人
間
の
真
の
姿
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

何
故
か
な
れ
ば
、
そ
う
言
う
人
に
そ
の

人
の
為
の
神
の
最
も
完
全
な
示
現
と
し

て
の
表
現
神
（
ア
ー
ブ
ィ
フ
）

が
人
間
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の
霊
の
中
で
示
現
さ
れ
る
し
、
最
高
の

意
思
と
我
々
の
意
思
、
我
々
の
愛
と
永

続
す
る
愛
と
の
結
合
を
見
る
か
ら
で
あ
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る
。そ

れ
故
、
印
度
に
於
い
て
は
神
を
真

に
愛
す
る
人
間
は
、
西
洋
に
於
い
て
は

殆
ど
神
聖
を
冒
す
も
の
を
思
わ
れ
る
程

の
尊
敬
を
人
々
か
ら
受
け
る
。
我
々
は

そ
の
人
間
に
神
の
願
望
が
実
現
さ
れ
た

る
を
見
、
神
の
示
現
に
対
す
る
障
碍
中

の
最
た
る
も
の
が
取
除
か
れ
た
る
を
見
、

神
自
身
の
無
上
の
歓
喜
が
人
類
に
十
分

に
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
そ
の
人

間
を
通
じ
て
神
々
し
き
質
樸
で
覆
わ
れ

た
る
人
間
の
全
世
界
を
見
る
。
神
の
愛

で
燃
え
て
い
る

人
間
の
生
命
は
我
々
の
地
上
の
愛
の
全

て
を
燦
然
た
る
も
の
た
ら
し
め
る
。
我

々
の
生
活
の
蜜
接
な
交
わ
り
の
全
て
、

我
々
の
生
活
の
快
苦
の
経
験
の
全
て
は

神
々
し
き
愛
の
こ
の
表
示
の
周
り
に
集

ま
り
、
我
々
が
そ
の
人
間
に
目
撃
す
る

劇
を
形
作
る
。
無
限
の
神
秘
の
接
触
は

下
ら
ぬ
も
の
や
見
慣
れ
た
も
の
を
通
り

過
ぎ
て
、
言
語
に
尽
く
し
難
き
音
楽
を

奏
で
し
め
る
。
来
や
星
や
阿
青
い
丘
は

我
々
に
と
っ
て
言
葉
で
言
い
表
せ
ぬ
意

味
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
神
々
し
い
物
の

シ
ン
ボ
ル
の
様
に
思
わ
れ
る
。
人
間
の

霊
が
自
我
と
言
う
重
い
幕
を
引
き
除
け

る
時
に
、
即
ち
人
間
の
霊
の
面
紗
（
ベ

ー
ル
）
あ
掲
げ
ら
れ
て
人
間
の
霊
が
そ

の
永
久
の
恋
人
、
即
ち
神
と
面
と
向
き

合
っ
て
立
つ
時
に
、
我
々
は
新
世
界
を

創
造
中
の
神
を
見
る
様
に
思
わ
れ
る
。

然
し
、
こ
の
境
地
は
何
か
。
そ
れ
は
、

丁
度
、
そ
の
生
命
や
美
に
様
々
の
変
化

が
あ
り
、
し
か
も
一
に
し
て
全
き
も
の

な
る
春
の
朝
の
如
き
で
あ
る
。
人
間
の

生
活
が
迷
い
か
ら
救
わ
れ
て
、
霊
の
中

に
そ
の
統
一
を
見
出
す
と
神
意
識
は
、

丁
度
、
明
か
り
の
焔
に
対
す
る
関
係
の

如
く
、
直
ち
に
こ
の
統
一
に
直
接
し
、

且
つ
そ
れ
に
自
然
な
る
も
の
と
な
る
。

生
活
の
戦
い
や
生
活
の
矛
盾
の
全
て
は

調
和
さ
れ
る
。
知
恵
、
愛
、
行
為
は
調

和
さ
れ
る
。
快
苦
は
美
と
言
う
点
で
一

に
な
る
。
慰
み
と
自
己
放
棄
と
は
善
に

於
い
て
対
等
と
な
る
。
有
限
と
無
限
と

の
間
隙
は
愛
で
満
た
さ
れ
、
愛
で
溢
れ

て
く
る
。
一
々
の
瞬
間
が
永
遠
な
る
も

の
の
神
託
を
も
た
ら
し
、
定
形
な
き
も

の
が
我
々
に
と
っ
て
花
の
形
を
な
し
、

実
の
形
を
な
し
て
現
れ
る
。
は
て
し
な

き
も
の
が
父
と
し
て
我
々
を
そ
の
腕
に

抱
き
上
げ
、
友
と
し
て
我
々
と
並
ん
で

歩
く
。
そ
の
性
質
上
、
全
て
の
制
限
に

打
ち
勝
ち
、
最
高
の
一
な
る
も
の
と
の

血
縁
関
係
を
見
出
し
得
る
の
は
霊
、
即

ち
人
間
の
裡
な
る
一
な
る
も
の
の
み
で

あ
る
。
我
々
が
未
だ
内
部
の
調
和
や
存

在
の
全
体
性
を
得
ぬ
限
り
は
、
我
々
の

生
活
は
習
慣
の
生
活
の
儘
で
あ
る
。
世

界
は
な
ほ
も
機
械
と
見
ゆ
る
。
必
要
な

場
合
に
は
人
間
に
よ
り
統
御
さ
れ
、
危

害
の
有
る
処
で
は
警
戒
さ
る
べ
く
、
世

界
の
物
質
的
性
質
に
於
い
て
も
、
又
、

そ
の
霊
的
生
活
や
美
に
於
い
て
も
、
両

方
面
一
様
に
我
々
と
十
分
な
同
胞
関
係

に
在
る
と
は
決
し
て
知
ら
れ
な
い
機
械

と
見
ゆ
る
の
で
あ
る
。
」

第
三
章

悪
の
問
題

悪
は
何
故
存
在
し
て
い
る
か
と
言
う
問
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題
は
、
何
故
に
不
完
全
が
存
在
し
て
い

る
か
、
即
ち
換
言
す
れ
ば
何
故
に
苟
も

創
造
が
在
る
か
と
言
う
の
と
同
じ
問
題

と
な
る
。
創
造
が
別
な
風
に
あ
り
得
ぬ

と
言
う
こ
と
、
即
ち
創
造
は
不
完
全
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

斬
新
的
で
な
け
れ

*71

ば
な
ら
ぬ
と
言
う
こ
と
、
且
つ
何
故
に

我
々
如
き
不
完
全
な
も
の
が
あ
る
か
の

問
題
を
尋
ね
る
は
無
益
な
り
と
言
う
こ

と
は
真
実
と
仮
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
し
、
我
々
が
尋
ね
る
べ
き
真
の
問
題

は
、
こ
の
不
完
全
は
究
極
の
真
理
た
る

か
、
悪
は
絶
対
的
で
究
極
的
の
も
の
で

あ
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
河
は
河

の
限
界
、
即
ち
河
の
限
界
を
持
つ
が
河

全
体
が
岸
で
あ
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、

岸
は
河
に
関
す
る
究
極
の
事
実
で
あ
る

の
か
。
岸
と
言
う
言
う
此
等
の
障
碍
は

却
っ
て
、
河
の
水
に
前
進
運
動
を
与
え

な
い
の
か
。
曳
綱
の
趣
意
で
あ
る
の
か
。

曳
綱
は
同
時
に
船
を
前
に
進
め
な
い
の

か
。

世
界
の
流
れ
は
そ
の
限
界
を
持
つ
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
世
界
の
流
れ
は
存
在

し
得
な
い
。
然
し
、
世
界
の
流
れ
の
目

的
は
、
そ
れ
を
抑
止
す
る
限
界
の
裡
に

示
さ
れ
ず
し
て
、
完
全
に
向
か
っ
て
の

運
動
の
裡
に
示
さ
れ
る
。
不
思
議
な
こ

と
は
、
こ
の
世
に
障
碍
や
苦
が
あ
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
法
と
秩
序
、
美
と
歓

喜
、
善
と
愛
が
あ
る
の
が
不
思
議
な
の

だ
。
人
間
が
そ
の
本
質
に
神
を
宿
し
て

い
る
と
の
考
え
を
抱
く
こ
と
は
、
尚
更

ら
不
思
議
で
あ
る
。
人
間
は
不
完
全
と

見
ゆ
る
も
の
は
完
全
な
る
も
の
の
示
現

で
あ
る
と
心
の
奥
底
か
ら
感
じ
て
い
る
。

丁
度
、
音
楽
を
聞
き
分
け
る
能
力
有
る

者
が
、
実
際
は
唯
調
子
の
連
続
に
耳
を

傾
け
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
の
に
、
そ
の
歌

の
完
全
を
了
解
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

人
間
は
一
大
矛
盾
事
を
見
出
し
た
。
そ

れ
は
制
限
さ
れ
る
も
の
は
そ
の
限
界
内

に
幽
閉
さ
れ
な
い
で
、
常
に
動
き
つ
ゝ

あ
り
、
か
く
し
て
毎
瞬
時
、
そ
の
有
限

性
か
ら
蝉
脱
し
つ
つ
あ
る
と
言
う
こ
と

で
あ
る
。

実
際
、
不
完
全
と
言
う
こ
と
は
完
全
の

不
存
在
で
は
な
く､

有
限
は
無
限
と
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
部
分

の
中
に
現
さ
れ
た
完
全
で
あ
り
、
限
界

内
に
現
さ
れ
た
無
限
で
あ
る
。
人
間
の

有
限
性
に
由
来
す
る
感
じ
で
あ
る
苦
痛

は
人
生
の
固
定
物
で
は
な
い
。
苦
痛
は

歓
喜
が
た
だ
そ
れ
の
み
で
目
的
で
あ
る

が
如
く
に
、
た
だ
そ
れ
の
み
で
目
的
で

は
な
い
。
苦
痛
に
あ
え
ば､

苦
痛
は
創
造

の
眞
の
永
続
性
に
与
ら
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
苦
痛
の
此
世
に
あ
る
は
、
誤
謬

の
知
的
生
活
に
於
け
る
如
き
も
の
で
あ

る
。
科
学
の
発
展
史
を
辿
る
こ
と
は
、

科
学
が
色
々
の
時
代
に
流
布
せ
し
め
た

誤
謬
の
迷
路
を
辿
り
行
く
こ
と
で
あ
る
。

然
し
、
科
学
は
誤
び
う
を
普
及
せ
し
む

る
唯
一
の
完
全
な
方
法
で
あ
る
と
は
誰

し
も
事
実
信
じ
な
い
。
真
理
の
斬
新
的

発
見
が
科
学
史
に
に
於
い
て
記
憶
す
べ
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き
重
要
事
で
あ
っ
て
、
科
学
の
無
数
の

誤
び
う
は
記
憶
す
べ
き
重
要
事
で
は
な

い
。
誤
び
う
は
そ
の
性
質
上
停
止
し
て

い
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
真
理
と

共
に
停
止
し
て
い
る
こ
と
も
不
可
能
で

あ
る
。
旅
行
者
の
如
く
、
そ
の
勘
定
が

払
ひ
得
ぬ
や
否
や
、
宿
を
去
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
知
的
誤
び
う
に
於
け
る
如
く
、

そ
の
様
に
何
等
か
他
の
形
の
悪
に
於
い

て
も
、
悪
の
本
質
は
非
永
続
性
で
あ
る
。

毎
瞬
時
、
物
事
の
全
体
性
に
よ
っ
て
悪

は
矯
正
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
局
面
を

変
じ
つ
ゝ
あ
る
。
我
々
は
悪
を
停
止
せ

る
も
の
と
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪

の
重
要
さ
を
誇
張
す
る
の
で
あ
る
。
此

の
地
上
に
、
毎
瞬
時
、
生
起
し
つ
つ
あ

る
死
と
腐
敗
と
の
莫
大
な
総
計
の
統
計

を
蒐
め
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
々
を

愕
然
た
ら
し
む
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
悪

は
常
に
動
き
つ
つ
あ
る
。
悪
は
測
り
知

れ
ぬ
莫
大
さ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
生
命
の

流
れ
を
充
分
に
は
塞
ぎ
得
な
い
。
そ
し

て
我
々
は
大
地
、
水
、
空
気
が
生
け
る

存
在
に
と
っ
て
心
地
好
く
、
清
い
ま
ま

で
い
る
の
を
見
る
。
か
か
る
統
計
の
す

べ
て
は
、
動
い
て
い
る
も
の
を
静
的
に

現
そ
う
と
す
る
企
て
か
ら
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
さ
う
言
う
過
程
に
於
い
て
、
物

事
が
我
々
の
頭
に
実
際
に
は
持
っ
て
い

な
い
意
味
を
持
つ
や
う
に
な
る
。
こ
の

理
由
か
ら
、
職
業
上
、
人
生
の
何
等
か

特
別
の
方
面
に
関
係
し
て
い
る
人
は
、

そ
の
大
き
さ
を
誇
張
し
勝
ち
で
あ
る
。

事
実
を
過
重
視
し
て
、
真
理
の
把
握
を

失
う
の
で
あ
る
。
探
偵
は
犯
罪
を
細
か

く
学
ぶ
機
会
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

全
社
会
組
織
に
於
け
る
犯
罪
の
相
関
的

位
置
に
つ
い
て
の
観
念
を
失
う
。
科
学

が
動
物
界
に
行
わ
れ
て
い
る
生
存
競
争

を
照
明
す
る
た
め
に
事
実
を
蒐
集
す
る

時
、
科
学
は
我
々
の
頭
に
「
噛
ん
だ
り
、

引
っ
掻
い
た
り
し
て
血
で
赤
く
な
っ
て

い
る
自
然
」
の
図
を
掲
げ
る
。
然
し
、

こ
れ
ら
の
心
象
に
於
い
て
、
我
々
は
真

に
果
敢
な
き
形
や
色
に
固
定
性
を
与
え

る
。
そ
れ
は
、
恰
も
我
々
の
肉
体
の
一

平
方
イ
ン
チ
当
た
り
の
空
気
の
重
量
を

測
り
、
我
々
を
押
し
潰
す
様
に
重
い
に

相
違
な
い
と
言
う
こ
と
を
証
明
す
る
如

き
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
重
み
毎
に
調

節
が
あ
り
、
我
々
は
軽
々
と
重
荷
を
負

う
の
で
あ
る
。
自
然
界
に
生
存
競
争
が

あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
お
互
い
の
労
り
合

い
が
あ
る
。
子
供
や
僚
友
に
対
す
る
愛

が
あ
り
、
愛
か
ら
発
す
る
自
己
犠
牲
が

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
愛
は
人
生
に
於
け

る
積
極
的
要
素
で
あ
る
。
若
し
我
々
が

己
の
観
察
の
探
照
灯
を
死
の
事
実
に
の

み
向
け
続
け
る
な
ら
ば
、
世
界
は
大
き

な
埋
骨
新
の
如
く
見
ゆ
る
で
あ
ろ
う
。

然
し
、
生
の
世
界
に
於
い
て
は
、
死
の

思
想
は
我
々
の
頭
を
少
し
も
左
右
し
得

ぬ
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
は
死
が
少
し
も

眼
に
見
え
ぬ
か
ら
で
な
く
、
生
の
消
極

的
方
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
毎
瞬
時
、

眼
瞼
を
閉
じ
る
事
実
が
あ
る
に
拘
わ
ら

ず
、
重
要
な
の
は
眼
を
開
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
と
の
と
同
様
な
こ
と
で
あ
る
。

生
は
全
体
と
し
て
は
死
を
真
面
目
に
と

っ
て
い
な
い
。
生
は
死
の
面
前
で
、
笑

い
、
踊
り
、
戯
れ
、
建
設
し
、
蓄
積
し
、

恋
を
す
る
。
我
々
が
死
と
い
う
一
つ
の
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特
殊
の
事
実
を
分
離
し
て
始
め
て
死
の

空
漠
を
知
り
、
愕
然
と
な
る
。
我
々
は

死
が
そ
の
一
部
分
で
あ
る
生
の
全
体
性

を
見
失
う
。
顕
微
鏡
を
通
じ
、
一
片
の

布
を
見
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
網
の
様
に
み
え
る
。
我
々
は
大
き
な

穴
を
眺
め
、
想
像
に
描
い
て
震
え
る
。

然
し
、
死
は
究
極
の
実
在
で
な
い
と
い

う
の
が
真
理
で
あ
る
。
空
が
青
く
見
え

る
如
く
、
死
は
黒
く
見
ゆ
る
。
然
し
、

空
が
そ
の
シ
ミ
を
鳥
の
翼
に
残
さ
ぬ
如

く
死
は
存
在
を
黒
く
し
な
い
。

我
々
が
歩
か
ん
と
試
み
て
い
る
子
を
見

守
る
時
、
我
々
は
そ
の
数
知
れ
ぬ
失
敗

を
見
る
。
そ
の
成
功
は
多
く
な
い
。
も

し
、
我
々
が
己
の
観
察
を
狭
い
時
間
に

限
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ

の
光
景
は
残
酷
で
あ
っ
た
ろ
う
。
然
し
、

そ
の
反
復
せ
る
失
敗
に
拘
わ
ら
ず
子
供

に
は
、
そ
の
一
見
不
可
能
な
技
に
力
を

添
え
る
歓
喜
の
衝
動
あ
る
こ
と
を
知
る
。

我
々
は
、
子
供
は
よ
し
一
刻
（
イ
ッ
ト

キ
）
に
過
ぎ
ず
と
も
、
倒
れ
る
こ
と
よ

り
も
寧
ろ
平
均
を
保
つ
力
を
考
え
る
も

の
だ
と
言
う
こ
と
を
知
る
。
子
供
の
歩

ま
ん
と
す
る
企
て
に
於
け
る
此
等
の
事

実
の
如
く
、
我
々
は
毎
日
の
生
活
に
於

い
て
様
々
な
形
の
苦
し
み
に
あ
う
。
そ

の
苦
し
み
が
我
々
の
知
識
や
使
用
を
得

る
力
や
意
思
を
実
際
に
適
用
す
る
こ
と

に
於
け
る
不
完
全
さ
を
表
す
の
で
あ
る
。

然
し
、
若
し
此
等
の
こ
と
が
我
々
の
弱

点
を
示
す
の
み
な
ら
ば
、
我
々
は
全
く

意
気
消
沈
し
て
死
ん
で
終
う
で
あ
ろ
う
。

我
々
が
自
分
の
活
動
の
狭
い
範
囲
を
観

察
の
た
め
に
選
ぶ
時
、
我
々
の
個
々
の

失
敗
や
不
幸
は
、
我
々
の
頭
の
中
で
大

き
く
ぼ
ー
っ
と
浮
き
出
て
見
え
る
。
然

し
、
我
々
の
生
活
は
我
々
を
し
て
本
能

的
に
広
い
観
察
を
す
る
に
到
ら
し
め
る
。

我
々
の
生
活
は
、
絶
え
ず
我
々
を
自
分

の
現
在
の
能
力
上
の
制
限
が
彼
方
に
連

れ
て
行
く
完
全
の
理
想
を
与
え
て
呉
れ

る
。
我
々
は
自
分
の
現
在
の
狭
い
経
験

の
前
を
常
に
歩
い
て
い
る
希
望
を
自
分

の
裡
に
持
っ
て
い
る
。
そ
の
希
望
は
、

我
々
の
裡
に
在
る
無
限
者
に
対
す
る
不

滅
の
信
仰
で
あ
る
。
そ
の
希
望
は
、
我

々
の
裡
な
る
不
能
の
如
何
な
る
も
の
も

を
も
永
久
の
事
実
と
認
め
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
希
望
は
そ
れ
自
身
の
範
囲
に
何
等

の
制
限
を
置
か
な
い
。
そ
れ
は
大
胆
に
、

人
間
は
神
と
一
致
せ
る
を
主
張
し
、
そ

の
無
鉄
砲
な
夢
想
は
、
日
に
日
に
実
現

さ
れ
て
い
る
。

我
々
が
心
を
無
限
者
に
向
け
る
時
真
理

を
み
る
。
真
理
と
言
う
理
想
は
有
限
の
現

在
に
無
く
、
刻
下
の
感
情
に
も
無
く
て
、

現
在
我
々
が
持
っ
て
い
る
者
の
裡
、
将
来

も
つ
べ
き
も
の
の
試
味
を
与
え
る
全
体
の

意
識
の
な
か
に
在
る
。
意
識
的
に
か
、
或

い
は
無
意
識
的
に
か
、
我
々
は
自
己
の
生

命
に
こ
の
真
理
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
意
識
は
そ
の
外
観
よ
り
常
に
大
で
あ

る
。
こ
れ
、
我
々
の
生
命
は
無
限
者
に
顔

を
む
け
て
居
り
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
運
動

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
生
命
の

憧
憬
は
、
そ
れ
故
に
そ
の
成
功
よ
り
無
限

に
大
で
あ
る
。
そ
し
て
生
命
が
進
む
に
つ

れ
て
、
如
何
な
る
真
理
の
実
現
も
そ
の
生

命
を
終
局
と
い
う
不
毛
の
嚝
野
に
う
ご
か

な
く
な
る
儘
に
は
し
て
お
か
な
い
で
、
彼



**

三
三
頁

方
の
領
域
へ
と
運
ん
で
行
く
の
を
生
命
は

見
出
す
の
で
あ
る
。
悪
は
い
つ
迄
も
人
生

の
前
進
を
大
道
で
抑
止
し
、
人
生
の
所
有

物
を
強
奪
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故

か
な
れ
ば
、
悪
は
過
ぎ
去
っ
て
行
か
ね
ば

な
ら
ず
、
善
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
立
ち

止
ま
っ
て
道
を
塞
ぎ
、
全
体
を
攻
撃
す
る

こ
と
は
出
来
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

若
し
最

*

小
の
悪
で
も
何
処
か
に
漠
然
と
立
ち
止
ま

っ
て
過
ぎ
去
ら
ね
ば
、
そ
れ
は
存
在
の
根

に
食
い
込
ん
で
、
切
り
込
む
こ
と
で
あ
ろ

う
。
所
が
実
は
人
間
は
、
真
に
悪
を
信
じ

な
い
。
丁
度
、
ブ
ア
イ
オ
リ
ン
の
弦
は
不

調
和
な
調
子
の
非
常
な
苦
痛
を
作
る
た
め

に
わ
ざ
と
造
ら
れ
た
と
信
じ
得
ぬ
と
同
じ

で
あ
る
。
尤
も
、
統
計
の
力
を
か
り
て
不

調
和
の
漠
然
率
は
調
和
の
そ
れ
よ
り
遙
か

に
大
な
る
こ
と
、
ブ
ア
イ
オ
リ
ン
を
奏
し

得
る
一
人
に
対
し
奏
し
得
ぬ
人
は
数
千
と

有
る
こ
と
を
数
学
的
に
は
証
明
し
得
る
。

現
実
の
矛
盾
よ
り
完
全
と
な
る
可
能
性
の

方
が
優
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
疑
い
も
な

く
、
存
在
は
絶
対
悪
で
あ
る
と
主
張
し
た

人
々
は
あ
る
。
然
し
、
人
間
は
そ
の
人
々

を
真
面
目
に
と
り
得
ぬ
。
そ
の
人
々
の
悲

観
論
は
知
的
乃
至
は
感
情
的
な
、
学
な
る

見
せ
掛
け
に
過
ぎ
ぬ
。
然
し
生
命
そ
の
も

の
は
、
楽
観
的
の
も
の
で
あ
る
。
生
命
は

前
進
を
要
求
す
る
。
悲
観
論
は
一
種
の
精

神
的
飲
酒
狂
で
あ
る
。
そ
れ
は
健
康
に
い

い
榮
養
物
を

軽
視
し
其
れ
を
非
難
す
る

*

強
烈
な
飲
物
に
耽
る
。
そ
し
て
一
層
強
烈

な
一
飲
み
を
渇
き
求
め
る
人
為
的
な
意
気

阻
喪
に
陥
る
。
若
し
存
在
が
悪
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
そ
の
証
明
に
哲
学
者
待
つ
要
は

な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
丁
度
、
そ
の
間
中
肉

を
着
て
前
に
た
っ
て
い
る
の
に
、
お
前
は

自
殺
し
た
と
判
決
す
る
様
な
も
の
で
あ
る
。

存
在
自
身
は
慈
に
於
い
て
悪
で
あ
り
得
ぬ

と
言
う
こ
と
を
証
明
す
べ
き
で
あ
る
。

全
然
不
完
全
と
言
う
の
で
は
な
く
て
、

理
想
と
し
て
完
全
を
持
つ
不
完
全
は
、
絶

え
ざ
る
完
全
の
可
能
性
の
実
現
を
経
ね
ば

な
ら
ぬ
。
か
く
て
亦
真
理
を
経
て
真
理
を

了
解
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
智
力
の
職
分

と
な
る
。
そ
し
て
知
識
と
は
真
理
と
言
う

光
り
を
釈
放
す
る
た
め
に
、
誤
謬
を
絶
え

ず
焼
却
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
の

意
思
、
性
格
は
自
己
の
内
或
い
は
外
に
在

る
悪
、
若
し
く
は
両
者
に
に
あ
る
悪
に
絶

え
ず
打
ち
勝
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
に

到
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
肉
体
的

生
命
は
生
命
の
火
を
維
持
す
る
た
め
に
肉

体
の
材
料
を
毎
瞬
時
焼
き
尽
く
し
つ
つ
あ

る
。
そ
し
て
我
々
の
道
徳
的
生
命
も
亦
燃

す
べ
き
燃
料
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
生
活

作
用
は
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
我
々
は
そ
れ

を
知
っ
て
居
り
、
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て

我
々
は
人
類
の
方
向
は
悪
か
ら
善
へ
で
あ

る
と
信
念
を
持
し
、
反
対
の
個
々
の
如
何

な
る
実
例
も
こ
の
信
念
を
は
ぐ
ら
か
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
何
故
か
な
れ
ば
、
我
々

は
善
は
人
間
の
本
性
に
於
け
る
積
極
的
要

素
で
あ
り
、
凡
ゆ
る
時
代
、
凡
ゆ
る
地
方

に
お
い
て
、
人
間
が
最
も
尊
重
す
る
も
の

は
人
間
の
も
つ
善
の
理
想
で
あ
る
と
感
じ
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
善
を
知
り
、

善
を
愛
し
、
そ
し
て
そ
の
生
活
に
於
い
て

何
で
あ
る
か
を
示
し
た
人
々
に
最
高
の
敬

意
を
表
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

質
問
が
発
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち

「
善
と
は
何
か
。
そ
も
そ
も
我
々
の
道

徳
的
性
質
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
。
」
と
。
私
の
答
え
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
「
人
間
が
自
己
の
眞
我
に
つ
い

て
拡
げ
ら
れ
た
観
察
を
し
始
め
る
時
、

人
間
が
自
分
は
現
在
見
ゆ
る
姿
よ
り
一

段
偉
大
で
あ
る
と
了
解
す
る
時
、
自
己

の
道
徳
的
性
質
を
意
識
し
始
め
る
。
」

そ
の
時
に
、
人
間
は
自
分
が
未
だ
成
っ

て
い
な
い
も
の
を
知
る
様
に
な
り
、
未

だ
経
験
し
て
居
な
い
状
態
が
刻
下
の
経

験
の
下
に
あ
る
状
態
よ
り
本
当
の
も
の

と
な
る
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
様
に
な

る
。
必
然
的
に
、
其
の
人
間
の
人
生
の

見
透
し
が
変
わ
っ
て
来
、
意
思
が
物
慾

に
取
っ
て
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
意

志
は
一
層
広
い
生
活
を
得
ん
と
の
最
高

の
心
願

で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
一
層
広
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い
生
活
と
は
、
大
部
分
は
我
々
の
現
在

の
到
達
範
囲
外
に
在
り
、
そ
の
目
的
物

は
大
部
分
我
々
の
見
え
な
い
所
に
あ
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、
我
々

の
小
我
と
大
我
と
の
争
い
、
我
々
の
物

欲
と
意
志
と
の
争
い
、
我
々
の
官
能
を

左
右
す
る
事
物
と
我
々
の
心
の
裡
に
あ

る
目
的
と
の
争
い
が
起
き
る
。
そ
の
時

に
我
々
は
自
己
が
即
刻
に
望
む
も
の
と

善
な
る
も
の
と
を
区
別
し
は
じ
め
る
。

こ
れ
、
善
は
我
々
の
大
我
に
と
り
望
ま

し
い
も
の
で
あ
る
る
か
ら
だ
。
か
く
の

如
く
善
の
観
念
は
我
々
の
生
活
に
つ
い

て
の
一
層
眞
な
る
観
察
か
ら
出
て
く
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
察
は
人
生
の
領

域
の
全
体
性
に
つ
い
て
の
関
係
あ
る
観

察
で
あ
り
、
我
々
の
前
に
現
存
せ
る
も

の
の
み
な
ら
ず
、
現
存
し
な
い
も
の
を

も
考
慮
に
い
れ
、
且
つ
、
そ
の
見
地
か

ら
す
れ
ば
、
恐
ら
く
決
し
て
あ
り
得
な

い
よ
う
な
も
の
も
を
も
考
慮
に
い
れ
る

の
で
あ
る
。
先
見
の
明
あ
る
人
間
は
、

未
だ
現
存
し
て
い
な
い
自
己
の
人
生
に

対
し
て
敏
感
で
あ
る
。
現
に
営
ん
で
い

る
生
活
に
対
し
て
よ
り
も
、
そ
の
方
に

対
し
て
ず
っ
と
能
く
敏
感
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
彼
は
未
実
現
の
未
来
の
為
と

自
分
の
現
在
の
嗜
好
を
喜
ん
で
犠
牲
に

す
る
。
こ
の
犠
牲
に
於
い
て
、
そ
の
人

間
は
真
理
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
偉
人
と
な
る
。
有
効
に
利
己
的
で
あ

る
た
め
に
す
ら
、
人
間
は
こ
の
真
理
を

認
め
ね
ば
成
ら
な
い
。
そ
し
て
自
分
の

刻
下
の
衝
動
を
抑
制
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
道
徳
的
に
な
ら
ね
ば
な

ｒ
な
い
。
こ
れ
我
と
の
道
徳
的
能
力
は
、

人
生
は
何
等
の
目
的
も
な
く
、
相
連
続

せ
ざ
る
断
片
か
ら
成
れ
る
も
の
に
非
ら

ざ
る
を
知
る
能
力
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ

の
人
間
の
道
徳
的
観
念
は
自
我
は
時
間

的
に
継
続
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
知

る
力
を
人
間
に
与
え
る
の
み
で
な
く
、

人
間
が
自
我
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
の
み
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い
る
時
は
本
当
で
な
い
と
言
う
こ
と
を

知
ら
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
事

実
に
即
し
て
い
る
時
よ
り
、
真
理
の
中

に
在
る
時
の
方
が
偉
い
の
で
あ
る
。
人

間
自
身
の
個
性
の
中
に
含
ま
れ
て
も
居

ず
、
又
人
間
が
知
り
そ
う
に
も
な
い
個

人

に
人
間
は
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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人
間
が
現
在
の
意
識
の
外
に
在
る
未
来

の
自
我
に
敏
感
で
あ
る
様
に
、
自
己
の

個
性
の
限
界
外
に
在
る
一
層
大
き
な
自

我
に
対
し
て
も
敏
感
で
あ
る
。
こ
の
敏

感
を
あ
る
程
度
持
た
ぬ
人
、
誰
か
他
人

の
た
め
に
自
分
の
利
己
的
欲
望
を
犠
牲

に
せ
ぬ
人
、
何
等
か
の
損
失
、
或
い
は

難
儀
を
蒙
っ
た
が
誰
か
他
人
を
悦
ば
し

た
が
た
め
却
っ
て
悦
び
を
感
じ
な
か
っ

た
人
は
一
人
も
い
な
い
。
人
間
は
孤
立

せ
る
存
在
で
は
な
い
。
人
間
は
万
人
共

通
の
面
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は

真
理
で
あ
る
。
人
間
が
コ
の
こ
と
を
了

解
す
る
時
偉
大
と
な
る
。
最
も
悪
性
の

利
己
主
義
と
雖
も
、
悪
を
為
す
力
を
求

め
る
時
に
、
コ
の
こ
と
を
認
識
す
る
。

こ
れ
真
理
を
無
視
し
て
、
し
か
も
強
き

を
得
ぬ
故
で
あ
る
。
ｓ
れ
で
、
真
理
の

助
け
を
求
め
る
為
に
は
、
利
己
主
義
は

あ
る
程
度
非
利
己
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ.

泥
棒
の
一
隊
は
、
一
隊
と
し
て
強
合

す
る
た
め
に
は
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
泥
棒
は
全
世
界
を
盗
み
得
よ

う
だ
、
お
互
い
を
盗
む
わ
け
に
は
ゆ
か

ぬ
。
不
道
徳
な
意
志
を
成
功
さ
す
た
め

に
は
、
そ
の
武
器
の
若
干
は
道
徳
的
に

な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
実
際
、
悪
を
為
し
、

我
々
自
身
の
利
益
の
た
め
に
他
の
個
人

を
利
用
し
、
他
の
国
民
か
ら
正
当
な
権

利
を
奪
う
力
を
最
も
有
効
に
我
々
に
与

え
る
の
は
、
我
々
の
道
徳
的
力
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
屡
々
で
あ
る
。
動
物

の
生
活
は
眼
先
き
の
現
在
の
み
を
知
っ

て
い
る
だ
け
故
、
非
道
徳
的
で
あ
る
。

人
間
の
生
活
は
不
道
徳
的
で
あ
り
得
る
。

然
し
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
道
徳
的

基
礎
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
こ
と

を
指
し
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
不
道
徳
的

な
も
の
は
、
不
完
全
乍
ら
道
徳
的
で
あ

る
。
丁
度
、
誤
謬
が
少
し
は
真
理
で
あ

り､
或
い
は
謬
り
で
だ
に
あ
り
得
ぬ
の
と

同
じ
で
あ
る
。
見
え
ぬ
ぬ
と
言
う
こ
と

は
不
完
全
に
の
み
見
る
こ
と
だ
が
、
謬

り
見
る
と
言
う
こ
と
は
不
完
全
に
の
み

見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
利
己

主
義
は
人
生
に
於
け
る
何
か
の
関
係
、

何
か
の
目
的
を
知
る
始
め
で
あ
る
。
そ

し
て
利
己
主
義
の
命
に
従
っ
て
行
動
す

る
こ
と
は
自
己
抑
制
と
行
為
の
調
節
と

を
要
求
す
る
。
利
己
的
人
間
は
自
己
の

た
め
に
は
喜
ん
で
難
儀
を
な
め
る
。
不

平
も
言
わ
ず
に
艱
難
辛
苦
に
耐
え
る
。

こ
れ
単
に
苦
痛
で
あ
り
、
難
儀
で
あ
る

も
の
は
短
時
間
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

も
っ
と
大
き
な
見
透
し
の
中
に
見
ら
れ

た
時
の
正
反
対
で
あ
る
と
言
う
理
由
か

ら
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
小
我
に
と

り
損
失
で
あ
る
も
の
は
大
我
に
と
り
利

得
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
逆
も
亦
眞
で
あ
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る
。

或
る
主
義
の
た
め
に
生
き
、
名
家
の
た

め
に
生
き
、
人
類
の
た
め
に
生
き
る
人

に
と
っ
て
は
、
人
生
は
広
い
意
味
を
持

ち
、
苦
痛
は
そ
の
程
度
だ
け
重
要
で
な

く
な
る
。
善
の
生
活
を
送
る
こ
と
は
全

体
の
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
快
楽

は
己
一
個
の
自
我
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
が
、
善
は
全
人
類
の
幸
福
と
永
久
の

幸
福
と
に
関
係
し
て
い
る
。
善
の
見
地

か
ら
す
れ
ば
、
快
楽
は
異
な
れ
る
意
味

の
も
の
と
見
ゆ
る
。
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ

た
意
味
に
見
ゆ
る
か
ら
、
人
生
に
よ
り

高
い
価
値
を
与
え
る
も
の
と
し
て
快
楽

は
避
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
し
、
苦
痛

は
そ
の
代
わ
り
に
求
め
ら
れ
る
か
も
知

れ
ず
、
死
そ
の
も
の
も
歓
迎
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
人
間
の
生
活
の
此
等
高

い
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
快
苦
は
そ
の
絶

対
価
値
を
失
う
。
殉
教
者
は
こ
れ
を
歴

史
に
於
い
て
照
明
し
、
我
々
は
日
々
我

々
の
生
活
に
於
い
て
、
小
さ
き
殉
教
で

証
明
し
て
い
る
。
我
々
が
海
か
ら
水
差

し
に
一
杯
の
水
を
汲
む
と
き
、
そ
れ
は

重
み
を
持
っ
て
い
る
。
然
し
我
々
が
海

自
体
の
中
に
漬
か
る
時
に
は
、
数
千
杯

の
水
差
し
の
水
は
我
々
の
頭
上
に
漂
ふ

て
い
る
の
に
、
我
々
は
そ
の
重
み
を
感

じ
な
い
。
我
々
は
自
我
と
い
う
水
差
し

を
自
力
で
運
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

様
に
利
己
と
言
う
面
で
は
、
快
苦
は
十

分
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
道
徳
面

に
於
い
て
は
、
快
苦
は
大
変
軽
く
な
る

の
で
、
そ
こ
に
到
達
し
た
し
た
人
は
押

し
潰
す
様
な
試
練
下
の
忍
耐
、
悪
意
あ

る
迫
害
を
物
と
も
せ
ざ
る
忍
耐
の
点
で

我
々
に
殆
ど
超
人
的
に
見
え
る
の
で
あ

る
。

完
全
な
善
の
状
態
で
生
き
て
行
く
こ
と

は
、
無
限
な
る
も
の
の
中
に
浸
っ
て
自

己
の
霊
的
生
命
の
可
能
性
を
実
現
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
命
の
全
体

性
に
つ
い
て
の
道
徳
的
目
堵
と
言
う
我

々
の
固
有
の
力
に
よ
り
為
し
得
る
最
も

広
い
生
命
の
観
察
で
あ
る
。
そ
し
て
、

仏
陀
の
教
え
は
こ
の
道
徳
的
力
を
最
高

に
養
成
し
、
我
々
の
活
動
の
範
囲
は
我

々
の
狭
い
自
我
の
面
に
束
縛
さ
れ
な
い

こ
と
を
知
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

即
ち
キ
リ
ス
ト
の
天
国
の
目
堵
で
あ
る
。

我
々
が
道
徳
的
生
活
な
る
普
遍
的
生
活

を
達
せ
る
時
、
我
々
は
快
苦
の
束
縛
か

ら
釈
放
さ
れ
、
自
我
が
去
っ
て
空
虚
に

な
り
し
場
所
は
無
限
の
愛
か
ら
発
す
る

え
も
言
え
ぬ
歓
喜
で
満
た
さ
れ
る
。
こ

の
状
態
で
は
霊
の
活
動
力
は
却
っ
て
昂

め
ら
れ
る
。
霊
の
活
動
の
原
動
力
は
願

望
か
ら
来
る
の
で
な
く
て
、
霊
の
活
動

自
身
の
喜
び
に
あ
る
。
こ
れ
即
ち
ギ
ー

タ
ー
の
羯
磨
に
伽
（
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
）
、

即
ち
無
私
無
欲
の
善
の
活
動
力
の
使
用

に
よ
っ
て
無
限
者
の
活
動
と
一
に
な
る

み
ち
で
あ
る
。

仏
陀

が
人
類
を
不
幸
の
把
握
か
ら
釈
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放
す
る
道
も
が
な
と
瞑
想
し
た
時
、
次

の
真
理
に
到
達
し
た
。
即
ち
、
人
間
が
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全
体
の
な
か
に
個
体
を
没
却
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
最
高
の
目
的
を
達
す
る
時
、

苦
痛
の
奴
隷
た
る
こ
と
か
ら
免
れ
る
と
。

こ
の
点
を
更
に
十
分
に
考
え
る
こ
と
に

し
よ
う
。
余
其
の
教
え
子
が
、
嘗
て
、

私
に
嵐
の
中
で
の
冒
険
を
話
し
、
翻
っ

て
言
う
の
に
、
自
然
界
の
此
の
大
騒
援

が
、
彼
は
学
に
一
摑
み
の
塵
で
も
あ
る

か
の
ご
と
く
に
彼
に
対
し
て
振
る
舞
っ

て
い
た
と
感
じ
て
其
の
間
中
悩
ま
さ
れ

た
と
。
他
人
と
異
な
れ
る
意
思
を
持
つ

特
殊
の
人
格
者
だ
と
言
う
こ
と
は
嵐
の

凶
暴
に
些
か
の
影
響
も
与
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

私
は
「
若
し
我
々
の
個
性
に
対
す
る
自

然
の
側
で
の
考
慮
が
自
然
を
そ
の
道
か

ら
曲
が
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、

最
も
苦
し
む
者
は
個
人
だ
ろ
う
」
と
答

え
た
。

然
し
、
教
え
子
は
「
無
視
さ
る
る
こ
と

の
出
来
ぬ
事
実
―
余
は
存
在
す
と
言
う

感
情
が
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て
そ
の
疑

問
を
固
執
し
た
。
我
々
は
う
ち
に
在
る

「
自
我
」
は
そ
の
自
我
に
個
的
で
あ
る

関
係
を
求
め
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
私

は
答
え
た
。
「
自
我
」
の
関
係
は
「
小

我
」
で
あ
る
何
物
か
と
で
あ
る
。
そ
れ

で
我
々
は
両
者
に
共
通
な
媒
介
物
を
持

た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
我
々
は
共
通

な
も
の
は
「
自
我
」
に
対
し
て
、
全
く

「
非
我
」
に
対
す
る
と
同
じ
で
あ
る
と

確
信
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
と
。

こ
の
こ
と
は
更
に
繰
り
返
し
て
言
う
必

要
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
自
己
の

個
性
は
、
そ
の
性
質
上
、
普
遍
的
な
も
の

を
求
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
だ

と
言
う
こ
と
を
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
の
肉
体
は
そ
れ
自
身
の
物
質
を
食
は

う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
た
だ
死
ぬ
ば
か
り

で
あ
る
。
眼
が
眼
自
身
し
か
視
る
こ
と
が

出
来
ぬ
な
ら
、
眼
の
本
分
の
意
義
を
失
ふ
。

想
像
力
が
強
く
な
れ
ば
な
る
程
、
そ
れ

は
却
っ
て
架
空
的
で
な
く
な
る
し
、
却

っ
て
真
理
と
調
和
す
る
こ
と
を
我
々
は

見
出
す
如
く
に
、
そ
の
様
に
我
々
も
自

己
の
個
性
が
力
強
け
れ
ば
強
い
程
、
自

己
の
個
性
は
普
遍
的
な
も
の
へ
向
か
っ

て
拡
が
っ
て
行
く
と
云
う
こ
と
を
知
る
。

こ
れ
個
性
の
偉
大
さ
は
其
れ
自
体
に
在

る
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
る
そ
の
中

味
に
在
る
か
ら
で
あ
る
。
丁
度
、
湖
の

深
さ
は
湖
の
窪
み
の
大
き
さ
に
よ
っ
て

測
ら
れ
る
の
で
な
く
て
、
湖
の
水
の
深

さ
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
の
と
同
じ
だ
る
。

そ
こ
で
人
間
の
本
性
の
憧
れ
は
真
実
に

対
し
て
で
あ
り
、
人
間
の
個
性
は
自
ら

作
っ
た
奇
怪
な
宇
宙
で
満
足
出
来
ぬ
と

云
う
こ
と
が
真
実
な
ら
ば
、
人
間
の
意

思
は
事
物
を
唯
、
そ
の
法
に
従
っ
て
処

置
し
得
る
の
み
で
あ
り
、
個
性
の
欲
す

る
ま
ま
に
事
物
を
扱
ひ
得
ぬ
と
云
う
方

が
個
性
に
と
り
明
ら
か
に
最
善
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
真
実
の
頑
強
な
る
確
実

さ
は
、
我
々
の
意
思
に
時
々
逆
ら
ひ
、

屡
々
我
々
を
災
害
に
導
く
の
で
あ
る
。

丁
度
、
歩
く
稽
古
を
し
て
倒
れ
る
子
を

常
に
土
の
堅
固
さ
が
傷
つ
け
る
が
如
く

で
あ
る
。
然
し
子
の
歩
行
を
可
能
な
ら

し
む
る
そ
の
同
じ
土
の
堅
固
さ
が
そ
の

子
を
傷
つ
け
る
の
で
あ
る
。
嘗
て
橋
の

下
を
よ
ぎ
る
時
、
余
の
船
の
櫓
が
橋
桁
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の
一
つ
に
挟
ま
っ
た
。
若
し
一
瞬
時
で

も､
櫓
が
一
寸
か
二
寸
曲
が
る
か
、
橋
が

あ
く
び
を
し
て
い
る
猫
の
様
に
そ
の
背

を
あ
げ
る
か
、
河
が
凹
む
だ
な
ら
ば
、

余
に
と
り
万
事
は
好
都
合
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
然
し
、
そ
れ
ら
は
余
の
詮
方
な

さ
に
頓
着
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
余
が
河

を
利
用
し
、
櫓
の
助
け
を
借
り
て
遡
り

得
た
理
由
で
あ
り
、
且
つ
河
の
流
れ
が

都
合
悪
し
き
時
に
橋
に
頼
り
得
し
理
由

で
あ
る
。
事
物
は
其
れ
が
有
る
が
儘
の

も
の
で
あ
る
。
我
々
は
事
物
を
処
理
戦

と
欲
す
る
な
ら
ば
、
事
実
を
知
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
事
物
を
知
る
こ
と
は
我
々

の
欲
望
は
事
物
の
法
則
で
な
い
た
め
可

能
で
あ
る
。
こ
の
物
を
知
る
と
云
う
こ

と
は
我
々
に
と
り
歓
喜
で
あ
る
。
こ
れ

我
々
の
外
な
る
物
と
我
々
と
の
関
係
の

媒
介
物
の
一
な
る
故
で
あ
る
。
即
ち
そ

れ
は
我
々
の
外
な
る
物
を
我
々
自
身
の

も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
し
て

自
我
の
限
界
を
拡
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
一
歩
毎
に
、
自
分
自
身
以

外
の
も
の
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
死
に
於
い
て
始
め
て
我
々
は

孤
独
と
な
る
が
故
で
あ
る
。
詩
人
は
、

自
己
の
個
人
的
観
念
を
凡
て
の
人
間
に

愉
快
な
ら
し
む
る
こ
と
が
出
来
る
時
に

眞
の
詩
人
な
の
で
あ
る
。
若
し
詩
人
が

凡
て
の
読
者
に
共
通
な
媒
介
物
を
持
た

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
万
人
を
喜
ば

し
む
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
共
通
の
国
語
は
、
そ
れ
自
身
の
法

則
を
有
し
、
詩
人
は
そ
れ
を
見
出
し
、

そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
人
は
眞
の
詩
人
と

な
り
、
詩
的
不
滅
を
達
す
る
。
し
て
見

れ
ば
、
人
間
の
個
性
は
人
間
の
最
高
の

真
理
で
な
い
こ
と
を
我
々
は
知
る
。
人

間
に
は
、
普
遍
的
な
も
の
が
あ
る
の
で

あ
る
。
若
し
人
間
が
自
己
の
自
我
が
考

慮
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
要
素
た
る
如
き

世
界
に
住
ま
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時

に
は
そ
の
世
界
は
、
そ
の
人
に
と
り
想

像
し
得
る
最
悪
の
牢
獄
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
、
人
間
の
最
深
の
歓
喜
は
、

全
体
と
合
っ
て
融
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、

益
々
大
と
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。

若
し
万
物
に
共
通
の
法
則
が
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
我
々
が
見
た
如
く
万
物
と
融

合
す
る
こ
と
は
不
可
能
事
で
あ
ろ
う
。

法
則
を
見
出
し
、
そ
れ
に
従
ふ
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
偉
大
と
な
り
、

普
遍
的
な
も
の
を
了
解
す
る
の
で
あ
る
。

之
に
反
し
、
我
々
の
個
々
の
願
望
が
普

遍
的
自
然
法
則
と
衝
突
す
る
限
り
、
我

々
は
苦
痛
を
な
め
、
効
果
が
挙
が
ら
な

い
。

我
々
が
神
に
向
ひ
特
別
の
許
し
を
祈
り

求
め
た
時
代
、
即
ち
我
々
が
自
然
法
則

は
我
々
自
身
の
便
宜
の
た
め
に
中
止
さ

る
べ
き
を
期
待
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。

然
し
今
日
で
は
、
我
々
は
そ
ん
な
こ
と

を
す
る
程
馬
鹿
で
は
な
い
。
我
々
は
法

則
は
排
斥
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
を
知
っ

て
い
る
が
故
に
強
く
な
っ
た
。
こ
の
法

則
は
我
々
か
ら
離
れ
た
或
物
で
は
な
く
、

我
々
自
身
を
支
配
す
る
法
則
で
あ
る
。

普
遍
的
力
は
我
々
自
身
の
力
と
一
で
あ

る
。
そ
の
力
は
我
々
が
小
な
る
所
、
即

ち
我
々
が
物
事
の
流
れ
に
逆
ら
ふ
時
に

は
妨
げ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
我
々
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が
大
な
る
所
、
即
ち
我
々
が
万
物
と
結

合
し
て
る
時
に
は
助
け
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
か
く
て
我
々
が
科
学
の
助
け
に
よ

っ
て
自
然
の
法
則
の
よ
り
多
く
を
知
る

様
に
な
る
に
つ
れ
、
我
々
は
力
を
増
し
、

宇
宙
身

を
得
る
様
に
な
る
。
我
々
の
視

*80

覚
器
官
、
移
動
器
官
、
体
力
は
全
宇
宙

に
わ
た
れ
る
も
の
と
な
る
。
蒸
気
や
電

気
は
我
々
の
腱
と
な
り
、
筋
肉
と
な
る
。

か
く
て
我
々
は
依
っ
て
以
て
我
々
が
全

身
を
己
自
身
の
も
の
と
呼
び
得
、
全
身

を
己
れ
自
身
の
も
の
と
し
て
用
ひ
得
る

関
係
と
云
う
原
理
が
我
々
の
身
体
組
織

を
一
貫
し
て
存
す
る
と
同
様
に
、
依
っ

て
以
て
我
々
が
全
宇
宙
を
我
々
の
延
長

せ
る
身
体
と
呼
び
、
そ
し
て
全
宇
宙
を

そ
の
通
り
に
用
ひ
得
る
中
絶
す
る
こ
と

な
き
関
係
と
云
う
原
理
が
宇
宙
を
一
貫

し
て
存
す
る
と
云
う
こ
と
を
知
る
。
そ

し
て
今
日
の
科
学
時
代
に
於
い
て
は
、

我
々
の
宇
宙
我
に
対
す
る
自
己
の
要
求

権
を
十
分
に
確
立
す
る
こ
と
が
我
々
の

努
力
で
あ
る
。
我
々
は
、
自
己
の
欠
点

や
苦
し
み
の
全
て
は
我
々
の
此
の
正
当

な
要
求
権
を
実
現
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ

こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
の
を
知
っ
て
い

る
。
真
に
、
我
々
の
力
に
は
涯
し
が
な

い
。
何
故
か
な
れ
ば
、
我
々
は
普
遍
的

法
則
の
表
現
で
あ
る
普
遍
的
力
の
外
に

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
病
や
死

を
圧
倒
し､

苦
痛
や
欠
乏
を
征
服
す
る
道

程
に
あ
る
。
何
故
か
な
れ
ば
、
我
々
は

科
学
的
知
識
を
通
じ
て
絶
え
ず
普
遍
的

な
も
の
を
そ
の
物
理
的
方
面
に
於
い
て

了
解
す
る
道
程
に
あ
る
か
ら
だ
。
我
々

が
進
歩
す
る
に
つ
れ
、
苦
痛
、
病
、
力

の
欠
乏
は
絶
対
的
の
も
の
で
な
く
て
、

か
か
る
も
の
を
生
ぜ
し
む
る
の
は
我
々

の
普
遍
的
自
我
に
対
す
る
個
人
的
自
我

の
調
和
の
欠
乏
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

子
の
こ
と
は
我
々
の
精
神
的
生
活
に
と

っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
我
々
の
裡
な
る

個
人
が
宇
宙
人
の
正
当
な
る
支
配
に
楯

突
く
時
に
我
々
は
道
徳
的
に
小
と
な
っ

て
、
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
ゝ
る

状
態
で
は
我
々
の
成
功
は
最
大
の
失
敗

で
あ
り
、
我
々
の
願
望
の
充
足
は
我
々

を
一
層
貧
弱
な
も
の
と
す
る
。
我
々
は

自
ら
の
た
め
に
特
別
の
利
得
を
渇
望
し
、

我
々
は
如
何
な
る
他
人
も
共
に
す
る
を

得
ぬ
特
権
を
享
受
せ
ん
と
欲
す
る
。
然

し
絶
対
的
に
特
殊
な
凡
て
の
物
は
一
般

的
な
も
の
と
間
断
な
き
戦
い
を
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ぬ
。
か
か
る
内
乱
状

態
で
は
、
人
間
は
常
に
防
塞
の
の
後
ろ

で
生
活
し
、
利
己
的
な
文
明
諸
国
で
も

我
々
の
家
庭
は
真
の
家
庭
で
な
く
て
、

人
為
的
防
塞
が
我
々
を
取
り
囲
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
然
し
、
事
実
の
本
質
に

我
々
を
不
幸
な
ら
し
む
る
が
如
き
何
物

か
固
有
な
も
の
が
あ
る
か
の
如
く
、
我

々
は
不
幸
で
あ
る
と
不
平
を
云
う
。
普

遍
的
霊
は
幸
福
を
以
て
我
々
に
報
ゆ
る

べ
く
待
機
し
て
い
る
が
、
我
々
の
個
霊

は
そ
れ
を
受
け
よ
う
と
し
な
い
。
我
々

の
自
我
の
生
活
は
、
到
る
所
に
衝
突
や
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ご
た
ご
た
を
引
き
起
こ
し
、
社
会
の
普

遍
の
調
和
を
引
っ
繰
り
返
し
、
凡
ゆ
る

種
類
の
不
幸
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
自
我
の
生
活
は
秩
序
を
維
持
す

る
た
め
に
人
為
的
強
制
や
虐
政
の
組
織

さ
れ
た
形
態
を
作
り
、
毎
瞬
時
人
類
が

恥
め
ら
れ
る
ヾ
、
我
々
の
只
中
の
い
や

な
制
度

を
我
慢
ｓ
ね
ば
な
ら
ぬ
様
な
破

*81

目
に
物
事
を
到
ら
し
め
る
。

我
々
は
力
強
く
な
る
た
め
に
は
、
普
遍

的
力
の
法
則
に
従
は
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、

且
つ
又
そ
の
法
則
は
我
々
自
身
の
も
の

な
る
こ
と
を
如
実
に
悟
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
様
に
、
幸
福
に

な
る
為
に
は
、
我
々
は
個
人
的
意
思
を

普
遍
的
意
思
の
主
権
に
従
は
し
め
ね
ば

な
ら
ぬ
し
、
且
つ
又
そ
の
普
遍
的
意
思

が
我
々
自
身
の
も
の
に
な
る
こ
と
を
悟

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
が
我
々
の
裡
な

る
有
限
と
無
限
と
の
調
和
が
完
全
に
さ

れ
る
状
態
に
達
す
る
時
、
そ
の
時
に
苦

痛
自
身
は
貴
重
な
る
財
産
中
の
一
科
目

と
な
る
。
苦
痛
は
我
々
の
歓
喜
の
真
価

を
を
計
る
べ
き
竿
尺
と
な
る
。

人
間
が
そ
の
人
生
か
ら
学
ぶ
べ
き
最
も

重
要
な
る
教
訓
は
、
此
の
世
に
苦
痛
が

あ
る
と
云
う
こ
と
で
な
く
て
、
苦
痛
を

十
分
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
の
は
人
間

次
第
で
あ
る
と
云
う
こ
と
、
人
間
は
苦

痛
を
歓
喜
に
替
え
得
る
と
云
う
こ
と
で

あ
る
。
人
間
は
此
の
教
訓
を
感
ぜ
ぬ
程

に
全
然
堕
落
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
苦

痛
を
な
め
る
権
利
を
喜
ん
で
奪
わ
れ
る

様
な
人
間
は
一
人
と
雖
も
生
き
て
い
な

い
。
こ
れ
こ
の
権
利
は
人
間
た
る
権
利

で
あ
る
か
ら
だ
。
或
る
日
、
貧
し
き
労

働
者
の
妻
が
、
さ
め
ざ
め
と
し
て
私
に

訴
え
た
。
「
私
の
長
男
は
こ
の
年
の
一

部
分
の
間
、
富
め
る
親
類
の
家
へ
送
り

や
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
。

彼
女
を
そ
の
困
難
か
ら
救
っ
て
や
ろ
う

と
試
み
る
周
囲
の
人
の
暗
ヾ
裡
の
親
切

な
意
思
が
却
っ
て
彼
女
に
衝
撃
を
与
え

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
母
た
る
も
の
の

困
難
は
、
母
た
る
も
の
の
手
放
す
こ
と

の
出
来
ぬ
愛
の
権
利
に
よ
っ
て
母
た
る

も
の
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
彼
女
は
便

宜
と
云
う
こ
と
の
如
何
な
命
令
に
し
た

が
っ
て
も
そ
の
権
利
を
放
棄
す
る
積
も

り
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
人
間

の
自
由
は
困
難
を
救
っ
て
も
ら
ふ
こ
と

の
裡
に
は
決
し
て
な
く
て
、
自
分
自
身

の
た
め
に
困
難
を
取
る
こ
と
の
自
由
で

あ
る
。
即
ち
、
困
難
を
人
間
の
歓
喜
の

要
素
と
す
る
こ
と
の
自
由
で
あ
る
。
我

々
が
自
己
の
個
我
は
自
己
の
存
在
の
最

高
の
意
味
で
な
く
て
、
自
己
の
裡
に
は

不
死
で
あ
り
、
死
や
苦
痛
を
恐
れ
ず
、

苦
痛
を
歓
喜
の
反
面
と
の
み
見
る
宇
宙

人
が
宿
れ
る
と
云
う
こ
と
を
了
解
す
る

時
に
の
み
、
困
難
は
歓
喜
の
要
素
と
せ

ら
れ
得
る
。
こ
れ
を
了
解
せ
る
人
は
、

不
完
全
な
存
在
と
し
て
の
我
々
の
真
の

冨
で
あ
る
も
の
は
苦
痛
で
あ
り
、
完
全

と
席
を
共
に
す
る
様
に
我
々
は
偉
大
に
、

し
か
も
価
値
あ
る
も
の
と
せ
し
め
る
も
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の
は
苦
痛
な
る
こ
と
を
知
る.

そ
の
人
は

我
々
は
乞
食
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
即
ち
苦
痛
は
此
の
世
に
於
け
る
貴

い
凡
て
の
物
・
我
々
の
力
・
我
々
の
知

恵
・
我
々
は
愛
を
得
る
た
め
に
払
わ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
硬
い
代
償
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
苦
痛
の
裡
に
完
全
の
無

限
の
可
能
性
、
歓
喜
の
永
久
の
発
現
が

象
徴
さ
れ
て
い
る
事
、
苦
痛
を
受
け
る

こ
と
に
対
す
る
喜
び
を
全
然
失
う
人
は

貧
乏
と
堕
落
の
ど
ん
底
に
下
へ
下
へ
と

沈
ん
で
行
く
と
云
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。

苦
痛
が
悪
と
な
り
、
且
つ
我
々
を
不
幸

に
投
げ
込
ん
で
侮
辱
に
対
す
る
復
習
と

す
る
の
は
、
我
々
が
自
己
満
足
の
た
め

に
、
苦
痛
の
助
け
を
懇
願
す
る
時
の
み

で
あ
る
。
こ
れ
苦
痛
は
不
滅
の
完
全
へ

の
奉
仕
に
献
げ
ら
れ
た
る
純
潔
の
処
女

で
あ
り
、
神
の
祭
壇
の
前
に
本
当
の
位

置
を
占
め
る
時

に
、
そ
の
黒
い
面
紗

*82

（
ベ
ー
ル
）
を
投
げ
棄
て
ヾ
最
高
の
歓

喜
の
顕
現
と
し
て
傍
観
者
に
そ
の
顔
を

露
は
す
が
故
で
あ
る
。
』
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自
我
の
問
題

私
の
存
在
の
一
極
に
於
い
て
は
、
私
は

木
の
株
や
石
と
同
一
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
宇
宙
の
法
則
の
支
配
を
認
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
一
極
は
私
の
存
在
の
基

礎
が
下
の
方
え
方
え
と
深
く
横
た
わ
っ

て
い
る
所
な
の
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
の

強
み
は
包
括
的
世
界
の
掌
中
に
し
っ
か

り
と
握
ら
れ
て
い
る
と
云
う
点
に
在
り
、

万
物
と
の
仲
間
関
係
の
十
分
な
点
に
在

る
。
然
し
私
の
存
在
の
他
の
一
極
に
於

い
て
は
、
私
は
凡
て
の
物
と
同
一
で
は

な
い
。
そ
こ
で
は
私
は
平
等
と
云
う
環

列
列
を
突
き
破
っ
て
個
人
と
し
て
孤
立

し
て
い
る
。
私
は
絶
対
的
に
無
類
な
の

で
あ
る
。
余
は
余
な
り
。
余
は
比
類
な

し
。
宇
宙
の
全
重
量
が
自
分
の
上
に
の

し
か
か
っ
て
来
て
も
、
こ
の
私
の
個
性

を
押
し
出
し
、
万
物
と
平
等
に
せ
し
む

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
は
凡
て
の
物

が
恐
ろ
し
く
牽
引
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず

個
性
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
の
個
性
な

る
も
の
は
、
見
掛
け
は
小
さ
い
が
、
実

際
は
偉
大
な
の
だ
。
こ
れ
個
性
は
そ
の

特
異
性
を
奪
い
、
塵
と
一
な
ら
し
め
ん

と
す
る
諸
力
に
屈
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
個
性
は
自
我
の
上
部
構
造
で
あ
る
。

そ
れ
は
孤
立
を
誇
り
、
全
宇
宙
に
一
つ

も
複
製
物
な
き
造
物
主
の
無
二
の
個
々

の
考
え
方
に
定
型
を
与
え
し
こ
と
を
誇

り
、
測
り
知
れ
ぬ
基
礎
の
深
さ
と
暗
さ

と
か
ら
出
で
て
、
空
中
に
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
若
し
、
こ
の
個
性
と
云
う

上
部
構
造
が
取
り
毀
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
の
時
に
は
材
料
は
一
つ
も
失
わ
れ
ず
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と
も
、
原
子
は
一
つ
も
破
壊
さ
れ
ず
と

も
、
個
性
の
中
に
水
晶
の
如
く
結
晶
し

て
輝
い
て
い
る
創
造
の
喜
び
は
無
く
な

る
。
若
し
我
々
が
こ
の
特
質
、
即
ち
こ

の
個
性
を
剥
奪
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々

は
絶
対
的
に
無
一
物
と
な
る
。
個
性
は

己
が
物
と
呼
び
得
る
唯
一
の
物
で
あ
る
。

し
か
も
左
様
な
訳
だ
か
ら
、
そ
れ
を
失

え
ば
全
世
界
に
と
り
損
失
と
な
る
も
の

で
あ
る
。
個
性
が
最
も
価
値
あ
る
所
以

は
普
遍
的
な
ら
ざ
る
が
故
で
あ
る
。
故

に
個
性
を
通
じ
て
の
み
我
々
は
自
分
の

特
異
性
を
意
識
せ
ず
に
宇
宙
に
抱
か
れ

て
い
る
場
合
よ
り
一
層
真
に
宇
宙
を
我

が
物
と
な
し
得
る
。

普
遍
的
な
も
の
は
、
常
に
無
比
な
も
の

の
中
に
そ
の
完
成
を
求
め
つ
ヾ
あ
る
。

巳
が
無
比
と
云
う
こ
と
を
そ
っ
く
り
完

全
の
儘
に
し
て
置
こ
う
と
云
う
願
い
は
、

真
に
自
己
の
裡
に
働
け
る
普
遍
的
な
る

も
の
の
願
い
な
の
で
あ
る
。
自
己
に
対

す
る
喜
び
を
我
々
に
与
え
る
も
の
は
巳

が
裡
に
在
る
無
限
者
の
喜
び
な
の
で
あ

る
。

人
間
が
こ
の
自
我
の
分
離
を
最
も
貴
重

な
財
産
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
自
我
の

た
め
に
は
苦
痛
を
嘗
め
、
罪
を
も
犯
す

こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
然
し
他

と
分
離
し
て
い
る
と
云
う
意
識
は
、
分

離
と
云
う
知
恵
の
実
を
食
っ
た
こ
と
に

由
来
す
る.

分
離
と
い
う
意
識
は
人
間
が

恥
・
罪
・
死
に
導
い
た
。
然
し
、
そ
れ

は
自
然
の
子
宮
裡
に
自
我
が
全
く
無
邪

気
に
、
安
心
し
て
ま
ど
ろ
み
臥
し
て
い

る
如
何
な
る
楽
園
よ
り
も
人
間
に
と
り

一
層
大
切
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

自
我
の
分
離
を
維
持
し
て
行
く
に
は
、

我
々
は
絶
え
ず
努
力
し
苦
し
ま
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
実
際
こ
の
自
我
の

価
値
は
こ
の
苦
し
み
で
計
る
の
で
あ
る
。

自
我
の
価
値
を
一
面
で
は
犠
牲
が
示
し

て
居
り
、
そ
の
犠
牲
は
損
失
が
如
何
ほ

ど
な
り
し
か
を
示
し
て
い
る
。
多
面
で

は
獲
得
が
示
し
て
居
り
、
そ
の
獲
得
は

如
何
ほ
ど
多
く
の
も
の
が
獲
ら
れ
し
か

を
し
め
し
て
い
る
。
若
し
自
我
が
苦
痛

と
犠
牲
以
外
の
何
物
を
も
意
味
し
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
我
々
に
と
っ
て
何
の
価

値
も
持
ち
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
我
々

は
決
し
て
」
喜
ん
で
か
ヾ
る
犠
牲
を
な

め
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
ヾ
る
場
合
に
、

人
類
の
最
高
目
的
は
自
我
の
絶
滅
た
ら

ん
と
云
う
こ
と
は
少
し
も
疑
い
な
き
こ

と
で
あ
る
。

然
し
、
若
し
犠
牲
に
相
当
す
る
獲
得

が
あ
る
な
ら
、
若
し
自
我
が
空
（
く

う
）
に
終
わ
ら
ず
し
て
充
実
に
終
わ
る

な
ら
そ
の
時
に
、
自
我
の
消
極
的
性
質
、

自
我
の
苦
し
み
や
犠
牲
は
却
っ
て
自
我

を
貴
重
な
も
の
た
ら
し
め
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
自
我
の
自
我
の
積
極
的

意
義
を
明
ら
か
に
悟
り
、
熱
心
に
自
我

に
対
す
る
責
任
を
引
き
受
け
て
、
ひ
る

む
こ
と
な
く
犠
牲
を
嘗
め
た
人
々
に
よ

っ
て
、
ま
こ
と
に
然
り
と
証
明
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

上
述
の
序
論
を
以
て
す
れ
ば
、
印
度
人

は
自
我
の
絶
滅
を
人
類
の
最
高
目
的
と

考
え
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と

を
、
嘗
て
聴
衆
の
一
人
が
私
に
質
問
し

た
が
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で

あ
る
。



*85*86

四
三
頁

先
ず
第
一
に
、
人
間
は
ご
く
些
細
事
柄

以
外
自
分
の
思
想
を
発
表
す
る
際
に
、

決
し
て
思
想
通
り
で
な
い
と
い
う
事
実

を
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
言
葉

は
少
し
も
国
語
に
な
っ
て
い
な
い
で
、

単
に
唖
の
声
の
手
真
似
に
過
ぎ
な
い
。

人
間
の
言
葉
は
言
葉
は
暗
示
は
す
る
が
、

思
想
を
表
さ
な
い
。
そ
の
人
間
の
思
想

が
重
要
な
れ
ば
成
る
程
、
そ
の
人
間
の

言
葉
は
生
活
と
云
う
前
後
関
係
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来

る
。
辞
書
を
引
い
て
人
間
の
意
味
を
知

ろ
う
と
す
る
人
々
は
、
唯
、
形
式
的
に

家
に
到
達
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
、

そ
の
人
々
は
外
壁
に
よ
っ
て
止
ま
ら
さ

れ
、
玄
関
へ
の
入
り
口
を
見
出
し
得
ぬ

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
、
我
々
の
最
も
偉

大
な
予
言
者
の
教
え
が
、
我
々
が
そ
れ

を
生
活
に
実
現
す
る
こ
と
に
よ
ら
ず
し

て
、
言
葉
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解

せ
ん
と
試
み
る
時
、
限
り
な
き
論
争
を

惹
き
起
こ
す
所
以
な
の
で
あ
る
。
言
文

に
忠
な
る
頭
と
云
う
才
能
に
禍
さ
れ
て

い
る
人
々
は
、
絶
え
ず
網
に
忙
殺
さ
れ

て
、
漁
（
す
な
）
ど
り
を
怠
る
不
幸
な

人
々
で
あ
る
。

仏
教
や
印
度
の
諸
宗
教
の
場
合
の
み

な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
も､

無

私
無
欲
の
理
想
が
極
め
て
熱
心
に
説
か

れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
は
、

死
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
眞
な
ら
ざ
る
生
命

か
ら
人
間
を
救
う
と
云
う
観
念
を
表
現

す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
涅

槃
（
ニ
ル
バ
ー
ナ
）

即
ち
ラ
ン
プ
の
じ

*85

ん
滅
の
シ
ン
ボ
ル
と
同
様
で
あ
る
。

印
度
特
有
の
思
想
で
は
、
人
間

の
眞
の
救
済
は
、
無
明
（
ア
ビ
ィ
デ
ィ

ア
）

か
ら
の
救
済
で
あ
る
と
主
張
さ
れ

*86

て
い
る
。
積
極
的
で
あ
り
、
真
実
で
あ

る
如
何
な
る
も
の
を
も
破
壊
す
る
こ
と

―
尤
も
こ
れ
は
不
可
能
な
る
故
に
―
で

な
く
て
、
消
極
的
な
る
も
の
、
我
々
の

真
理
の
目
堵
を
妨
げ
る
も
の
を
破
壊
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
無
明
な
る
妨
害

物
が
取
り
去
ら
れ
る
時
、
そ
の
時
に
の

み
眼
瞼
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
眼
に
と
っ
て
何
等
損
失
で
は
な
い
。

我
々
の
自
我
が
そ
の
ま
ま
で
眞
な
る
こ

と
、
自
我
は
そ
れ
だ
け
で
完
全
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
し
む
る
も
の
は
、

我
々
の
無
明
な
の
で
あ
る
。
我
々
が
自
我

に
つ
い
て
、
か
か
る
誤
れ
る
考
え
方
を
す

る
時
、
我
々
は1

自
我
を
生
涯
の
究
極
の

目
的
と
す
る
が
如
き
方
法
で
生
活
を
試
み

る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
我
々
の
運
命
は
、

丁
度
道
の
埃
に
し
が
み
つ
い
て
目
的
地
に

達
せ
ん
と
す
る
人
の
如
く
、
失
望
と
云
う

こ
と
に
き
ま
っ
て
い
る
。
自
我
は
我
々
を

止
め
置
く
何
等
の
方
法
も
持
ち
合
わ
せ
な

い
。
こ
れ
自
我
の
本
性
は
過
ぎ
去
り
行
く

こ
と
で
在
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
人
生
の

織
機
を
通
り
抜
け
つ
つ
あ
る
自
我
の
糸
に

す
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
我
々
は
糸
が

織
り
込
ま
れ
る
布
と
云
う
目
的
に
糸
を
役

立
た
し
む
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
間
が

入
念
に
心
し
て
自
我
享
受
の
手
配
を
す
る
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時
、
火
を
附
け
る
が
パ
ン
を
作
る
パ
ン
粉

を
持
た
な
い
の
で
、
火
は
燃
え
上
が
り
、

次
第
に
き
え
る
。
丁
度
自
分
の
子
を
食
い

殺
し
、
死
ん
で
行
く
不
自
然
な
獣
の
如
く

で
あ
る
。

未
知
の
国
語
の
言
葉
は
高
圧
的
に
目

立
つ
。
そ
の
言
葉
は
我
々
の
足
を
止
め

る
が
何
も
我
々
に
言
っ
て
い
な
い
。
言

葉
の
こ
の
足
枷
か
ら
救
わ
れ
る
た
め
に

は
、
我
々
は
我
々
の
無
明

（
ア
ビ
ィ
デ

*88

イ
ア
）
か
ら
逃
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
時
に
我
々
の
頭
は
内
的
思
想
に
そ
の

自
由
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
然
し
我
々

の
国
語
の
無
知
は
、
言
葉
の
破
壊
に
よ

っ
て
の
み
一
掃
さ
れ
る
と
云
え
ば
馬
鹿

げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
て
、

完
全
に
覚
え
と
凡
て
の
言
葉
は
在
る
べ

き
所
に
停
ま
り
、
我
々
を
た
だ
言
葉
に

束
縛
す
る
の
み
で
な
く
、
言
葉
を
超
え

し
め
、
内
的
思
想
に
導
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
即
ち
解
脱
で
あ
る
。

か
く
て
、
我
々
を
し
て
自
我
は
そ
れ

の
み
で
目
的
な
り
と
思
わ
し
め
、
又
、

自
我
は
そ
の
限
界
を
超
え
る
思
想
を
包

ん
で
い
る
て
ふ
我
々
の
考
え
を
妨
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
我
を
足
枷
た
ら
し
む

る
も
の
は
、
唯
々
無
明
（
む
み
ょ
う
）

の
み
で
あ
る
。
こ
れ
賢
人
「
汝
自
身
を

無
明
か
ら
逃
れ
し
め
て
自
由
に
せ
よ
。

汝
の
霊
を
知
り
て
幽
閉
す
る
自
我
の
把

握
よ
り
救
わ
れ
よ
」
と
来
た
り
云
う
理

由
で
あ
る
。我

々
は
自
己
の
最
も
真
な
る
本

性
を
達
す
る
時
自
由
を
得
る
。
芸
術
家

た
る
人
は
自
分
の
芸
術
の
理
想
を
見
出

す
時
、
芸
術
的
自
由
を
見
出
す
。
そ
の

時
、
芸
術
家
は
骨
折
っ
て
模
倣
を
企
て

る
こ
と
か
ら
脱
却
し
、
一
般
人
の
賞
賛

な
る
刺
激
か
ら
脱
す
る
の
で
あ
る
。
宗

教
の
本
分
は
我
々
の
本
性
を
破
壊
す
る

こ
と
で
な
く
て
、
充
実
す
る
こ
と
で
あ

る
。梵

語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）
の
ダ
ル

マ

は
普
通
、
宗
教
と
英
訳
さ
れ
る
が
、

*91
我
々
の
国
語
で
は
一
層
深
い
意
味
を
持
っ

て
い
る
。
ダ
ル
マ
は
凡
て
の
物
の
最
奥
の

本
性
で
あ
り
、
精
神
で
あ
り
、
含
蓄
さ
れ

た
本
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
は

我
々
の
自
我
の
裡
に
働
き
つ
ヾ
あ
る
最
高

目
的
で
あ
る
。
何
で
も
悪
い
こ
と
が
為
さ

れ
る
時
に
は
、
我
々
は
ダ
ル
マ
が
侵
さ
れ

る
と
云
う
。
そ
の
意
味
は
、
我
々
の
本
性

に
背
い
た
と
云
う
こ
と
だ
。

然
し
我
々
の
裡
の
本
当
の
も
の
な
る

ダ
ル
マ
は
内
在
せ
る
が
故
に
明
ら
か
に

見
え
な
い
か
ら
罪
深
い
こ
と
が
人
間
の

本
性
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
そ
し
て
神

の
特
別
の
恩
籠
に
よ
り
て
の
み
、
特
別

の
人
間
が
救
わ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
て

来
た
。
こ
れ
は
種
子
の
本
性
は
そ
の
殻

の
中
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
が
木
に
成
長
し
得
る
は
、

在
る
特
別
の
奇
跡
に
よ
っ
て
の
み
で
あ

る
と
云
う
に
等
し
い
。
然
し
種
子
の
外

観
は
そ
の
真
の
本
性
に
矛
盾
し
て
い
る

と
云
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
か
。
諸
氏
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が
種
子
を
化
学
的
分
析
に
附
す
る
時
、

そ
の
中
に
炭
素
、
蛋
白
質
、
そ
の
他
多

く
の
物
質
を
見
出
し
得
よ
う
が
、
枝
を

張
る
木
と
云
う
考
え
は
見
出
さ
な
い
。

唯
、
木
が
形
を
取
る
時
に
の
み
、
そ
の

ダ
ル
マ
を
見
る
様
に
な
り
、
そ
の
時
に

地
中
で
無
駄
に
さ
れ
、
腐
ら
さ
れ
た
種

子
は
そ
の
ダ
ル
マ
と
云
う
点
で
、
即
ち

そ
の
真
の
本
性
の
実
現
と
云
う
点
で
妨

げ
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
疑
ひ
も
な
く
断

言
し
得
る
。
人
類
の
歴
史
に
於
い
て
、

我
々
は
自
信
の
な
か
の
生
き
た
種
子
が

発
芽
す
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
我
々
は

自
己
の
な
か
の
偉
大
な
る
目
的
が
印
度

の
最
も
偉
大
な
る
人
々
の
生
活
に
具
体

化
す
る
の
を
見
て
来
た
。
そ
し
て
効
果

の
あ
が
ら
ぬ
様
に
思
わ
れ
る
多
く
の
個

人
的
生
活
が
あ
る
が
、
な
ほ
実
を
結
ば

な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
そ
の
本
性

（
ダ
ル
マ
）
で
な
く
、
個
人
的
生
活
は

自
ら
の
殻
を
破
っ
て
自
ら
を
力
強
い
霊

的
の
若
枝
に
変
へ
、
空
気
と
光
と
の
中

に
伸
び
て
行
き
、
四
方
八
方
に
枝
を
張

り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
確
信
し
た
。

種
子
の
自
由
は
そ
の
本
性
（
ダ
ル

マ
）
の
到
達
、
即
ち
木
と
な
る
種
子
の

本
質
と
運
命
と
に
到
達
す
る
こ
と
に
在

る
。
そ
の
種
子
に
と
り
牢
獄
で
あ
る
も

の
は
、
非
実
現
で
あ
る
。
物
が
よ
っ
て

以
て
そ
の
充
実
を
達
す
る
犠
牲
は
、
死

に
終
わ
る
犠
牲
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自

由
を
得
る
た
め
の
絆
を
抛
棄
す
る
こ
と

で
あ
る
。

我
々
が
人
間
の
持
つ
自
由
と
云

う
最
高
の
理
想
を
知
る
時
、
我
々
は
人

間
の
本
性
（
ダ
ル
マ
）
、
人
間
の
本
質

の
精
神
、
人
間
の
自
我
の
真
義
を
知
る
。

一
見
、
人
間
は
、
こ
れ
を
ば
よ
っ
て
以

て
自
己
満
足
と
自
大
と
の
無
限
の
機
会

を
得
る
自
由
と
看
倣
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
然
し
こ
の
事
は
、
歴
史
に
よ
り

確
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
印

度
の
天
啓
を
説
く
く
人
々
は
常
に
自
己

犠
牲
の
生
活
を
送
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。

人
間
に
於
け
る
高
尚
な
性
質
は
、
常
に
、

自
ら
に
勝
り
、
尚
且
つ
そ
の
最
深
の
真

理
で
あ
る
何
物
か
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
何
物
か
は
高
尚
な
性
質
を
凡
て
犠

牲
に
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
し
か

も
こ
の
犠
牲
を
そ
れ
自
身
の
報
酬
と
す

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
の
本
性

（
ダ
ル
マ
）
で
あ
り
、
人
間
の
宗
教
で

あ
る
。
人
間
の
自
我
は
こ
の
犠
牲
を
祭

壇
に
運
ぶ
べ
き
器
で
あ
る
。

我
々
は
巳
が
自
我
を
二
つ
の
異
な
れ

る
方
面
よ
り
見
得
る
。
自
ら
を
見
せ
び

ら
か
す
自
我
と
、
自
ら
を
超
越
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
意
味
を
啓
示
す
る

自
我
と
で
あ
る
。
自
ら
を
見
せ
び
ら
か

す
た
め
に
自
我
は
大
な
ら
ん
と
試
み
、

財
産
蓄
積
の
台
上
に
立
た
ん
と
試
み
る
。

更
に
、
凡
て
の
も
の
を
自
ら
の
所
に
も

齋
ら
さ
ん
と
試
み
る
。
自
ら
を
啓
示
す

る
た
め
に
自
我
は
そ
の
持
て
る
凡
て
の

物
を
捨
て
、
か
く
て
蕾
よ
り
咲
き
出
ず

る
光
の
如
く
完
全
に
な
り
、
そ
の
美
の

杯
か
ら
凡
て
の
芳
香
を
注
ぎ
出
す
の
で

あ
る
。

ラ
ン
プ
に
は
油
が
容
れ
て
あ
る
。
ラ
ン

プ
は
油
を
し
っ
か
り
把
ん
で
安
全
に
持

ち
こ
た
え
、
些
か
も
洩
れ
ぬ
様
に
守
っ

て
い
る
。
か
く
し
て
、
ラ
ン
プ
は
周
囲
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の
凡
て
の
物
か
ら
分
離
さ
れ
、
バ
ラ
バ

ラ
に
な
る
。
然
し
、
灯
が
が
灯
さ
れ
る

と
直
ち
に
、
ラ
ン
プ
は
そ
の
意
味
を
見

出
す
。
遠
近
に
在
る
凡
て
の
こ
の
物
と

の
関
係
は
確
立
さ
れ
て
、
ラ
ン
プ
は
惜

し
げ
も
な
く
油
の
貯
え
を
焰
を
養
う
た

め
に
犠
牲
に
す
る
。

か
か
る
ラ
ン
プ
が
我
々
の
自
我
で
あ
る
。

ラ
ン
プ
が
そ
の
所
有
物
を
貯
え
る
限
り
、

自
ら
を
暗
く
し
て
置
く
。
そ
の
行
い
は

ラ
ン
プ
の
真
の
目
的
と
矛
盾
す
る
。
ラ

ン
プ
が
証
明
を
見
出
す
時
、
瞬
時
に
自

ら
を
忘
れ
、
光
を
高
く
揚
げ
、
持
て
る

凡
て
の
物
を
以
て
光
に
役
立
つ
の
で
あ

る
。
こ
れ
、
そ
こ
に
ラ
ン
プ
の
啓
示
が

存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
啓
示
は
仏

陀
が
説
い
た
自
由
で
あ
る
。
仏
陀

は
ラ

*94

ン
プ
に
て
の
油
を
放
棄
す
る
こ
と
を
乞

う
。
然
し
、
目
的
無
き
放
棄
は
仏
陀
も

意
味
せ
ざ
り
し
一
層
暗
い
貧
困
で
あ
る
。

ラ
ン
プ
は
そ
の
油
を
光
に
放
棄
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
か
く
し
て
ラ
ン
プ
は
そ
の

貯
え
の
中
に
持
て
る
目
的
を
自
由
に
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
解
脱
で
あ
る
。

仏
陀
の
指
示
し
た
道
は
単
に
自
己
犠
牲

の
実
行
の
み
で
な
く
、
愛
の
拡
大
で
あ

る
。
そ
の
中
に
仏
陀
の
教
え
の
真
義
が

あ
る
。

我
々
が
仏
陀
に
よ
り
説
か
れ
し

涅
槃
（
ニ
ル
バ
ー
ナ
）
の
状
態
は
愛
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
時
、
我

々
は
確
か
に
涅
槃
は
愛
の
最
高
頂
点
で

あ
る
こ
と
を
し
る
。
こ
れ
愛
は
そ
れ
の

み
で
目
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
他
の
凡
て

の
物
は
我
々
の
頭
の
中
「
何
故
か
」
の

質
問
を
起
こ
す
。
そ
し
て
我
々
は
そ
の

理
由
を
求
め
る
。
然
し
我
々
が
「
余
は

愛
す
」
と
言
う
時
「
何
故
お
前
は
愛
す

る
や
」
と
理
由
を
問
う
べ
き
余
地
は
は

な
い
。
愛
は
唯
々
そ
れ
だ
け
で
最
後
の

答
え
で
あ
る
。

成
る
程
、
利
己
心
で
も
人
間
に
放
棄
す

る
こ
と
を
強
い
る
。
然
し
、
利
己
的
な

人
間
は
強
い
ら
れ
て
放
棄
す
る
。
丁
度

そ
れ
は
未
熟
の
果
実
を
ち
ぎ
る
が
如
き

も
の
で
あ
る
。
汝
は
木
か
ら
そ
れ
を
も

ぎ
取
り
、
枝
を
傷
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然

し
、
人
間
が
愛
す
る
時
、
放
棄
す
る
こ

と
は
人
間
に
と
り
歓
喜
の
こ
と
で
あ
る
。

丁
度
、
熟
し
た
果
実
を
木
が
何
の
惜
し

気
も
な
く
譲
与
す
る
が
如
き
も
の
で
あ

る
。
我
々
の
財
産
の
凡
て
は
、
利
己
的

願
望
に
絶
え
ず
惹
か
れ
て
重
く
な
る
。

我
々
は
そ
れ
等
を
容
易
に
放
棄
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
財
産
は
我
々
の

本
性
に
属
す
る
様
に
見
え
る
。
第
二
の

皮
膚
と
し
て
我
々
に
癒
着
し
て
い
る
。

せ
れ
で
之
を
引
き
放
す
と
血
が
出
る
。

然
し
我
々
が
愛
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る

時
に
は
、
そ
の
力
は
反
対
方
向
に
作
用

す
る
。
我
々
に
し
っ
く
り
癒
着
し
て
い

た
も
の
は
、
そ
の
癒
着
と
重
み
と
を
失

ひ
、
我
々
は
此
等
の
財
産
は
自
分
で
物

で
な
い
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
等
を
放
棄

す
る
こ
と
は
損
失
ど
こ
ろ
で
な
く
、
我

々
は
そ
の
中
に
自
己
の
本
性
の
充
実
を
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見
出
す
の
で
あ
る
。

か
く
て
我
々
は
完
全
な
愛
の
中
に
自
我

の
自
由
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
如
何
程

よ
く
苦
痛
を
惹
き
起
こ
そ
う
と
も
、
愛

の
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
の
み
が
自
由

に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
愛

の
為
に
働
く
こ
と
は
行
動
に
於
け
る
自

由
で
あ
る
。
こ
れ
が
ギ
ー
タ
ー

の
説
く

*95

仕
事
を
す
る
に
無
視
無
欲
た
れ
の
教
え

で
あ
る
。

ギ
ー
タ
ー
は
云
う
。
我
々
は
行
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
、
行
動
に
於

い
て
の
み
我
々
は
自
己
の
本
性
を
示
現

す
る
か
ら
で
あ
る
と
。
然
し
、
こ
の
示

現
は
我
々
の
行
動
が
自
由
で
な
い
限
り

完
全
で
は
な
い
。
実
際
、
我
々
の
本
性

は
我
々
が
欲
望
或
い
は
恐
怖
に
強
制
さ

れ
て
仕
事
を
す
る
時
曇
ら
さ
れ
る
。
母

親
は
そ
の
子
へ
の
奉
仕
に
自
分
を
示
現

す
る
。
故
に
我
々
の
真
の
自
由
は
行
動

せ
ざ
る
こ
と
に
在
ら
ず
し
て
、
行
動
に

於
け
る
自
由
に
在
る
。
こ
の
行
動
に
於

け
る
自
由
は
愛
の
仕
事
に
お
い
て
の
み

達
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

神
の
示
現
は
そ
の
創
造
の
業
（
わ

ざ
）
に
あ
る
。
そ
し
て
優
波
尼
沙
土

（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
）
に
曰
く
「
智
・

力
・
行
は
神
の
本
性
に
属
す
」

と
。
此

*96

等
の
も
の
は
神
に
外
か
ら
課
せ
ら
れ
た

も
の
で
な
い
。
故
に
神
の
業
（
ワ
ザ
）

は
神
の
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
神
の
創

造
物
に
神
は
自
ら
を
実
現
す
る
。
同
じ

こ
と
が
他
の
所
で
、
別
の
言
葉
で
言
わ

れ
て
い
る
。
「
万
物
は
歓
喜
よ
り
産
ま

れ
、
歓
喜
に
よ
り
維
持
さ
れ
、
歓
喜
に

向
か
っ
て
進
み
行
き
、
歓
喜
の
中
へ
入

り
行
く
」

と
。
こ
れ
神
の
創
造
物
は
何

*97

等
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
造
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
そ
は
神
の
歓
喜
の
完
全
か

ら
う
ま
れ
る
。
創
造
す
る
の
は
神
の
愛

で
あ
る
。
故
に
創
造
物
に
神
自
身
の
示

現
が
あ
る
と
云
う
こ
と
を
指
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

芸
術
的
観
念
の
充
実
に
歓
喜
を
感
ず
る

芸
術
家
は
、
そ
れ
を
具
体
化
し
、
か
く

て
そ
れ
を
遠
く
に
置
き
、
眺
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
層
完
全
に
我
が
物
と
す

る
。
我
々
自
身
を
一
層
完
全
に
自
分
の

も
の
と
す
る
た
め
に
、
自
分
か
ら
そ
れ

を
切
放
し
、
愛
の
創
造
物
と
し
て
具
体

化
す
る
の
は
歓
喜
な
の
で
あ
る
。
故
に

こ
の
分
離
、
即
ち
嫌
悪
の
分
離
で
な
く

て
、
愛
の
分
離
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

嫌
悪
は
唯
一
の
要
素
、
即
ち
分
離
の
要

素
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
、
愛
は

二
つ
の
要
素
、
即
ち
単
に
外
観
に
過
ぎ

ぬ
分
離
の
要
素
と
究
極
の
真
理
た
る
混

一
の
要
素
と
を
持
つ
父
親
が
そ
の
子
を

腕
か
ら
抛
り
上
げ
る
時
、
抛
り
上
げ
る

こ
と
は
排
斥
す
る
こ
と
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
本
当
は
全
く
逆
で
あ
る
の
と
同

じ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
我
々
は
、
自
我
の
意
味
は

神
及
び
其
他
の
も
の
か
ら
の
分
離
に
見
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出
さ
る
べ
き
で
な
く
、
ヨ
ー
ガ

即
ち
融

*98

合
の
絶
え
ざ
る
実
現
の
中
に
見
出
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
画
布
の
白
地
の
側
に

見
出
さ
れ
る
の
で
な
く
て
、
絵
が
書
か

れ
つ
つ
あ
る
側
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
云
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
小
我
の
自
我
の
分
離
が
印
度
の

哲
人
に
よ
り
摩
耶
（
マ
ー
ヤ
ー
）

即
ち

*99

幻
覚
と
看
破
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
何

故
か
な
れ
ば
、
自
我
の
分
離
と
云
う
こ

と
は
何
等
其
れ
自
身
固
有
の
実
在
性
は

持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
分
離
せ

る
自
我
は
危
険
な
様
に
見
え
る
。
そ
れ

は
自
ら
の
孤
立
を
目
が
回
る
程
の
高
さ

に
挙
げ
、
存
在
の
美
し
い
面
に
陰
気
な

影
を
投
げ
る
。
外
か
ら
見
れ
ば
反
逆
的

で
、
破
壊
的
な
突
然
の
分
離
の
様
相
を

帯
び
て
い
る
。
そ
れ
は
傲
慢
で
あ
り
、

横
柄
で
あ
り
、
気
儘
で
あ
る
。
そ
れ
は

瞬
間
の
欲
望
を
満
足
せ
し
む
る
た
め
に
、

宇
宙
の
冨
の
全
て
を
宇
宙
か
ら
強
奪
せ

ん
も
の
と
構
え
て
い
る
。
一
日
の
間
、

そ
の
醜
さ
を
飾
る
た
め
に
美
と
云
う
神

聖
な
鳥
か
ら
羽
毛
の
総
て
を
容
赦
な
く
、

残
酷
に
む
し
り
取
ろ
う
と
構
え
て
い
る
。

人
間
の
伝
説
に
ま
こ
と
斯
う
云
う
て
い

る
。
即
ち
分
離
せ
る
自
我
は
そ
の
額
に

不
従
順
の
黒
い
印
を
印
さ
れ
て
永
久
に

負
う
と

。
然
し
、
以
上
の
こ
と
は
凡
て

*100

無
明
を
包
蔵
せ
る
幻
覚
（
マ
ー
ヤ
ー
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
霧
で
あ
り
、
太
陽
で

は
な
い
。
そ
れ
は
愛
の
火
を
予
示
す
る

黒
煙
で
あ
る
。

銀
行
紙
幣
を
持
っ
て
い
る
者
に
は
、

欲
し
い
も
の
は
、
欲
し
い
も
の
は
何
で

も
得
さ
せ
る
魔
力
が
有
る
の
は
、
銀
行

紙
幣
の
紙
で
あ
る
と
無
智
故
に
思
い
居

る
蛮
人
を
想
像
さ
れ
よ
。
彼
は
そ
の
紙

を
重
ね
た
り
、
隠
し
た
り
、
凡
ゆ
る
種

類
の
馬
鹿
げ
た
方
法
で
処
理
し
た
り
し
、

終
に
根
負
け
し
て
、
紙
幣
は
絶
対
に
無

価
値
な
物
で
あ
り
、
火
中
に
投
ず
る
に

の
み
適
し
て
い
る
と
云
う
結
論
に
悲
し

く
も
到
達
す
る
。
然
し
、
賢
人
は
銀
行

紙
幣
の
紙
は
す
べ
て
摩
耶
（
マ
ー
ヤ

ー
）
で
あ
り
、
銀
行
に
渡
さ
れ
る
迄
は

無
益
の
も
の
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

自
我
の
分
離
が
、
銀
行
紙
幣
の
紙
の
様

に
」
、
そ
れ
だ
け
で
貴
重
な
も
の
な
の

だ
と
信
ぜ
し
む
る
も
の
は
我
々
の
無
明

（
ア
ビ
ィ
デ
ィ
ア
ー
）
の
み
で
あ
る
。

こ
の
信
念
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と

に
よ
り
我
々
の
自
我
は
無
価
値
な
も
の

と
さ
れ
る
。
こ
の
自
我
が
測
り
知
れ
ぬ

程
貴
い
冨
を
持
っ
て
や
っ
て
来
る
の
は
、

無
明
が
取
り
除
か
れ
た
時
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
「
神
の
歓
喜
が
と
る
不
死
の
形
の

中
に
神
が
顯
現
し
て
い
る
」

か
ら
で
あ
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る
。
此
等
の
形
が
持
つ
価
値
は
神
の
歓

喜
が
形
に
与
え
た
価
値
に
外
な
ら
な
い
。

我
々
が
此
等
の
形
を
愛
な
る
最
初
の
歓

喜
に
送
還
す
る
時
、
そ
の
時
に
銀
行
で



*101*102*104

四
九
頁

此
等
の
形
を
現
金
に
換
え
る
こ
と
に
な

る
。

そ
し
て
此
等
の
形
の
眞
姿
を
見
出
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す
。人

間
が
純
然
た
る
必
要
に
迫
ら
れ
て

仕
事
を
す
る
時
、
仕
事
は
一
時
的
、
偶

然
的
性
質
を
帯
び
る
。
そ
れ
は
単
な
る

一
時
の
間
に
合
わ
せ
の
手
配
と
な
る
。

又
、
別
の
必
要
が
起
き
る
時
に
そ
れ
は

捨
て
ら
れ
、
壊
さ
れ
た
儘
放
っ
て
置
か

れ
る
。
然
し
、
人
間
の
仕
事
が
歓
喜
の

結
果
で
あ
る
時
、
そ
れ
が
と
る
形
は
不

滅
の
要
素
を
持
つ
。
人
間
に
於
け
る
不

滅
な
も
の
が
人
間
の
仕
事
に
自
ら
の
永

久
の
性
質
を
与
え
る
。

神
の
歓
喜
の
形
と
し
て
は
我
々

の
自
我
は
不
死
で
あ
る
。
こ
れ
神
の
歓

喜
は
永
久
（
ア
ム
リ
タ
ム
）

で
あ
る
か
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ら
だ
。
死
の
事
実
が
疑
い
得
ぬ
時
で
も
、

我
々
を
し
て
死
に
疑
い
を
抱
か
し
む
る

も
の
は
、
我
々
の
裡
に
在
る
こ
の
自
我

は
不
滅
な
り
と
の
事
実
で
あ
る
。
我
々

の
裡
の
此
の
矛
盾
を
調
和
せ
ん
と
し
て
、

我
々
は
生
死
の
二
元
の
中
に
調
和
が
あ

る
と
云
う
真
理
に
た
っ
す
る
。
表
現
に

於
い
て
は
有
限
で
あ
り
、
生
命
の
根
本

に
於
い
て
は
無
限
で
あ
る
霊
の
生
命
は
、

無
限
な
る
も
の
を
実
現
す
る
。
途
上
に

お
い
て
死
の
門
を
く
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
云
う
こ
と
を
我
々
は
し
る
。
一
元
的

の
も
の
は
死
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
命
を

有
た
な
い
。
然
し
生
命
は
二
元
的
で
あ

る
。
事
実
と
外
観
と
を
有
つ
。
死
は
生

に
離
る
可
か
ら
ざ
る
随
体
物
た
る
外
観

で
あ
り
、
幻
覚
（
マ
ー
ヤ
ー
）
で
あ
る
。

我
々
の
自
我
は
生
き
ん
が
た
め
に
は
形

の
絶
え
ざ
る
変
化
と
成
長
と
を
経
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、

同
時
に
行
わ
れ
る
不
断
の
死
と
不
断
の

生
で
あ
る
、
と
云
っ
て
よ
ろ
し
い
。
我

々
が
死
を
快
諾
す
る
を
拒
み
、
自
我
の

形
に
何
か
固
定
的
な
無
変
化
を
与
へ
ん

と
思
い
、
自
我
が
成
長
し
て
自
我
を
脱

す
る
よ
う
に
促
す
何
等
の
衝
動
を
感
ぜ

ず
自
我
が
自
ら
の
限
界
を
最
後
の
も
の

と
看
倣
し
て
、
そ
の
様
に
行
動
す
る
の

は
、
真
に
死
を
招
く
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
死
に
平
気
に
な
れ
、
と
の

我
々
の
師

の
命
が
来
る
。
絶
滅
へ
の
命
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令
で
な
く
、
永
久
の
生
命
に
対
す
る
命

令
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
朝
の
光
の
中

に
ラ
ン
プ
の
光
を
消
す
こ
と
で
あ
り
、

太
陽
の
除
去
で
は
な
い
。
命
令
は
我
々

が
本
性
の
奥
底
に
持
っ
て
い
る
最
も
秘

密
な
願
望
を
意
識
的
に
実
行
す
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
自
己
の
存
在
の
中
に
二
組
の

願
望
を
有
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
調
和
せ

ん
と
我
々
は
努
力
す
る
。
我
々
の
物
質

的
性
質
の
領
域
で
は
我
々
が
常
に
意
識

し
て
い
る
一
組
の
願
望
が
あ
る
。
我
々

は
飲
食
を
享
受
せ
ん
と
望
む
。
我
々
は

肉
体
的
快
楽
と
安
楽
と
を
切
望
す
る
。

此
等
の
願
望
は
自
己
本
位
で
あ
る
。
此

等
は
夫
々
の
衝
動
に
の
み
心
を
寄
せ
る
。
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我
々
の
味
覚
の
願
望
は
胃
が
許
す
も
の

と
往
々
相
反
す
る
。

然
し
我
々
は
全
体
と
し
て
の
肉
体
の

願
望
で
あ
り
、
平
常
意
識
し
て
い
な
い

他
の
一
組
の
願
望
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
健
康
の
願
望
で
あ
る
。
こ
れ
は
改

善
し
た
り
、
癒
い
た
り
、
不
良
微
候
の

場
合
に
新
し
い
調
節
を
な
し
、
且
つ
均

衡
を
恢
復
せ
し
め
乍
ら
仕
事
を
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
健
康
に
対
す
る
願
望
は

我
々
の
刻
下
の
肉
体
的
願
望
の
満
足
に

心
を
寄
せ
な
い
で
、
現
在
を
超
え
た
彼

方
に
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
生

命
を
過
去
と
未
来
と
で
繋
ぎ
、
且
つ
生

命
の
部
分
間
の
統
一
を
維
持
す
る
。

賢
明
な
る
人
は
こ
れ
を
知
り
、
他
の
肉

体
的
願
望
を
こ
れ
と
調
和
せ
し
む
る
。

我
々
は
社
会
体
な
る
一
層
大
な
る
肉

体
を
持
つ
。
社
会
は
有
機
的
組
織
体
で

あ
る
。
我
々
は
部
分
と
し
て
、
そ
れ
に

対
し
個
々
の
願
望
を
持
っ
て
い
る
。
我

々
は
自
ら
の
快
楽
と
放
恣
と
を
欲
す
る
。

我
々
は
他
の
誰
よ
り
も
払
う
こ
と
を
少

な
く
し
て
、
得
る
こ
と
○
き
を
欲
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
奪
い
合
い
と
争
い
と
が

惹
き
起
こ
さ
れ
る
。
然
し
社
会
の
一
員

と
し
て
の
我
々
の
存
在
の
奥
底
に
働
く

別
の
願
望
が
我
々
に
あ
る
。

そ
れ
は
社
会
の
福
祉
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
目
下
の
利
己
的
な
も
の

の
限
界
を
こ
え
る
。
そ
れ
は
無
限
の
な

る
も
の
の
味
方
で
あ
る
。

賢
明
な
る
人
は
、
自
己
満
足
を
求
め

る
願
望
を
社
会
善
を
も
と
め
る
願
望
と

調
和
せ
ん
と
す
る
。
か
く
て
の
み
そ
の

人
は
自
己
の
高
尚
な
自
我
を
実
現
す
る
。

そ
の
有
限
な
る
相
に
於
い
て
、
自
我

は
自
ら
の
分
離
を
意
識
し
て
い
る
。
そ

し
て
凡
て
の
他
人
よ
り
以
上
の
優
越
を

持
と
う
と
企
て
ヾ
無
慈
悲
で
あ
る
。
然

し
そ
の
無
限
な
る
相
に
於
い
て
自
我
の

願
望
は
、
自
我
を
完
全
に
導
き
、
単
な

る
自
己
増
大
に
導
か
ざ
る
調
和
を
え
る

こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
物
質
的
性
質
の
解
放
は
健
康

を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
的
存
在
と

し
て
の
願
望
は
善
を
え
る
こ
と
で
あ
り
、

自
我
の
願
望
は
愛
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

最
後
の
も
の
は
、
仏
陀
が
絶
滅
と
な
す

も
の
、
即
ち
利
己
が
心
の
絶
滅
で
あ
る
。

こ
の
利
己
心
の
絶
滅
が
愛
の
本
分
で
あ

り
、
そ
れ
は
闇
に
到
ら
ず
、
明
る
み
に

い
た
る
。
こ
れ
菩
提
（
ボ
ー
ド
ヒ
イ
）
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即
ち
正
覚
の
到
達
で
あ
る
。
そ
れ
は
愛

と
云
う
光
に
よ
っ
て
無
限
の
歓
喜
を
我

々
の
中
に
示
し
て
呉
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
自
我
の
移
り
行
き
は
、
孤
立

し
て
い
る
自
我
の
自
己
本
位
を
経
て
調

和
的
な
霊
の
到
達
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
調
和
は
強
制
に
よ
っ
て
は
決
し
て

到
達
さ
れ
な
い
。
そ
の
様
に
、
我
々
の

意
思
は
、
そ
の
成
長
の
過
程
に
於
い
て
、

独
立
と
反
抗
と
を
通
っ
て
、
究
極
の
完

成
に
到
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々

は
愛
な
る
積
極
的
自
由
を
達
す
る
に
先

立
ち
、
放
恣
な
る
自
由
の
消
極
的
形
の
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可
能
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

消
極
的
自
由
、
即
ち
自
我
意
識
の
自
由

は
自
ら
の
最
高
の
実
現
に
一
時
は
背
を

向
け
る
こ
と
は
出
来
る
が
、､

全
然
そ
れ

か
ら
自
ら
を
切
放
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
れ
、
さ
う
す
れ
ば
自
我
意
思
は
自
ら

の
意
味
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の

自
我
意
思
は
或
程
度
ま
で
自
由
を
も
つ
。

そ
れ
は
本
当
の
道
か
ら
強
い
て
外
れ
る

こ
と
の
何
た
る
か
を
知
り
得
る
が
、
然

し
何
時
迄
も
そ
の
方
向
に
進
み
続
け
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
、
我
々
は
我

々
の
消
極
的
側
面
に
於
い
て
は
有
限
で

あ
る
か
ら
だ
。
我
々
は
自
己
の
悪
行
を

止
め
、
不
一
致
の
経
歴
を
止
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
悪
は
無
限
で
な
く
、
不

一
致
は
本
来
目
的
で
あ
り
得
ぬ
か
ら
だ
。

我
々
の
意
思
が
自
由
な
る
は
、
意
思
が

自
ら
の
真
の
道
は
善
と
愛
と
に
向
か
っ

て
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
且
つ
そ
れ

を
実
行
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
善

と
愛
と
は
無
限
で
あ
り
、
無
限
に
於
い

て
始
め
て
自
由
は
完
全
に
実
現
し
得
る

か
ら
だ
。
そ
れ
で
我
々
の
意
思
は
自
我

の
限
界
に
向
か
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ

が
幻
覚
（
マ
ー
ヤ
ー
）
で
あ
り
、
不
存

在
で
あ
る
所
に
向
か
っ
て
で
は
な
く
て
、

無
限
に
向
か
っ
て
、
眞
と
愛
と
の
あ
る

所
に
向
か
っ
て
行
っ
て
自
由
な
る
事
が

出
来
る
。
我
々
の
自
由
は
自
ら
の
自
由

の
源
に
逆
ら
い
尚
且
つ
自
由
で
あ
り
得

ぬ
。
自
由
は
自
殺
し
尚
且
つ
生
き
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
我
々
は
我
と
我
が
身

を
足
枷
で
縛
る
た
め
に
無
限
の
自
由
を

持
つ
べ
き
だ
と
は
云
い
得
な
い
。
こ
れ

足
枷
を
す
る
こ
と
は
自
由
を
ほ
ろ
ぼ
す

か
ら
だ
。

そ
の
様
に
、
我
々
は
意
思
の
自

由
に
於
い
て
も
、
生
命
の
場
合
と
同
じ

く
、
外
観
と
真
実

と
の
二
元
を
持
つ
の
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で
あ
る
。
我
々
の
自
我
意
識
は
自
由
の

外
観
に
過
ぎ
ず
、
愛
が
自
由
の
本
当
の

姿
で
あ
る
。
我
々
が
こ
の
外
観
を
眞
の

姿
か
ら
切
り
離
そ
う
と
試
み
る
時
、
そ

の
企
て
は
不
幸
を
招
き
、
結
局
は
無
効

果
な
る
事
を
実
証
す
る
こ
と
に
な
る
。

凡
て
の
物
は
絵
姿
（
マ
ー
ヤ
ー
）
眞
姿

（
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ム
）
と
の
二
元
を
持
つ

の
で
あ
る
。
言
葉
が
単
に
音
で
あ
り
、

有
限
で
あ
る
時
に
は
マ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
。

そ
れ
が
思
想
で
あ
り
、
無
限
で
あ
る
時

に
は
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ム
で
あ
る
。
我
々
の

自
我
が
単
に
個
的
で
あ
り
有
限
で
あ
る

時
、
即
ち
我
々
の
自
我
が
そ
の
分
離
を

絶
対
の
も
の
と
看
破
す
時
、
我
々
の
自

我
は
マ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は

普
遍
的
な
も
の
、
無
限
な
も
の
最
高
の

自
我
パ
ラ
マ
ー
ト
マ
ン
に
あ
る
と
認
め

る
時
、
我
々
が
、
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
生

ま
れ
出
で
ぬ
前
よ
り
吾
は
在
る
也
」
と

云
っ
た
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の

自
我
は
私
の
中
に
在
る
自
我
の
口
を
借

り
て
語
る
永
遠
の
自
我

で
あ
る
。
個
人
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的
自
我
は
無
限
の
自
我
の
中
に
浸
っ
て
、

調
和
の
自
由
を
実
現
す
る
時
完
全
と
な

る
。
個
人
的
自
我
の
解
脱
（
ム
ク
テ
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イ
）
は
そ
の
時
で
あ
る
。
即
ち
摩
耶

（
マ
ー
ヤ
ー
）
、
換
言
す
れ
ば
無
明

（
ア
ブ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
）
か
ら
生
ず
る
外

観
の
奴
隷
た
る
こ
と
か
ら
個
我
が
救
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、
真
実
の

中
に
於
け
る
完
全
な
休
息

、
善
の
中
に
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於
け
る
完
全
な
活
動

、
愛
の
中
に
於
け
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る
完
全
な
融
合
に
於
い
て
個
我
が
解
放

さ
れ
る
。

単
に
我
々
の
自
我
の
中
の
み
な
ら
ず
、

尚
又
、
自
然
界
に
も
神
か
ら
の
こ
の
分

離
は
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
分
離
は
印
度

の
哲
人
に
よ
り
幻
覚
（
マ
ー
ヤ
ー
）
と

看
破
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
分
離
は
他
物

と
無
関
係
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、

又
、
神
の
無
限
性
を
外
部
か
ら
制
限
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
の
意
思
に
制
限

を
加
え
し
は
神
自
ら
の
意
思
で
あ
る
。

丁
度
そ
れ
は
棋
客
が
駒
を
動
か
す
こ
と

に
関
し
」
、
自
分
の
意
思
を
制
限
す
る

時
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
棋
客
は
自
ら

進
ん
で
各
特
定
の
駒
と
明
確
な
関
係
を

結
ぶ
。
そ
し
て
此
等
の
制
限
に
よ
っ
て

自
分
の
力
に
つ
い
て
の
歓
喜
を
実
現
す

る
。
こ
れ
は
棋
客
が
好
む
ま
ま
に
駒
を

動
か
す
こ
と
が
出
来
ぬ
か
ら
で
な
く
て
、

若
し
彼
が
好
む
ま
ま
に
動
か
し
て
行
く

な
ら
、
将
棋
は
あ
り
え
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

若
し
神
が
万
能
の
役
目
を
引
き
受
け
る

な
ら
ば
、
そ
の
時
に
神
の
創
造
は
終
わ

り
を
告
げ
、
神
の
力
は
そ
の
凡
て
の
意

義
を
失
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
力
が
力
た

る
た
め
に
は
制
限
内
で
働
か
ね
ば
な
ら

ぬ
か
ら
で
あ
る
。
神
の
水
は
水
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
神
の
土
も
土
以
外
で
は

決
し
て
あ
り
え
ぬ
。
此
等
の
も
の
を
土

や
水
と
な
せ
る
法
則
は
、
よ
っ
て
以
て

棋
客
か
ら
神
が
将
棋
を
離
し
た
神
自
身

の
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
そ
の
中
に
棋
客

の
歓
喜
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

法
則
の
制
限
に
よ
っ
て
自
然
が
神
か

ら
分
離
さ
れ
る
如
く
、
そ
の
様
に
自
我

を
神
か
ら
分
離
す
る
も
の
は
、
自
我
の

利
己
心
が
加
ふ
る
制
限
で
あ
る
。
神
は

自
ら
の
意
思
に
喜
ん
で
制
限
を
加
え
る
。

そ
し
て
我
々
自
身
の
小
さ
い
世
界
に
対

す
る
支
配
を
我
々
に
委
し
た
。
こ
れ
は
、

丁
度
父
親
が
幾
ら
か
の
小
遣
い
を
子
に

与
え
、
そ
の
範
囲
内
で
は
子
が
自
分
の

思
う
ま
ま
に
す
る
は
自
由
な
る
が
如
き

も
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
小
遣
い
は
父

自
身
の
財
産
の
一
部
の
ま
ま
で
あ
る
が
、

父
親
は
そ
れ
が
自
分
の
意
志
の
作
用
を

受
け
ぬ
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
愛
の
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
由

で
あ
る
父
の
意
志
は
他
の
自
由
な
意
志

と
結
合
し
て
始
め
て
歓
喜
を
持
ち
得
る

か
ら
で
あ
る
。
奴
隷
を
持
た
ね
ば
な
ら

ぬ
暴
君
は
奴
隷
を
自
己
の
目
的
の
た
め

の
道
具
と
看
倣
し
て
い
る
。
自
己
の
私

利
心
を
絶
対
に
安
全
な
ら
し
む
る
た
め

に
奴
隷
か
ら
意
志
を
押
潰
し
出
す
も
の

は
、
暴
君
自
身
の
必
要
の
意
識
で
あ
る
。

こ
の
私
利
心
は
他
人
の
最
小
の
自
由
も

我
慢
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
自

ら
が
自
由
な
ら
ざ
る
故
で
あ
る
。
暴
君
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は
そ
の
奴
隷
に
眞
に
頼
っ
て
い
る
。
故

に
奴
隷
を
自
己
の
意
思
の
単
な
る
手
段

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
有
用
せ

ん
と
試
み
る
。
然
し
愛
す
る
者
は
自
分

の
愛
を
実
現
す
る
た
め
に
二
つ
の
意
志

を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
愛
の
極
致

は
調
和
で
あ
り
、
自
由
と
自
由
の
と
の

調
和
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
様
に
我
々

の
自
由
に
形
を
与
え
た
神
の
愛
は
自
我

を
神
か
ら
分
離
し
た
。
そ
し
て
分
離
に

よ
り
再
び
調
和
を
確
立
し
、
神
を
我
々

の
自
我
と
結
び
つ
け
る
の
は
か
み
の
愛

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
我
々
の
自
我
が
無

限
の
更
新
を
経
ね
ば
な
ら
ぬ
所
以
で
あ

る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
我
の
分
離
の
経

歴
の
儘
で
は
自
我
は
永
久
に
行
進
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
分
離

は
自
我
が
無
限
の
源
へ
度
々
戻
っ
て
行

く
の
に
邪
魔
に
な
る
有
限
で
あ
る
。
我

々
の
自
我
は
そ
の
不
滅
の
青
春
を
実
現

す
る
た
め
に
絶
え
ず
そ
の
老
齢
を
投
げ

棄
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
再
三
再
四
、
忘

却
と
死
と
に
よ
っ
て
そ
の
制
限
を
脱
却

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
我
の
個
性
は
そ

の
個
的
生
命
を
常
に
恢
復
す
る
た
め
に
、

終
始
普
遍
的

な
る
も
の
に
没
入
し
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
。
実
際
、
毎
瞬
時
、
普
遍

的
な
も
の
を
潜
り
抜
け
て
来
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
自
我
は
永
遠
の
リ
ズ
ム
に
つ

い
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
一
歩

毎
に
根
本
的
の
統
一
に
触
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
美
し
く
、

強
く
平
衡
を
を
保
た
れ
て
分
離
を
維
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

生
と
死
と
の
遊
戯
を
我
々
は
到
る
処

で
見
か
け
る
。
―
こ
の
古
き
も
の
の
新

し
き
も
の
へ
の
変
化
を
。
日
は
朝
毎
に

雲
霧
な
く
、
白
く
、
花
の
様
に
新
鮮
に

我
々
を
訪
れ
る
。
然
し
、
我
々
は
そ
の

古
き
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
日
は
非
常

に
古
い
の
で
あ
る
。
そ
の
日
は
新
生
の

大
地
を
腕
に
抱
き
上
げ
、
光
の
白
き
外

套
で
蔽
い
、
星
宿
の
間
の
巡
礼
に
送
り

出
し
た
極
く
古
い
日
で
あ
る
。

然
し
日
脚
は
疲
れ
ず
、
そ
の
眼
は
霞
ま

な
い
。
日
は
老
い
る
こ
と
な
き
永
久
の

護
符
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
護
符
に
触

れ
れ
ば
、
全
て
の
皺
は
万
物
の
額
か
ら

消
え
失
せ
る
。
世
界
の
心
臓
の
核
心
に

不
滅
の
青
春
が
あ
る
。
死
の
衰
微
と
は

宇
宙
の
表
に
瞬
間
的
に
影
を
投
げ
て
過

ぎ
去
っ
て
行
く
。
そ
れ
ら
は
足
跡
を
少

し
も
残
さ
な
い
。
そ
れ
で
眞
な
る
も
の

は
新
鮮
で
若
々
し
い
姿
を
止
め
て
い
る
。

我
々
の
地
球
の
こ
の
古
い
古
い
日
は

朝
毎
に
繰
り
返
し
再
生
す
る
。
そ
れ
は

こ
の
音
楽
の
最
初
の
ジ
ュ
ウ
句
（
リ
フ

レ
エ
ン
）
へ
帰
る
の
で
あ
る
。
若
し
日

の
行
進
が
無
限
の
直
線
の
行
進
で
あ
っ

た
ら
、
換
言
す
れ
ば
、
若
し
日
が
底
知

れ
ぬ
夜
の
闇
へ
跳
び
込
み
、
涯
し
な
き

初
の
生
命
に
於
い
て
繰
り
返
し
再
生
さ

れ
る
あ
の
恐
ろ
し
い
休
止
が
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
日
は
そ
の
塵
埃

で
次
第
に
眞
な
る
も
の

を
汚
し
、
埋
め
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て
、
そ
の
重
い
足
取
り
で
地
球
の
上
に
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五
四
頁

絶
え
間
な
き
痛
み
を
拡
げ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
時
に
は
、
毎
瞬
時
が
疲
労
の
重
荷

を
○
に
残
し
て
行
く
。
そ
し
て
老
衰
が

永
久
に
埃
だ
ら
け
な
玉
座
に
降
臨
す
る

だ
ろ
う
。

然
し
、
毎
朝
、
日
は
新
し
く
咲
き
出

で
た
花
の
為
に
、
死
が
永
久
に
死
ん
で
行

き
、
騒
乱
の
波
は

唯
、
表
面
だ
け
の
こ
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と
で
あ
り
、
静
寂
の
海

は
測
り
知
れ
ぬ
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広
大
な
も
の
な
り
と
の
お
な
じ
伝
言
を
再

び
語
り
、
お
な
じ
保
証
で
再
び
新
た
に
し

て
再
生
す
る
。
夜
の
○
幕
は
引
き
寄
せ
ら

れ
、
永
遠
の
生
命
は
着
物
に
一
点
の
埃
の

汚
点
な
く
、
額
に
老
齢
の
皺
な
し
に
出
て

来
る
。

あ
ら
ゆ
る
物
に
存
す
る
以
前
よ
り
在

り
ま
す
神
は
今
日
も
同
じ
で
あ
る

と
云
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う
こ
と
を
知
る
。
創
造
の
歌
の
一
々
の

音
は
神
の
声
か
ら
刻
々
に
新
た
に
出
て

来
る
。
こ
の
宇
宙
は
家
な
き
放
浪
者
の

如
く
、
空
か
ら
空
へ
反
響
す
る
単
な
る

山
声
で
は
な
い

―
万
物
の
朦
朧
た
る
初
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め
に
於
い
て

、
こ
れ
を
最
後
と
し
て
歌
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わ
れ
、
そ
れ
か
ら
孤
児
と
し
て
残
さ
れ

た
る
古
い
歌
の
山
声
で
は
な
い
。
毎
瞬

時
、
宇
宙
は
神
の
心
か
ら
出
て
来
る
。

宇
宙
は
神
の
呼
吸
か
ら
吐
き
だ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
神
が
刻
々
に
宇
宙
を
創
造
し

つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
丁
度
思
想
が
詩
に

具
体
化
す
る
様
に
宇
宙
が
空
に
拡
が
り
、

且
つ
決
し
て
そ
の
累
積
す
る
重
み
で
落

ち
て
粉
砕
し
な
い
で
済
む
所
以
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
果
て
し
な
き
変
異
と
云
う
驚

く
べ
き
こ
と
が
由
来
す
る
。
人
智
で
は

証
明
し
得
ぬ
こ
と
の
到
来
、
個
体
の
果

て
し
な
き
行
列
も
其
処
に
由
来
す
る
。

し
か
も
そ
の
個
体
の
一
々
は
創
造
物
に

於
い
て
酷
似
物
を
持
た
な
い
。
最
初
に

於
け
る
が
如
く
そ
の
様
に
最
後
に
い
た

る
迄
、
始
ま
り
は
決
し
て
終
わ
る
も
の

で
は
な
い
。
し
て
見
れ
ば
世
界
は
常
に

古
く
し
て
、
常
に
新
し
い
。

自
我
は
そ
の
生
命
の
毎
瞬
時
に
再
生

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
を
知
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
我
に
死
を
背
負
わ
せ
、

自
我
を
老
齢
に
見
え
し
む
る
た
め
に
、

そ
の
外
皮
の
中
に
自
我
を
か
こ
っ
て
い

る
凡
て
の
迷
想
を
自
我
は
押
し
破
っ
て

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
生
命
は
不
滅
の
青
春
で
あ
り
、

生
命
は
そ
の
運
動
を
妨
げ
ん
と
試
み
る

老
齢
を

厭
ふ
が
故
で
あ
る
。
老
齢
は
実
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際
に
は
生
命
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
唯
々
影
が
ラ
ン
プ
に
伴
う
如
く
生

命
に
伴
う
て
来
る
も
の
で
あ
る
が
。

我
々
の
生
命
は
河
の
様
に
そ
の
岸
を

打
つ
。
こ
れ
は
単
に
生
命
が
岸
に
閉
じ

込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
た
め

で
な
く
て
、
海
に
向
か
っ
て
そ
れ
が
涯
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し
な
く
開
通
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
を

毎
瞬
時
新
た
に
覚
え
る
た
め
で
あ
る
。

生
命
は
一
歩
、
一
歩
に
そ
の
律
を
打
つ

詩
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
律
を
打
つ
の

は
律
の
八
釜
し
い
規
則
に
よ
っ
て
詩
が

黙
ら
さ
れ
る
た
め
で
な
く
て
、
そ
の
詩

の
佳
調
の
内
的
自
由
の
表
現
を
与
え
る

た
め
で
あ
る
。

我
々
の
個
性
の
限
界
の
壁
は
、
一
方

に
於
い
て
我
々
を
自
己
の
限
界
内
に
突

き
帰
す
。
他
方
に
於
い
て
我
々
を
無
限

に
向
か
っ
て
導
い
て
行
く
。
我
々
が
此

等
の
限
界
を
無
限
な
ら
し
め
ん
と
試
み

る
時
に
始
め
て
我
々
は
途
方
も
な
い
矛

盾
に
投
げ
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
不
幸
に

も
失
敗
を
招
く
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み

は
人
類
の
歴
史
に
於
け
る
大
革
命
の
原

因
で
あ
る
。
部
分
が
全
体
を
足
蹴
に
に

し
て
自
分
の
分
走
路
を
走
ら
ん
と
す
る

時
は
何
時
で
も
、
全
体
の
偉
大
な
牽
引

力
は
部
分
に
激
し
い
急
捻
を
与
え
、
突

然
止
ま
ら
せ
、
そ
し
て
粉
々
に
な
ら
し

め
る
。
個
人
が
絶
え
ず
流
れ
て
い
る
世

界
全
体
の
力
の
流
れ
を
堰
止
め
、
自
分

を
一
個
の
使
用
に
優
る
場
所
の
中
に
閉

じ
込
め
て
流
れ
し
め
な
い
時
に
は
、
い

つ
で
も
部
分
は
不
幸
を
招
く
。
ど
ん
な

に
王
が
力
強
く
と
も
、
渾
一
で
あ
る
力

の
無
限
の
源
に
対
し
て
叛
旗
を
翻
し
て

尚
且
つ
力
強
く
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ

ド
）
に
曰
く
「
不
正
に
よ
っ
て
ひ
人
々

は
栄
え
、
欲
す
る
物
を
得
、
敵
に
勝
ち

得
る
。
然
し
所
詮
そ
の
人
は
根
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
死
滅
に
会
う
の
だ
。
」

と
。
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我
々
は
根
は
若
し
我
々
が
人
格
の
偉
大

さ
を
達
せ
ん
と
欲
す
る
な
ら
、
普
遍
的

な
も
の
の
中
に
深
く
下
り
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
結
合
を
求
め
る
こ
と
は
我
々
の

自
我
の
目
的
で
あ
る
。
我
々
の
自
我
は

愛
と
従
順
と
の
心
持
ち
で
そ
の
頭
を
低

く
垂
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

て
偉
大
な
る
も
の
も
、
小
な
る
も
の
も

凡
て
の
も
の
が
会
う
所
に
居
を
し
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
我
は
損
失
に
よ

っ
て
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

て
放
棄
に
よ
っ
て
向
上
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
若
し
子
供
が
遊
戯
し
て
母
親
の

許
へ
帰
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば

、
そ
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の
遊
戯
は
子
供
に
取
っ
て
恐
ろ
し
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
の
個
性
の

誇
り
は
、
も
し
我
々
が
愛
の
中
に
そ
れ

を
放
棄
し
得
ね
ば
不
幸
の
種
で
あ
ろ
う
。

我
々
の
中
に
あ
っ
て
無
限
に
新
し
く
、

永
久
に
美
し
く
、
且
つ
我
々
の
自
我
に

唯
一
の
意
義
」
を
与
え
て
く
れ
る
も
の

は
唯
々
我
々
に
宿
れ
る
無
限
者
お
示
現

の
み
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
』
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第
五
章

愛
に
於
け
る
悟
り

我
々
は
今
や
無
限
な
る
も
の
と
有
限

な
る
も
の
と
の
共
存
、
最
高
の
霊
と
人

間
の
霊
と
の
共
存
と
云
う
永
久
に
解
け

ぬ
問
題
に
当
面
す
る
。
存
在
の
根
底
に

こ
の
上
も
な
き
矛
盾
が
横
は
っ
て
い
る
。

我
々
は
決
し
て
此
の
問
題
を
避
け
て
行

く
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
我
々
は
決

し
て
こ
の
問
題
の
外
に
立
ち
、
何
等
か

有
り
得
る
べ
き
掛
け
替
え
と
な
る
問
題

と
そ
の
軽
重
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
は

出
来
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
問
題

は
理
屈
の
上
で
存
在
し
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
実
際
に
於
い
て
は
、
こ
の
問
題

は
全
く
我
々
に
何
等
か
の
困
難
を
も
提

供
し
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
云
え

ば
、
二
点
間
の
距
離
は
如
何
に
近
く
と

も
無
限
な
り
と
云
い
得
る
。
こ
れ
無
限

に
分
か
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
我

々
は
一
歩
毎
に
無
限
界
を
渡
っ
て
い
る
。

そ
し
て
一
秒
毎
に
永
遠
な
る
も
の
に
会

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
我
々
の
哲
人
中

の
或
る
者
は
、
有
限
な
ん
て
も
の
は
存

在
せ
ず
、
そ
れ
は
幻
覚
（
マ
ー
ヤ
ー
）

に
過
ぎ
ぬ
と
云
う
。
実
在
せ
る
も
の
は

無
限
な
る
も
の
で
あ
る
。
有
限
な
る
も

の
の
外
観
の
原
因
と
な
る
も
の
は
幻
覚

に
過
ぎ
ぬ
。
亦
実
在
に
す
ぎ
ぬ
。
然
し
、

摩
耶
（
マ
ー
ヤ
ー
）
な
る
語
は
単
な
る

名
称
に
過
ぎ
ず
、
何
等
の
証
明
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
真
実
と
共
に
真
実
の
反

対
物
で
あ
る
外
観
が
存
す
る
と
云
う
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
然
し

ど
う
し
て
真
実
の
外
観
と
が
全
く
同
時

に
存
在
す
る
様
に
な
る
か
は
了
解
出
来

な
い
。

我
々
は
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）

で
ド
バ
ン
ド
バ

と
云
わ
れ
る
も
の
、
即
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ち
創
造
に
於
け
る
一
組
の
反
対
物
、
例

え
ば
陽
極
と
陰
極
、
求
心
力
と
遠
心
力
、

牽
引
と
反
撥
と
を
持
っ
て
い
る
。
此
等

の
も
の
も
○
単
な
る
名
称
に
過
ぎ
ず
、

何
等
説
明
で
は
な
い
。
此
等
は
世
界
は

そ
の
本
質
に
於
い
て
幾
組
か
の
相
反
す

る
力
の
調
和
せ
る
も
の
な
る
を
断
言
す

る
別
途
の
方
法
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
此

等
の
力
は
創
造
者
の
右
手
、
左
手
の
如

く
、
絶
対
的
調
和
を
な
し
て
作
用
し
、

し
か
も
各
々
と
反
対
の
方
向
か
ら
作
用

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
両
眼
を
一
致
し
て
働
か
せ
る

調
和
と
云
う
絆
が
両
眼
間
に
存
在
す
る

同
様
に
物
質
界
に
於
い
て
ピ
ア
ノ
の
低

音
調
と
最
低
音
調
と
の
間
の
如
く
、
熱

と
寒
、
光
と
闇
、
運
動
と
休
息
と
の
間

に
も
相
関
の
破
る
こ
と
の
出
来
な
い
継

続
が
存
す
る
。
こ
れ
此
等
反
対
物
が
宇

宙
に
混
乱
を
も
た
ら
さ
ず
し
て
調
和
を

も
た
ら
す
所
以
で
あ
る
。
若
し
宇
宙
が

混
沌
に
過
ぎ
ぬ
な
ら
ば
、
我
々
は
お
互

い
に
打
ち
勝
と
う
と
努
め
て
い
る
二
つ

の
相
反
す
る
本
源
を
想
像
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
然
し
宇
宙
は
勝
手
に
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決
め
た
暫
定
的
軍
法
の
支
配
下
に
は
な

い
。
我
々
は
、
こ
こ
で
は
追
放
さ
れ
た

悪
徳
の
如
く
、
環
境
と
の
一
切
の
調
和

を
破
っ
て
暴
れ
廻
り
、
或
る
は
そ
の
乱

暴
な
道
を
無
限
に
進
み
続
け
て
い
く
こ

と
の
出
来
る
如
何
な
る
力
を
も
見
出
さ

な
い
。
各
々
の
力
は
、
反
対
に
、
曲
線

を
描
い
て
釣
り
合
い
の
状
態
に
復
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
波
は
外
観
上
心
を
和
ら

げ
る
こ
と
な
き
競
争
の
状
態
で
夫
々
の

高
さ
に
登
っ
て
行
く
。
が
、
唯
々
或
る

点
迄
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
は

波
が
全
て
関
係
し
て
居
り
、
且
つ
大
変

美
し
い
律
動
を
な
し
て
帰
っ
て
行
か
ね

ば
な
ら
ぬ
海
の
偉
大
な
る
平
野
を
知
る

の
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
此
等
の
波
動
及
び
振
動
、

昇
降
は
根
本
的
に
異
な
れ
る
物
体
の
統

制
な
き
、
放
逸
な
る
捩
れ
に
原
因
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
此
等
の
も
の
は
律

動
的
な
踊
り
な
の
で
あ
る
。
戦
い
の
律

動
は
出
鱈
目
の
藻
掻
き
か
ら
生
ず
る
も

の
で
は
な
い
。
律
動
の
基
礎
と
な
る
根

源
は
渾
一
で
あ
っ
て
、
反
対
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

渾
一
と
云
う
根
源
は
全
く
不
思
議
な
も

の
で
あ
る
。
二
元
の
存
在
は
直
ち
に
我

々
の
頭
に
疑
問
を
起
こ
す
。
そ
し
て
我

々
は
そ
の
解
決
を
唯
一
者
に
求
め
る
。

終
わ
り
に
我
々
が
此
等
二
つ
の
独
立
せ

る
根
源
の
間
に
関
係
を
見
出
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
根
本
に
於
い
て
は
一
で
あ
る

こ
と
を
知
る
時
、
我
々
は
真
理
に
到
達

し
た
様
に
感
じ
る
。
そ
の
時
に
我
々
は

矛
盾
の
中
で
最
も
驚
く
べ
き
矛
盾
に
つ

い
て
述
べ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
唯
一
者

の
霊
が
多
と
見
ゆ
る
、
そ
の
多
と
見
ゆ

る
外
観
は
真
実
の
反
対
で
あ
る
が
、
尚

且
つ
真
実
に
不
可
分
離
的
に
関
係
し
て

い
る
と
云
う
凡
ゆ
る
矛
盾
の
中
で
も
こ

の
最
も
驚
く
べ
き
矛
盾
に
つ
い
て
述
べ

る
。非

常
に
不
思
議
な
こ
と
は､

自
然
の
変

化
の
中
で
法
則
の
一
律
な
作
用
を
発
見

す
る
時
に
我
々
の
歓
喜
の
全
て
の
根
源

で
あ
る
あ
の
不
思
議
と
云
う
感
じ
を
失

う
人
々
が
あ
る
。
恰
も
重
力
が
リ
ン
ゴ

の
落
下
よ
り
以
上
に
不
思
議
な
も
の
で

な
い
か
の
如
く
に
。
存
在
の
一
階
程
か

ら
他
の
階
程
へ
の
進
化
が
万
物
の
種
の

継
続
よ
り
ま
だ
も
っ
と
説
明
す
る
に
困

難
な
も
の
で
あ
る
の
に
そ
う
で
な
い
か

の
如
く
に
。
唯
々
厄
介
な
の
は
恰
も
そ

れ
が
我
々
の
探
求
の
究
極
の
目
的
で
あ

る
か
の
如
く
、
か
か
る
自
然
界
の
法
則

の
処
に
我
々
が
暫
し
停
ま
っ
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
我
々

は
そ
の
法
則
は
我
々
の
精
神
を
釈
放
し

始
め
さ
へ
し
な
い
と
云
う
こ
と
を
知
る
。

そ
の
法
則
は
我
々
の
努
力
に
満
足
を
与

え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
我

々
の
全
存
在
に
訴
へ
な
い
か
ら
し
て
、

我
々
の
無
限
者
意
識
を
弱
く
す
る
の
み
。

偉
大
な
る
詩
も
之
を
分
析
す
れ
ば
、
一

組
の
離
れ
離
れ
の
音
た
る
に
す
ぎ
ぬ
。

此
等
の
外
な
る
音
を
繋
ぐ
内
な
る
媒
介

物
た
る
意
味
を
見
出
す
読
者
は
、
そ
の

詩
を
一
貫
し
て
カ
ウ
末
も
破
ら
れ
て
い

な
い
完
全
な
る
法
則
を
発
見
す
る
。
そ

の
法
則
は
思
想
の
展
開
の
法
則
、
音
楽

と
形
と
の
法
則
で
あ
る
。
然
し
法
則
は

そ
れ
だ
け
で
は
制
限
で
あ
る
。
法
則
は
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何
で
も
現
存
す
る
も
の
は
別
な
風
に
は

存
し
得
ぬ
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
み
、

人
間
が
因
果
の
繋
が
り
を
探
求
す
る
こ

と
の
み
専
念
し
て
い
る
時
に
は
、
人
間

の
頭
は
諸
事
実
の
圧
制
か
ら
免
れ
る
た

め
に
法
則
の
圧
制
に
屈
し
て
終
う
。
あ

る
国
語
を
学
ぶ
時
、
我
々
が
単
な
る
言

葉
か
ら
語
法
に
達
す
れ
ば
非
常
に
利
益

し
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
若
し
我
々
が

見
た
所
気
紛
れ
で
あ
る
そ
の
隠
れ
た
理

由
を
求
め
乍
ら
、
或
る
国
語
の
諸
法
と

い
う
点
に
の
み
止
ま
り
、
そ
し
て
或
る

国
語
の
構
成
の
不
思
議
の
み
捉
は
れ
て

い
て
は
、
我
々
は
目
的
を
達
し
な
い

。
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こ
れ
語
法
は
文
学
で
な
く
、
散
文
法
は

詩
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

我
々
が
文
学
を
見
る
時
、
そ
れ
は
文

法
の
規
則
に
従
っ
て
は
い
る
が
矢
張
り

歓
喜
の
物
で
あ
り
、
自
由
そ
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
知
る
。
詩
の
美
し
さ
は
文

法
並
び
に
韻
文
法
の
八
釜
し
い
規
則
に

縛
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
超
越
し

て
い
る
。
文
法
、
韻
文
法
と
云
う
も
の

は
詩
の
翼
で
あ
る.

そ
れ
ら
は
詩
を
押
さ

え
つ
け
て
は
置
か
な
い
。
そ
れ
ら
は
詩

を
事
由
へ
運
ん
で
行
く
。
換
言
す
れ
ば､

詩
の
形
は
法
則
の
中
に
在
る
が
、
詩
の

精
神
は
美
の
中
に
在
る
。
法
則
は
自
由

に
向
か
う
第
一
歩
で
あ
る
。
そ
し
て
美

は
法
則
の
土
台
の
上
に
立
つ
完
全
な
釈

放
で
あ
る
。
そ
し
て
美
は
自
ら
の
中
に

制
限
と
制
限
の
彼
岸
に
在
る
も
の
と
を
、

即
ち
法
則
と
自
由
と
を
調
和
せ
し
め
る
。

世
界
と
云
う
詩
に
於
い
て
、
そ
の
律

動
の
法
則
の
発
見
、
そ
の
膨
張
と
収
縮

と
、
運
動
と
休
止
と
の
測
定
、
形
と
特

性
と
の
そ
の
進
化
を
探
究
す
る
こ
と
は

人
間
の
智
力
が
本
当
に
成
し
遂
げ
た
も

の
で
あ
る
。
然
し
我
々
は
そ
こ
に
止
ま

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
丁
度
停

車
場
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
こ

の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
我
々
の
家
庭
で

は
な
い
。
全
世
界
は
歓
喜
の
創
造
物
で

あ
る
こ
と
を
知
れ
る
者
の
み
が
究
極
の

真
理
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は

私
を
し
て
人
間
の
心
と
自
然
と
の
関
係

は
如
何
に
不
思
議
な
も
の
な
の
か
を
考

え
し
む
る
。
活
動
の
外
界
に
於
い
て
は

自
然
は
唯
一
の
外
観
を
持
て
る
の
み
。

然
し
我
々
の
心
に
あ
っ
て
は
、
即
ち
内

界
に
あ
っ
て
は
、
自
然
は
全
然
異
な
れ

る
画
像
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

一
例
を
植
物
の
花
に
と
ろ
う
。
そ
れ

が
ど
ん
な
に
繊
細
に
美
し
く
見
え
よ
う

と
も
、
偉
大
な
る
奉
仕
を
な
す
様
に
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
色
、

形
は
全
て
そ
の
仕
事
に
適
し
て
い
る
。

そ
れ
は
実
を
結
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら

ざ
れ
ば
、
植
物
の
生
命
の
継
続
は
絶
た

れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
地
は
や
が
て
砂
漠

化
す
る
で
あ
ろ
う
。
花
の
色
香
は
そ
れ

故
に
何
か
の
目
的
の
た
め
に
あ
る
の
で

あ
る
。
蜜
蜂
に
よ
り
受
精
せ
し
め
ら
れ
、

結
実
期
が
到
来
す
る
や
否
や
花
は
そ
の

精
美
な
花
瓣
を
振
り
落
と
し
、
残
酷
な

自
然
の
配
剤
は
強
い
て
そ
の
甘
い
香
り
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を
放
棄
せ
し
め
る
。
花
は
非
常
に
忙
し

い
か
ら
美
飾
を
見
せ
び
ら
か
す
余
裕
が

な
い
。
外
か
ら
見
れ
ば
、
必
要
は
そ
の

た
め
に
凡
て
の
も
の
が
働
き
動
く
自
然

界
に
於
け
る
唯
一
の
要
因
な
る
か
の
如

く
見
え
る
。
自
然
界
に
於
い
て
蕾
は
花

に
、
花
は
実
に
、
実
は
種
に
、
種
は
又

新
樹
に
と
い
う
風
に
発
達
す
る
。
活
動

の
鎖
は
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
。

攪
乱
又
は
妨
害
が
起
き
る
と
も
、
何
等

の
弁
解
も
受
け
付
け
ま
い
。
か
く
し
て

そ
の
運
動
を
妨
げ
ら
れ
た
不
幸
な
物
は

直
ち
に
、
捨
て
ら
れ
た
る
も
の
と
の
レ

ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
。
そ
し
て
必
ず
大

急
ぎ
で
死
に
、
消
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

自
然
と
云
う
大
き
な
役
所
に
は
、
絶
え

ず
進
行
し
て
い
る
仕
事
の
あ
る
多
く
の

部
が
あ
る
。
そ
こ
で
見
る
美
し
い
花
は
、

洒
落
者
の
様
に
派
手
に
装
わ
れ
、
匂
い

は
す
る
が
決
し
て
人
目
に
見
え
る
ま
ま

で
な
く
、
寧
ろ
、
照
る
日
も
降
る
日
も

働
く
労
働
者
の
如
き
も
の
で
、
自
分
の

仕
事
の
ハ
ッ
キ
リ
し
た
計
算
書
の
提
出

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
面
白
お
か
し
く
ふ

ざ
け
て
楽
し
い
目
を
見
る
休
憩
時
間
も

持
た
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
こ
の
花
が
人
間
の
心
に
入
る
時
、

そ
の
忙
し
い
実
用
性
の
外
観
は
消
え
、

閑
暇
と
休
息
と
の
象
徴
と
な
る
。
外
部

で
は
果
て
し
な
き
活
動
の
具
体
化
物
で

あ
る
そ
の
同
じ
物
が
、
内
部
で
は
美
と

平
和
と
の
完
全
な
表
現
物
な
の
で
あ
る
。

科
学
は
こ
こ
で
我
々
に
警
告
す
る
。

即
ち
我
々
は
間
違
っ
て
い
た
。
花
の
目

的
は
外
部
に
表
さ
れ
て
い
る
目
的
以
外

の
何
物
で
も
な
く
、
我
々
が
花
が
我
々

に
対
し
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
美

と
芳
香
と
の
関
係
は
、
我
々
自
ら
が
造

っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
根
拠
な
き
、
空

想
的
の
も
の
で
あ
る
と
。

然
し
我
々
の
心
は
我
々
は
少
し
も
間

違
っ
て
い
な
い
と
答
え
る
。
自
然
の
領

域
に
於
い
て
は
、
花
は
種
（
シ
ュ
）
の

保
存
と
云
う
必
要
な
仕
事
を
な
す
無
限

の
力
を
持
っ
て
い
る
と
推
薦
す
る
証
明

書
を
持
っ
て
い
る
。
然
し
花
が
我
々
の

心
に
入
る
時
は
、
全
く
異
な
っ
た
紹
介

状
を
持
っ
て
来
る
の
だ
。
美
は
花
の
唯

一
の
資
格
証
明
書
と
な
る
。
自
然
界
に

あ
っ
て
は
花
は
奴
隷
と
し
て
や
っ
て
来
、

人
間
の
心
の
中
に
あ
っ
て
は
自
由
な
る

も
の
と
し
て
や
っ
て
来
る
。
然
ら
ば
、

ど
う
し
て
我
々
は
最
初
の
証
明
書
を
信

じ
、
次
の
資
格
証
明
書
を
疑
う
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
花
が
因
果
関
係
の
断
絶
す

る
こ
と
な
き
鎖
の
中
に
そ
の
存
在
を
保

っ
て
来
た
こ
と
は
確
か
に
真
実
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
は
外
延
の
世
界
に
於
け
る
真

実

で
あ
る
。
内
延
の
世
界
に
於
け
る
真

*
実
は
こ
の｢

永
久
の
歓
喜
か
ら
眞
に
す
べ

て
の
も
の
は
生
ま
れ
る
の
で
あ
る｣

と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
花
は
そ
の
唯
一
の
職
分
を

自
然
界
に
持
っ
て
い
る
の
み
で
な
く
、

人
間
の
心
に
於
い
て
果
た
す
べ
き
今
一

つ
の
大
き
い
処
分
を
持
っ
て
い
る
。
そ
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し
て
そ
の
処
分
は
何
か
。
自
然
界
に
あ

っ
て
は､

花
の
し
ご
と
は
一
定
の
時
刻
に

出
勤
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
下
僕
の
仕
事
で
あ

る
。
然
し
人
間
の
心
に
於
い
て
は､

花
は

神
の
使
者
の
如
く
や
っ
て
来
る
。
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ

に
シ
ー
タ
ー

が
彼
女
の
夫

＊ 82

133

か
ら
強
制
的
に
仲
を
割
か
れ
て
、
セ
イ

ロ
ン
島
の
王
ラ
ー
バ
ナ

の
黄
金
作
り
の

134

宮
殿
で
自
分
の
不
幸
な
運
命
を
嘆
い
て

い
た
時
、
彼
女
の
最
愛
の
人
ラ
ー
マ
チ

ャ
ン
ド
ラ

自
身
の
指
輪
を
持
ち
来
れ
る

*

使
者
に
逢
っ
た
。
そ
の
指
輪
を
見
て
シ

ー
タ
ー
は
使
者
の
も
た
ら
せ
る
便
り
の

眞
な
る
を
確
信
し
た
。
彼
女
は
自
分
を

忘
れ
て
い
ず
、
間
も
な
く
自
分
を
救
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
最
愛
の
人
が
実
際
、

そ
の
使
者
を
寄
越
し
た
の
だ
と
知
り
、

直
ち
に
安
堵
し
た
。

か
か
る
使
者
は
我
々
を
愛
す
る

偉
大
な
人
か
ら
来
る
花
な
の
で
あ
る
。

欲
悪
な
る
繁
栄
と
云
う
傲
慢
な
精
神
が

誘
惑
物
で
我
々
を
誘
惑
し
、
我
々
を
傲

慢
な
精
神
の
花
嫁
と
主
張
す
る
限
り
は
、

ラ
ー
バ
ナ
の
黄
金
都
市
に
譬
え
ら
れ
る

欲
悪
の
虚
飾
と
盛
観
と
の
囲
ま
れ
て
、

我
々
は
尚
ほ
神
の
国
か
ら
島
流
し
に
な

っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
閑

に
花
は
彼
岸
か
ら
の
伝
言
を
も
っ
て
渡

っ
て
来
る
。
そ
し
て
我
々
の
耳
に
囁
く
。

｢

私
は
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
神
が
私
を

遣
わ
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
美
し
い
も
の

即
ち
愛
の
最
上
の
歓
喜
が
そ
の
霊
で
あ

る
神
の
使
者
で
す
。
こ
の
孤
島
は
神
に

よ
っ
て
架
橋
さ
れ
ま
し
た
。
神
は
汝
を

忘
れ
て
居
ら
れ
な
い
。
今
の
今
汝
を
救

う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
神
は
汝
を
自
分

の
所
に
引
き
寄
せ
、
汝
を
自
分
の
身
内

と
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
物
質
に
対
す
る

迷
い
は
汝
を
永
久
に
束
縛
し
て
は
置
か

ぬ
で
し
ょ
う
。｣

若
し
我
々
が
偶
々
目
が
醒
め
て
い
る

と
、
使
者
に
尋
ね
る
。｢

我
々
は
ど
う
し

て
汝
が
ま
こ
と
に
神
か
ら
来
た
と
云
う

こ
と
を
知
り
得
る
か
。｣

と
。
使
者
は
云

う
。｢
ご
覧
な
さ
い
。
神
か
ら
の
こ
の
指

輪
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
色
合
、
そ

の
魅
力
の
何
と
愛
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ

う
。｣

と
。

*

お
ゝ
、
ま
が
い
も
な
く
て
こ
れ
は
神

の
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
、
そ
れ
は
我

々
の
結
婚
の
指
輪
で
あ
る
。
今
や
他
の

凡
て
の
も
の
は
忘
却
に
帰
す
る
。
た
だ

こ
の
快
き
永
遠
の
愛
の
接
触
の
象
徴
の

み
が
我
々
を
深
い
憧
れ
で
満
た
す
。
我

々
は
自
分
が
い
る
黄
金
の
宮
殿
が
我
々

と
何
の
関
係
も
無
い
こ
と
、
即
ち
我
々

の
救
い
は
そ
の
外
に
在
る
こ
と
を
知
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
覚
え
る
所
に
我
々
の
愛

は
実
を
結
び
、
我
々
の
生
命
は
完
成
す

る
。
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自
然
界
に
於
い
て
蜜
蜂
に
と
り
単
に

色
で
あ
り
、
香
り
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
も

の
、
又
蜜
蜂
へ
の
正
道
を
示
す
印
や
点

は人
間
の
心
に
と
っ
て
は
必
要
に
束
縛
さ

れ
ざ
る
美
の
歓
喜
と
で
あ
る
。
此
等
の

も
の
は
多
彩
の
イ
ン
キ
で
書
か
れ
し
愛

の
手
紙
を
心
へ
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、
私
は
活
動
的
自
然
は
外

部
で
如
何
に
忙
し
く
と
も
、
全
く
何
の

目
的
も
な
し
に
自
由
に
出
入
り
す
る
私

室
を
人
間
の
心
中
に
持
っ
て
い
る
の
だ

と
云
う
こ
と
を
語
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ

こ
で
は
自
然
の
工
場
の
火
は
祭
り
の
灯

に
変
え
ら
れ
、
自
然
の
作
業
場
の
音
は

音
楽
と
き
き
な
さ
れ
る
。
因
果
の
鉄
鎖

は
外
の
自
然
界
で
重
た
く
響
く
が
、
人

間
の
心
中
で
は
そ
の
純
粋
な
喜
び
は
、

い
わ
ば
竪
琴
の
黄
金
の
絵
の
如
く
に
響

く
様
に
思
わ
れ
る
。

自
然
が
全
く
同
時
に
こ
の
二
つ
の
方
面
、

し
か
も
非
常
に
正
反
対
な
二
つ
の
方
面

を
、
即
ち
一
は
奴
隷
状
態
の
も
の
、
他

は
自
由
状
態
の
も
の
も
を
持
っ
て
い
る

と
云
う
こ
と
は
不
思
議
な
様
に
思
わ
れ

る
。
同
じ
形
、
音
、
色
、
味
に
お
い
て

二
つ
の
反
対
の
調
子
が
聞
こ
え
る
。
一

は
必
要
の
そ
れ
で
あ
り
、
他
は
歓
喜
の

そ
れ
で
あ
る
。
外
部
で
は
自
然
は
忙
し

く
、
静
止
せ
ず
に
居
り
、
内
部
で
は
自

然
は
全
く
静
粛
で
あ
り
、
平
和
で
あ
る
。

自
然
は
一
面
で
辛
苦
を
持
ち
、
他
面
で

閑
暇
を
も
つ
。
汝
は
自
然
を
外
部
か
ら

見
る
時
に
始
め
て
そ
の
奴
隷
状
態
を
見

る
。
然
し
内
部
で
は
自
然
の
心
は
限
り

な
き
美
で
あ
る
。

印
度
の
予
言
者
は
云
う
。｢

万
物
は
歓

喜
か
ら
」
生
ま
れ
、
歓
喜
に
よ
り
維
持

さ
れ
、
歓
喜
に
向
か
い
進
み
行
き
、
歓

喜
の
中
に
入
り
行
く
。

｣

と
。

*

予
言
者
は
法
を
無
視
す
る
と
云
う
の

で
な
く
、
又
予
言
者
の
こ
の
無
限
の
歓

喜
に
つ
い
て
の
考
察
が
抽
象
的
な
考
え

に
耽
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
酩
酊
か

ら
生
ま
れ
た
と
云
う
わ
け
で
も
な
い
。

予
言
者
は
頑
固
な
自
然
の
法
を
十
分
認

め
て
い
る
。
そ
し
て
云
う
、｢

神
を
怖
れ

て
（
即
ち
）
神
の
法
に
よ
り
）
火
は
燃

え
る
。
神
を
怖
れ
て
陽
は
輝
く
。
そ
し

て
神
を
怖
れ
て
風
、
雲
、
死
は
そ
の
努

め
を
果
た
す
。｣

と
。
そ
れ
は
か
す
些
か
の
違
反
を
も
罰

せ
ん
と
構
え
て
い
る
鉄
則
の
支
配
で
あ

る
。
然
し
詩
人
は
悦
ば
し
き
歌
を
歌
う
。

｢

万
物
は
歓
喜
か
ら
生
ま
れ
、
歓
喜
に
よ

り
維
持
さ
れ
、
歓
喜
に
向
か
い
進
み
行

き
、
歓
喜
の
中
に
入
り
行
く
。｣

と
。
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｢

不
滅
の
存
在
は
歓
喜
の
形
で
顕
現
す

る
。｣

創
造
物
に
於
け
る
神
の
顕
現
は

*

神
の
歓
喜
の
充
実
か
ら
で
あ
る
。
法
で

あ
る
形
を
と
っ
て
自
ら
を
実
現
す
る
こ

と
が
こ
の
充
満
せ
る
歓
喜
の
本
性
で
あ

る
。
形
な
き
歓
喜
は
形
を
創
造
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
歓
喜
を
形
に
現
は
さ
ね
ば
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な
ら
な
い
。
歌
い
手
の
歓
喜
は
歌
の
形

に
表
現
さ
れ
る
。
詩
人
の
歓
喜
は
詩
の

形
で
表
現
さ
れ
る
。
創
造
者
と
云
う
役

割
に
於
い
て
人
間
は
絶
え
ず
形
を
創
造

し
続
け
る
。
そ
し
て
形
は
人
間
の
充
満

せ
る
歓
喜
か
ら
出
て
来
る
。

そ
の
別
名
は
愛
な
る
こ
の
歓
喜
は
自

ら
を
実
現
す
る
た
め
に
、
そ
の
性
質
上
、

二
元
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
歌
い

手
が
霊
感
を
感
じ
る
時
に
は､

二
つ
に
分

か
れ
る
。
歌
い
手
は
己
が
歌
に
聴
き
手

と
し
て
の
分
身
と
も
な
る
。
そ
し
て
外

部
の
聴
き
手
は
単
に
こ
の
分
身
の
延
長

に
過
ぎ
な
い
。
愛
す
る
人
は
そ
の
愛
人

の
中
に
自
分
の
分
身
を
求
め
る
。
障
碍

を
経
て
結
合
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ

の
分
離
を
創
造
す
る
の
は
歓
喜
で
あ
る
。

不
滅
の
無
上
の
歓
喜
は
（
ア
ム
リ
タ

ム
）

は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
我
々
の
霊

*

は
神
に
愛
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神
の

分
身
で
あ
る
。
我
々
は
分
た
れ
て
い
る
。

然
し
、
こ
の
分
離
が
絶
対
的
の
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
絶
大
敵
不

幸
と
純
粋
の
悪
と
が
こ
の
世
に
あ
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
我
々

は
決
し
て
虚
偽
か
ら
真
実
に
到
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
又
、
決
し
て
罪
か
ら
心
の

純
潔
に
達
す
る
こ
と
を
望
み
得
ぬ
で
あ

ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
凡
て
の
反
対
者

は
永
久
に
反
対
者
反
対
者
の
ま
ま
で
い

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
決
し
て
我

々
の
不
和
が
永
久
に
会
う
様
に
な
り
得

る
媒
介
物
を
見
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
に
は
我
々
は
何
等
恩
恵
も
、

理
解
も､

心
と
心
と
の
融
合
も
、
人
生
に

於
け
る
強
調
も
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

然
し
、
之
に
反
し
て
、
我
々
は
物
の
分

離
は
流
動
状
態
に
在
る
こ
と
を
知
る
。

物
の
個
性
は
常
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

お
互
い
に
逢
っ
て
、
お
互
い
の
中
に
個

性
を
没
入
し
つ
つ
あ
る
。
終
ひ
に
科
学

自
体
が
形
而
上
学
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

物
質
は
そ
の
限
界
を
失
い
つ
つ
あ
る
。

生
命
の
定
義
は
一
層
不
分
明
と
な
り
つ

つ
あ
る
。

さ
う
だ
、
我
々
の
個
々
の
霊
は
至
上

の
霊
か
ら
分
か
た
れ
た
。
然
し
こ
の
こ

と
は
疎
隔
の
た
め
で
な
く
て
、
愛
の
充

実
の
た
め
で
あ
る
。
虚
偽
、
苦
痛
、
悪

が
止
ま
ら
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

人
間
の
霊
は
そ
れ
ら
を
無
視
し
得
る
し
、

其
等
に
打
ち
勝
ち
得
る
。
否
、
全
く
其

等
を
転
じ
て
新
し
い
力
と
美
と
に
成
し

得
る
。

歌
い
手
は
己
が
歌
を
歌
う
こ
と
に
変

え
る
、
己
が
歓
喜
を
形
に
変
え
る
」
。

そ
し
て
聴
き
手
は
歌
う
の
を
最
初
の
歓

喜
に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

か
ら
歌
い
手
と
聴
き
手
と
の
間
の
交
通

は
完
全
に
な
る
。
無
限
の
歓
喜
は
法
の

束
縛
を
自
ら
に
適
用
し
て
様
々
の
形
で

顕
現
す
る
。
そ
し
て
我
々
は
形
か
ら
歓

喜
へ
、
法
か
ら
愛
へ
帰
る
時
、
有
限
な

る
も
の
の
結
び
目
を
結
び
あ
わ
し
、
無

限
な
る
も
の
へ
立
ち
戻
る
時
、
我
々
の

宿
命
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
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霊
は
法
か
ら
愛
へ
、
訓
練
か
ら
自
由
へ
、

道
徳
面
か
ら
宗
教
面
へ
の
旅
程
に
あ
る
。

仏
陀
は
自
己
抑
制
と
道
徳
的
生
活
と
の

訓
練
を
説
い
た
。
之
は
法
を
完
全
に
認

め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の

法
の
束
縛
は
、
そ
れ
だ
け
で
目
的
で
あ

り
得
な
い
。
法
に
通
暁
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
我
々
は
法
の
彼
方
に
出
る
方
法
を

獲
得
す
る
。
其
れ
は
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ

フ
マ
）

に
、
即
ち
法
と
云
ふ
有
限
の
形

*

を
通
じ
て
現
れ
る
無
限
の
愛
に
帰
る
と

云
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
陀
は
そ
れ
を
婆

羅
吸
摩
精
含
（
ブ
ラ
フ
マ
ビ
ハ
ラ
ー
）

、
144

之
即
ち
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ
フ
マ
）
に
生

き
る
こ
と
の
歓
喜
と
名
付
け
て
い
る
。

こ
の
階
程
に
達
せ
ん
と
欲
す
る
人
は
、

仏
陀
の
言
葉
を
借
り
れ
ば｢

誰
を
も
欺
く

べ
か
ら
ず
、
誰
に
対
し
て
も
憎
し
み
を

懐
く
べ
か
ら
ず
、
そ
し
て
怒
り
の
余
り

他
を
傷
け
ん
と
願
う
べ
か
ら
ず
。
母
親

が
命
を
懸
け
て
守
る
一
人
子
に
対
し
持

つ
の
と
全
く
同
じ
に
、
万
物
に
対
し
測

り
知
れ
ぬ
愛
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
上

に
も
下
に
も
、
周
囲
に
も
、
そ
の
人
は

限
界
も
、
障
碍
も
な
く
、
凡
て
の
残
酷

や
敵
対
の
煩
い
な
き
愛
を
及
ぼ
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
眠
る
時
迄
、
立
ち
、
座
り
、

横
た
わ
る
間
も
、
そ
の
人
は
万
遍
な
き

好
意
の
こ
の
実
行
に
頭
を
活
動
せ
し
め

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。｣

愛
の
欠
乏
は
随
分
の
無
感
覚
と

云
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
か
な
ら
ば
、

愛
は
意
識
の
完
全
な
る
も
の
で
あ
る
か

ら
だ
。
我
々
は
分
か
ら
ぬ
が
故
に
愛
さ

ぬ
の
で
は
な
い
、
否
、
も
っ
と
正
確
に

は
、
愛
さ
ぬ
が
故
に
分
か
ら
ぬ
の
で
あ

る
。
こ
れ
愛
は
我
々
の
周
囲
に
在
る
凡

て
の
も
の
の
究
極
の
意
味
で
あ
る
か
ら

だ
。
愛
は
単
な
る
感
傷
で
は
な
い
。
そ

れ
は
人
間
の
中
に
あ
る
本
当
の
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
万
物
の
根
底
に
あ
る
歓

喜
で
あ
る
。
そ
れ
は
婆
羅
吸
摩
か
ら
出

て
来
る
白
光
の
清
い
意
識
で
あ
る
。
そ

れ
で
こ
の
我
々
の
裡
な
る
霊
に
於
け
る

の
み
な
ら
ず
、
外
な
る
空
に
も
あ
る
一

切
（
サ
ル
バ
ー
ヌ
ブ
フ
ー
フ
）
せ
る
存

在

と
一
に
な
ら
ん
が
た
め
に
は
、
我
々

145
は
意
識
の
絶
頂
、
即
ち
愛
に
到
達
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。｢
若
し
空
が
歓
喜
で
、

即
ち
愛
で
満
た
さ
れ
ず
ば
、
誰
か
よ
く

息
し
、
動
き
得
ん
。｣

我
々
が
婆
羅
吸

*

摩
精
舎

即
ち
こ
の
無
限
の
歓
喜
と
の
交

*

通
を
達
し
得
る
に
は
、
我
々
の
意
識
を

高
め
て
愛
と
な
し
、
そ
れ
を
拡
げ
て
世

界
全
体
に
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
。愛

は
自
発
的
に
無
限
の
賜
物
の
形
で

自
ら
を
与
え
る
。
然
し
此
等
の
賜
物
も
、

若
し
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
与
え
る
者

な
る
愛
に
到
達
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
完
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全
な
る
意
識
を
失
う
。
そ
の
愛
に
到
達

す
る
に
は
我
々
は
自
ら
の
心
に
愛
を
持

た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
の
心
に
愛
を
も

た
ぬ
ひ
と
は
、
愛
人
の
贈
り
も
の
を
唯
、

そ
の
有
用
性
に
応
じ
て
評
価
す
る
。
然

し
公
用
は
愛
人
の
贈
り
物
を
唯
、
そ
の

有
用
性
に
応
じ
て
評
価
す
る
。
然
し
効

用
は
一
時
的
の
も
の
で
あ
り
、
部
分
的

の
も
の
で
あ
り
、
部
分
的
の
も
の
で
あ

る
。
効
用
は
我
々
の
全
存
在
を
占
め
得

な
い
。
必
要
で
あ
る
も
の
は
我
々
が
あ

る
願
望
を
持
つ
所
に
於
い
て
我
々
と
接

触
す
る
の
み
。
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
と
、

効
用
が
尚
も
固
執
す
る
な
ら
ば
重
荷
と

な
る
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
、
ほ
ん

の
愛
の
印
も
我
々
が
心
に
愛
を
持
つ
時
、

我
々
に
と
っ
て
永
久
の
価
値
あ
る
も
の

と
な
る
。
こ
れ
、
ほ
ん
の
愛
の
印
は
特

別
の
用
途
の
た
め
で
な
い
か
ら
だ
。
そ

れ
は
、
そ
れ
だ
け
で
目
的
で
あ
り
、
我

々
の
全
存
在
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
故
に
我
々
を
飽
か
す
と
云
う

こ
と
が
な
い
。

問
題
は｢

ど
ん
な
方
法
で
我
々

は
歓
喜
の
完
全
な
賜
物
な
る
こ
の
世
界

を
嘉
納
す
る
か｣

と
云
う
こ
と
で
あ
る.

我

々
に
と
り
不
死
の
価
値
を
有
す
る
物
を

大
事
に
藏
ひ
込
ん
で
お
く
心
に
、
そ
れ

を
受
け
得
る
や
。
我
々
は
一
層
力
を
得

ん
が
た
め
に
宇
宙
の
力
を
利
用
せ
ん
と

狂
気
の
如
く
汲
口
と
し
て
い
る
。
我
々

は
自
然
の
倉
か
ら
身
を
養
い､

衣
服
し
、

自
然
の
冨
を
簒
奪
す
る
。
そ
し
て
宇
宙

は
我
々
に
と
り
激
し
き
競
走
場
裡
と
な

る
。
然
し
我
々
の
所
有
権
を
世
界
中
に

拡
げ
、
且
つ
そ
れ
か
ら
市
場
性
有
る
商

品
を
作
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
我
々
の
頭
全
体
が
こ
の
世
界
を

利
用
す
る
こ
と
に
の
み
専
念
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
世
界
は
我
々
に
と
り
眞
の
価

値
を
失
う
。
我
々
は
そ
れ
を
下
劣
な
る

願
望
に
よ
っ
て
安
っ
ぽ
く
し
、
か
く
し

て
死
ぬ
迄
我
々
は
世
界
に
寄
食
し
、
そ

の
本
当
の
も
の
を
取
り
逃
が
す
こ
と
丁

度
貪
欲
な
子
が
貴
重
書
の
幾
頁
か
を
引

き
ち
ぎ
り
、
飲
み
込
ま
ん
と
す
る
が
如

く
で
あ
る
食
人
の
行
わ
れ
て
い
る
国
で

は
、
人
は
人
を
食
物
と
見
る
。
か
か
る

国
で
は
文
明
は
決
し
て
栄
え
な
い
。
何

故
か
な
れ
ば
、
そ
こ
で
は
人
は
そ
の
高

尚
な
価
値
を
失
い
、
ま
こ
と
に
、
い
や

し
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し

恐
ら
く
そ
れ
程
獣
的
で
は
な
い
が
、
そ

れ
に
も
劣
ら
ず
恐
ろ
し
く
、
そ
れ
を
見

る
が
た
め
に
遠
く
へ
行
く
を
要
し
な
い

他
の
種
類
の
食
人
が
あ
る
。
文
明
の
度

が
食
人
国
よ
り
も
高
い
国
に
於
い
て
、

単
な
る
肉
体
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
人
間

を
時
々
見
掛
け
る
。
そ
し
て
そ
の
人
間

は
市
場
で
、
唯
々
肉
の
代
償
を
売
買
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
時
々
、
有
用
で
あ

る
と
云
う
こ
と
か
ら
唯
一
の
価
値
を
得

る
。
彼
は
機
械
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
金

を
持
つ
人
が
自
分
の
た
め
に
、
更
に
金

を
得
る
た
め
利
用
す
る
。
か
く
し
て
、

我
々
の
欲
望
、
貪
欲
、
安
楽
愛
は
人
間

を
最
低
価
値
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
大
規
模
な
自
己
欺
瞞
で
あ

る
。
我
々
の
欲
望
は
人
間
の
中
に
あ
る

本
当
の
も
の
を
見
え
な
く
せ
し
め
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
我
々
自
身
の
霊

に
た
い
し
、
我
と
我
が
身
が
加
え
た
最
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大
の
不
当
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々

の
意
識
を
弱
め
る
、
そ
し
て
精
神
的
自

殺
の
斬
進
的
方
法
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
、
文
明
の
体
に
醜
い
腫
れ
物
を

作
り
、
あ
ば
ら
家
、
娼
家
、
復
讐
心
に

富
め
る
刑
典
、
残
酷
な
牢
獄
制
度
や
自

治
の
訓
練
の
自
衛
手
段
と
を
奪
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
永
久
に
害
す
る
程
度
に
到

る
迄
、
他
国
を
搾
取
す
る
組
織
さ
れ
た

方
法
や
を
生
ぜ
し
む
る
。

勿
論
、
人
間
は
人
間
に
と
っ
て
有
用

な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
人
間
は
驚
く
べ

き
機
械
で
あ
り
、
頭
は
驚
く
べ
き
能
率

の
器
官
で
あ
る
か
ら
だ
。
然
し
、
人
間

は
肉
体
の
み
な
ら
ず
、
精
神
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
精
神
は
唯
々
、
愛
に
よ
っ

て
の
み
真
実
に
に
知
り
得
る
。
我
々
が

人
間
を
彼
か
ら
期
待
し
得
る
奉
仕
の
市

場
価
値
に
よ
っ
て
定
義
す
る
時
に
は
、

不
完
全
に
し
か
了
解
し
な
い
。
我
々
の

側
に
於
け
る
何
か
残
酷
な
優
越
の
た
め

に
、
我
々
が
支
払
っ
た
以
上
多
く
を
他

か
ら
得
る
こ
と
が
出
来
る
時
に
、
人
間

に
つ
い
て
の
こ
の
限
ら
れ
た
知
識
を
以

て
我
々
が
人
間
を
不
当
に
取
り
扱
い
、

そ
し
て
意
気
揚
々
た
る
自
悦
の
感
情
を

懐
く
こ
と
は
容
易
と
な
る
。
然
し
我
々

が
精
神
と
し
て
人
間
を
知
る
時
、
我
々

は
人
間
を､

自
己
の
同
族
と
知
る
。
我
々

は
人
間
に
対
す
る
残
酷
は
我
が
身
に
対

す
る
残
酷
で
あ
り
、
人
間
を
小
さ
く
す

る
こ
と
は
我
が
身
の
人
性
を
貧
弱
に
」

す
る
こ
と
で
あ
り
、
専
ら
自
分
一
個
の

利
益
の
た
め
に
の
み
人
間
を
利
用
せ
ん

と
試
み
る

に
際
し
て
我
々
は
真
理
に
於
い
て
我
々

が
払
ふ
て
得
る
も
の
を､

唯
金
の
安
楽
の

形
で
得
る
の
み
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を

直
ち
に
知
る
。

或
る
日
、
私
は
ボ
ー

ト
で
ガ
ン
ジ
ス
河

へ
出
て
行
っ
た
。
秋

*

の
美
し
い
夕
日
で
あ
っ
た
。
太
陽
は
沈

ん
だ
ば
か
り
で
あ
り
、
空
の
静
け
さ
が

口
舌
に
尽
く
し
難
き
美
と
平
和
と
で
溢

れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
広
大
な
水
の

拡
が
り
は
小
波
も
な
く
、
夕
焼
け
の
変

わ
り
ゆ
く
色
合
い
の
全
て
を
映
し
て
い

た
。
幾
哩
も
の
荒
涼
た
る
砂
洲
が
輝
か

し
い
色
で
き
ら
め
く
鱗
を
有
し
て
い
る

い
つ
か
太
古
の
時
代
の
巨
大
な
水
陸
両

棲
の
爬
虫
動
物
の
如
く
に
横
た
わ
っ
て

い
た
。
鳥
の
群
落
の
巣
穴
で
穴
だ
ら
け

に
な
っ
た
断
崖
絶
壁
を
な
せ
る
河
岸
の

そ
ば
を
我
々
の
ボ
ー
ト
が
静
か
に
滑
り

行
く
時
、
大
き
な
魚
が
突
然
水
の
表
面

に
躍
り
出
で
て
、
夕
空
の
色
の
全
て
を
、

そ
の
消
え
行
く
姿
に
示
し
つ
つ
消
え
た
。

生
の
歓
喜
に
満
ち
た
静
か
な
世
界
を
そ

の
影
に
せ
る
多
彩
の
帷
幕
を
一
瞬
引
き

寄
せ
た
。
魚
は
そ
の
神
秘
の
棲
家
の
深

所
か
ら
美
し
い
踊
り
の
運
動
を
も
っ
て

出
て
来
た
。
そ
し
て
昏
れ
行
く
日
の
静

か
な
交
響
曲
に
自
ら
の
音
楽
を
加
え
た

の
で
あ
る
。
私
は
疎
緣
の
世
界
か
ら
そ

の
国
境
で
親
し
く
挨
拶
さ
れ､

且
つ
そ
れ

が
私
の
心
に
歓
喜
の
閃
光
で
触
れ
た
様

に
思
わ
れ
た
。
そ
の
時
、
突
然
、
舵
を
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操
っ
て
い
た
人
が
、
如
何
に
も
残
念
そ

う
な
調
子
で｢

オ
ー
、
何
と
云
う
大
き
な

魚
だ
。｣
と
叫
ん
だ
。
そ
れ
は
捉
え
ら
れ

て
夕
飯
に
調
理
さ
れ
た
魚
の
画
像
を
直

ち
に
彼
の
眼
前
に
描
か
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
魚
を
自
分
の
願
望
を
通
し
て
眺
め

得
た
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
し
て

魚
の
存
在
の
全
真
理
を
取
り
逃
が
し
た

の
で
あ
る
。
然
し
、
人
間
は
完
全
に
は

動
物
で
は
な
い
。
人
間
は
全
真
理
の
目

堵
た
る
霊
の
目
堵
に
憧
れ
る
。
こ
れ
は

人
間
と
そ
の
周
囲
と
に
存
す
る
最
深
の

調
和
を
人
間
に
啓
示
す
る
故
に
、
人
間

に
と
り
最
高
の
喜
び
と
な
る
。
不
和
や

排
他
の
傲
慢
を
生
ぜ
し
め
て
我
々
を
神

か
ら
分
離
し
て
お
く
内
奥
の
障
壁
と
な

る
も
の
は
、
我
々
の
自
我
実
現
の
範
囲

を
限
り､

意
識
の
拡
張
を
妨
げ
、
罪
を
生

ず
る
我
々
の
願
望
な
の
で
あ
る
。
何
故

か
な
ら
ば
、
罪
は
一
つ
の
単
な
る
行
動

で
な
く
て
、
一
つ
の
生
活
態
度
な
の
で

あ
る
。
そ
の
生
活
態
度
は
我
々
の
目
的

は
有
限
で
あ
り
、
我
々
の
自
我
は
究
極

の
真
理
で
あ
り
、
我
々
は
す
べ
て
が
本

来
一
で
な
く
て
、
各
々
自
己
自
身
の
分

離
せ
る
個
々
の
存
在
の
た
め
に
存
し
て

い
る
と
云
う
こ
と
を
無
論
の
こ
と
と
仮

定
す
る
生
活
態
度
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
繰
り
返
し
云
う
。
即
ち

我
々
は
人
間
に
対
し
愛
を
持
た
ぬ
限
り
、

人
間
に
つ
い
て
眞
の
見
解
を
持
ち
得
な

い
と
。
文
明
は
そ
れ
が
発
展
せ
し
め
た

力
の
合
計
に
よ
っ
て
で
な
く
、
そ
の
法

律
や
制
度
に
よ
っ
て
人
類
愛
を
ど
れ
だ

け
発
達
せ
し
め
た
か
、
又
そ
れ
を
ど
の

程
度
に
形
に
現
し
て
来
た
か
に
よ
っ
て

批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
明
が
答
え

ね
ば
な
ら
ぬ
最
初
に
し
て
最
後
の
問
題

は｢

文
明
は
人
間
を
機
械
と
し
て
よ
り
も

以
上
に
、
精
神
と
し
て
認
識
す
る
か
ど

う
か
、
又
ど
の
程
度
迄
認
識
す
る
か
。｣

云
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
古
代
文
明
が

衰
微
し
、
死
滅
し
た
時
は
、
い
一
で
も

そ
れ
は
心
の
破
損
を
生
ぜ
し
め
、
人
間

の
価
値
を
低
下
せ
し
め
た
原
因
の
た
め

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
家
が
何
か
有
力

な
国
体
が
国
民
を
彼
等
の
権
力
の
単
な

る
手
段
と
し
て
見
始
め
た
時
で
あ
り
、

弱
小
民
族
を
駆
っ
て
奴
隷
と
せ
し
め
、

且
つ
凡
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
圧
迫
せ
ん

と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
が
人
間

の
偉
大
さ
の
根
底
、
即
ち
自
由
愛
と
公

明
正
大
愛
と
に
向
か
っ
て
自
ら
打
ち
勝

っ
た
時
で
あ
っ
た
。
文
明
は
如
何
な
る

種
類
の
食
人
に
よ
っ
て
支
え
る
こ
と
は

決
し
て
出
来
ぬ
。
何
故
か
な
ら
、
よ
っ

て
も
っ
て
人
間
が
本
当
で
あ
り
得
る
も

の
は､

愛
と
正
義
と
に
よ
っ
て
養
わ
れ
得

る
の
み
だ
か
ら
だ
。

人
間
に
つ
い
て
云
え
る
こ
と
が
此
の

世
界
に
つ
い
て
も
云
え
る
。
我
々
が
世

界
を
己
が
欲
望
の
幕
を
通
し
て
眺
め
る

時
、
我
々
は
そ
れ
を
小
に
し
て
狭
い
も

の
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
十
分
な
る
真

理
を
認
め
損
な
う
。
勿
論
世
界
は
我
々

に
仕
え
、
我
々
の
必
要
を
充
た
す
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
、
我
々
の
世

界
と
の
関
係
は
そ
れ
で
終
わ
ら
な
い
。

我
々
は
必
要
の
絆
よ
り
も
っ
と
深
い
、

も
っ
と
眞
な
る
絆
に
よ
っ
て
世
界
は
結

び
附
け
ら
れ
て
い
る
。
我
々
の
霊
は
世

界
の
方
に
引
か
れ
る
。
我
々
の
人
生
愛
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は､

実
際
に
は
、
こ
の
偉
大
な
世
界
と
の

関
係
を
続
け
ん
と
の
願
望
で
あ
る
。
関

係
は
愛
の
関
係
で
あ
る
。
我
々
は
世
界

の
中
に
あ
る
を
喜
ぶ
。
我
々
は
こ
の
地

球
か
ら
星
宿
に
迄
及
ん
で
い
る
無
数
の

糸
で
こ
の
世
界
に
結
び
附
け
ら
れ
て
い

る
。
人
間
は
愚
か
し
く
も
所
謂
物
質
界

か
ら
の
根
本
的
分
離
を
想
像
す
る
こ
と

に
よ
っ
て､

人
間
の
優
越
性
を
実
証
せ
ん

と
試
み
る
。
そ
の
物
質
界
を
人
間
は
眼

の
眩
ん
だ
狂
信
故
に
最
も
恐
ろ
し
い
敵

と
考
え
て
、
全
然
無
視
す
る
程
度
迄
に

時
々
到
る
。
然
し
人
間
の
知
識
が
進
め

ば
進
む
だ
け
」
、
人
間
が
こ
の
分
離
を

打
ち
樹
て
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
、
身

の
周
り
に
立
て
た
凡
て
の
想
像
上
の
限

界
は
一
つ
一
つ
無
く
な
っ
て
行
く
。
我

々
は
自
己
の
絶
対
的
優
越
を
示
す
徽
章

の
の
幾
分
か
を
失
う
都
度
、
屈
辱
の
衝

動
を
感
じ
る
。
そ
の
徽
章
は
よ
っ
て
以

て
我
々
が
我
々
の
人
性
を
そ
の
周
囲
か

ら
離
し
て
置
く
権
利
を
ば
我
々
の
人
権

に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
我
々
は

こ
れ
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若

し
我
々
が
分
離
と
不
和
と
を
生
ず
べ
く､

我
々
の
傲
慢
を
自
我
実
現
の
途
上
に
立

て
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
傲
慢
は
、

早
晩
、
真
理
の
轍
に
敷
か
れ
、
ひ
き
砕

か
れ
て
粉
々
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

否
、
我
々
は
そ
の
奇
妙
な
突
然
さ
の
た

め
に

無
意
味
な
る
、
何
か
奇
っ
怪
な
優

*

越
を
背
負
っ
て
は
い
な
い
。
多
数
の
奴

隷
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
刹

那
ま
で
、
日
夜
囲
ま
れ
、
か
し
ず
か
れ

る
と
云
う
こ
と
は
厭
や
な
こ
と
で
あ
り
、

品
位
を
低
下
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

丁
度
そ
の
様
に
、
霊
の
性
質
に
於
い
て

我
々
よ
り
無
限
に
劣
れ
る
世
界
に
住
む

と
云
う
こ
と
は
我
々
に
と
り
全
然
品
位

を
落
と
す
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
反

対
に
、
こ
の
世
界
は
我
々
と
同
等
者
で

あ
る
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
で
な
く
我
々
は

世
界
と
一
で
あ
る
の
だ
。

科
学
に
於
け
る
我
々
の
進
歩
に
よ
っ

て
、
世
界
の
全
体
性
、
我
々
と
世
界
と
の

一
体
性
は
益
々
我
々
の
頭
に
明
白
と
な
り

つ
つ
あ
る
。
こ
の
渾
一
の
完
全
さ
の
認
識

が
単
に
知
的
で
な
い
時
、
即
ち
こ
の
認
識

が
我
々
の
全
存
在
を
啓
発
し
て
、
全
体
に

つ
い
て
の
そ
の
明
瞭
な
意
識
を
得
し
む
る

時
、
そ
の
時
に
は
、
そ
の
認
識
は
晴
れ
晴

れ
し
い
歓
喜
と
な
る
。
全
宇
宙
に
拡
が
る

愛
と
な
る
。
我
々
の
霊
は
全
宇
宙
を
そ
の

広
い
方
の
自
我
と
看
作
す
。
そ
し
て
我
々

の
霊
は
不
滅
な
り
と
云
う
絶
対
的
確
信
に

満
た
さ
れ
る
。
我
々
の
霊
は
自
我
の
囲
ひ

の
中
に
在
っ
て
百
度
も
死
ぬ
。
こ
れ
分
離

は
死
ぬ
運
命
を
授
か
っ
て
居
り
、
且
つ
そ

れ
は
不
滅
と
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
か
ら

だ
。
然
し
我
々
の
霊
は
そ
れ
が
全
体
と
一

な
る
所
で
は
決
し
て
死
に
得
な
い
。
こ
れ

そ
こ
に
霊
の
本
当
の
姿
が
あ
り
、
歓
喜
が

あ
る
か
ら
だ
。
人
間
が
全
世
界
に
自
慢
せ

る
霊
の
生
命
の
律
動
的
鼓
動
を
自
ら
の
霊

の
中
に
感
ず
る
時
、
人
間
は
自
由
な
の
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
人
間
は
及
彩
な
有
限
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の
幕
で
覆
わ
れ
た
こ
の
美
し
い
世
界
と
云

う
花
嫁
と
一
点
の
汚
点
な
き
白
衣
を
着
た

最
高
の
存
在
（
パ
ラ
マ
ー
ト
マ
ン
）

の
150

存
在
即
ち
花
婿
と
の
間
に
行
き
は
る
る
秘

密
の
求
愛
の
中
に
入
る
の
で
あ
る
。
そ
の

時
に
、
人
間
は
こ
の
華
麗
な
る
愛
の
祭

り
」
の
参
考
者
だ
り
、
永
劫
の
饗
宴
に
於

け
る
敬
わ
れ
た
る
お
客
な
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
時
に
、
人
間
は
預
言
者
た
る
詩

人
が｢

万
物
は
愛
か
ら
生
ま
れ
、
愛
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ
、
愛
に
向
か
っ
て
進
み
行

き
、
愛
に
中
へ
入
り
行
く
。｣

と
歌
え
る

*

意
味
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

存
在
の
凡
て
の
矛
盾
は
愛
の
中
に
没

入
し
、
失
は
れ
る
。
愛
に
於
い
て
の
み

単
一
と
二
元
と
は
不
和
で
は
な
い
。
愛

は
同
時
に
一
で
あ
り
、
二
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

愛
の
み
が
一
よ
く
運
動
と
静
止
と
で

あ
る
。
我
々
の
心
は
愛
を
見
出
す
迄
そ

の
所
を
絶
え
ず
変
え
る
。
そ
し
て
愛
を

見
出
す
時
、
我
々
の
心
は
静
止
す
る
。

然
し
こ
の
静
止
そ
の
も
の
は
全
く
の
静

寂
と
止
む
こ
と
な
き
活
力
と
が
愛
に
於

け
る
同
じ
点
で
相
会
う
活
動
の
爇
切
な

形
な
の
で
あ
る
。

愛
に
於
い
て
損
益
は
調
和
さ
れ
る
。

愛
の
貸
借
対
照
表
に
於
い
て
、
貸
し
方

と
借
り
方
と
は
同
欄
と
な
り
、
益
金
に

進
物
が
加
え
ら
れ
る
。
創
造
の
こ
の
不

思
議
な
祭
典
に
於
い
て
、
神
の
自
己
犠

牲
の
こ
の
偉
大
な
儀
式
に
於
い
て
愛
す

る
も
の
は
、
い
つ
も､

愛
に
於
い
て
自
ら

を
獲
得
す
る
た
め
に
自
ら
を
放
棄
す
る
。

ま
こ
と
に
愛
は
放
棄
の
行
い
と
変
客
の

行
い
と
を
一
緒
に
し
、
不
可
分
離
的
に

結
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。

愛
に
於
い
て
そ
の
一
極
に
個
人
的
の

も
の
が
あ
り
、
他
の
一
極
に
非
個
人
的

の
も
の
が
る
。
一
極
に
於
い
て
、
汝
は

｢

余
は
こ
こ
に
在
り｣

と
の
積
極
的
断
言

を
な
し
、
他
の
一
極
に
於
い
て｢

余
は
こ

こ
に
在
ら
ず｣

と
の
同
程
度
に
強
い
否
定

を
な
す
。
こ
の
自
我
な
く
し
て
何
の
愛

ぞ
や
。
而
し
て
又
、
こ
の
自
我
の
み
に

て
は
愛
は
如
荷
な
れ
ば
可
能
ぞ
や
。

束
縛
と
解
放
と
は
愛
に
於
い
て
は
相

容
れ
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
何
故
か
な
ら

ば
、
愛
は
最
も
自
由
な
る
と
同
時
に
、

最
も
束
縛
で
あ
る
か
ら
だ
。
若
し
神
が

絶
対
に
自
由
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
等
創

造
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
限
者
は
有
限

の
神
秘
を
装
ふ
て
来
た
。
そ
し
て
愛
な

る
も
の
に
於
い
て
有
限
者
と
無
限
者
と

が
一
に
さ
れ
る
。

同
様
に
我
々
が
自
由
と
不
自
由
の
相

対
的
価
値
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
れ
は

単
な
る
言
葉
の
遊
び
に
過
ぎ
な
く
な
る
。

我
々
が
自
由
だ
け
を
望
む
た
め
で
な
く

て
、
束
縛
も
亦
望
む
か
ら
で
あ
る
。
凡

て
の
制
限
を
歓
迎
し
、
且
つ
そ
れ
を
超

越
す
る
こ
と
が
愛
の
高
い
本
分
な
の
で

あ
る
。
愛
程
独
立
的
な
も
の
は
他
に
一

つ
も
な
く
、
又
愛
に
非
し
て
こ
れ
程
依

存
的
な
も
の
も
何
処
に
も
見
え
な
い
。

愛
に
於
い
て
は
、
束
縛
は
自
由
と
同
様
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栄
光
に
満
ち
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

毗
紐
派
（
ビ
ィ
シ
ュ
ヌ
）
は
大
胆
に

宣
言
し
て
曰
く｢

神
は
人
間
に
自
ら
を
縛

り
つ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
中
に
人
間
存

在
の
偉
大
な
栄
光
は
存
す
る
。｣

と
。
有

限
の
不
思
議
な
リ
ズ
ム
の
呪
文
の
中
に
、

神
は
一
歩
毎
に
自
ら
に
足
枷
を
掛
け
、

か
く
て
神
は
己
が
愛
を
最
も
完
全
な
美

と
い
う
叙
情
詩
の
形
で
音
楽
的
に
表
白

す
る
の
で
あ
る
。
美
は
我
々
の
心
に
対

す
る
神
の
言
い
寄
り
で
あ
る
。
そ
れ
以

外
何
の
目
的
も
持
ち
得
ぬ
。
美
は
到
る

処
で
我
々
に
語
っ
て
曰
く
、
力
の
発
揮

は
創
造
の
究
極
の
意
味
で
は
な
い
。
一

点
の
色
、
一
曲
の
歌
、
優
に
美
し
き
形

の
有
る
処
で
は
何
処
で
も
、
我
々
の
霊

に
対
す
る
呼
び
掛
け
が
あ
る
。
と
。
飢

え
は
我
々
を
駆
っ
て
そ
の
命
令
に
従
は

し
む
る
が
、
飢
え
は
人
間
に
と
っ
て
最

後
の
言
葉
で
は
な
い
。
人
間
の
霊
は
欠

乏
の
圧
迫
や
苦
痛
の
脅
迫
」
に
よ
っ
て

は
左
右
さ
れ
な
い
と
云
う
こ
と
を
示
す

べ
く
、
飢
え
の
命
令
を
慎
重
に
否
定
し

た
人
々
が
あ
っ
た
。
実
彩
人
間
生
活
を

送
る
に
は
、
大
多
数
の
人
の
み
な
ら
ず
、

極
く
少
数
の
人
も
、
飢
え
の
要
求
を
毎

日
拒
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、
他
方
、

世
界
に
は
美
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の

自
由
を
決
し
て
侮
辱
し
な
い
し
、
我
々

を
し
て
そ
の
主
権
を
認
め
し
む
る
に
一

指
だ
に
決
し
て
挙
げ
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
が
そ
れ
を
絶
対
的
に
無
視
し
得
て
、

何
の
罪
も
結
果
と
し
て
受
け
な
い
。
美

は
我
々
に
対
す
る
呼
び
掛
け
で
あ
る
が
、

命
令
で
は
な
い
。
美
は
我
々
の
中
に
愛

を
求
め
、
そ
し
て
愛
は
強
制
に
よ
っ
て

は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
。
強
制
は
、
ま

こ
と
に
人
間
に
と
っ
て
究
極
の
魅
力
で

な
く
て
、
歓
喜
が
究
極
の
魅
力
で
あ
る
。

而
し
て
歓
喜
は
到
る
処
に
在
る
。
歓
喜

は
大
地
を
蔽
う
緑
な
す
草
の
中
に
、
静

ヒ
ツ
な
る
な
る
碧
空
に
、
充
溢
措
く
に

由
な
き
春
に
、
禁
欲
厳
た
る
灰
色
の
冬

に
、
我
々
が
肉
体
の
骨
組
に
生
気
を
与

え
る
生
け
る
肉
の
中
に
、
高
く
尊
い
人

間
の
姿
体
の
完
全
な
釣
り
合
い
の
中
に
、

我
々
の
力
の
全
行
使
の
中
に
、
知
識
の

獲
得
の
中
に
、
悪
と
の
戦
い
の
中
に
、

決
し
て
我
々
が
分
け
前
に
与
り
得
ぬ
利

得
を
得
ん
と
て
死
ぬ
こ
と
の
中
に
在
る
。

歓
喜
は
到
る
処
に
在
る
。
そ
れ
は
有
り

余
る
程
あ
っ
て
、
不
必
要
で
あ
る
。
否

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
屡
々
必
要
の
最
も
断

固
た
る
命
令
に
背
く
の
で
あ
る
。
歓
喜

は
、
法
の
束
縛
は
愛
に
よ
っ
て
の
み
証

明
さ
れ
得
る
と
云
う
こ
と
を
示
す
た
め

に
存
す
る
。
法
の
束
縛
は
、
体
と
心
の

如
き
も
の
で
あ
る
。
歓
喜
は
一
の
真
理
、

即
ち
我
々
の
霊
と
宇
宙
、
宇
宙
霊
と
至

高
の
愛
人
と
一
な
る
こ
と
の
実
現
で
あ

る
。
』

、

、
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行
動
に
於
る
悟
り

歓
喜
は
法
を
経
て
現
れ
る

を
知
れ
る
人

*152

に
し
て
能
く
法
を
超
越
す
る
を
覚
え
る

の
で
あ
る
。
法
の
束
縛
が
そ
の
人
に
対

し
存
し
な
く
な
っ
た
と
云
う
の
で
な
く

て
、
束
縛
が
自
由
の
形
で
体
現
し
た
の

で
あ
る
。
自
由
に
な
っ
た
霊
は
束
縛
を

受
け
る
を
喜
び
、
そ
の
如
何
な
る
も
の

を
も
避
く
る
を
求
め
な
い
。
こ
れ
束
縛

の
一
々
に
於
い
て
自
由
な
霊
は
創
造
に

喜
び
を
覚
え
る
無
限
の
活
動
力
の
示
現

を
感
ず
る
か
ら
だ
。

事
実
、
束
縛
な
き
所
、
狂
的
な
放
縦
の

在
る
所
で
は
、
霊
は
自
由
な
る
を
止
め

る
。
そ
こ
に
霊
の
苦
痛
が
あ
り
、
無
限

か
ら
の
霊
の
分
離
が
あ
り
、
罪
に
対
す

る
霊
の
苦
痛
が
あ
る
。
誘
惑
の
呼
び
声

に､

応
じ
て
、
霊
が
法
の
束
縛
か
ら
墜
落

し
去
る
時
は
い
つ
で
も
、
霊
は
母
親
の

腕
の
支
え
を
奪
わ
れ
た
子
の
如
く
叫
び

出
す｢

私
を
打
た
な
い
で
下
さ
い
。｣

と
。
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霊
は
懇
願
す
る
。｢

私
を
縛
っ
て
く
だ
さ

い
。｣

｢

オ
ゝ
、
私
を
汝
の
法
の
束
縛
の

中
に
縛
っ
て
下
さ
い
。
私
を
内
外
共
に

縛
っ
て
下
さ
い
。｣

オ
ゝ
、
私
を
し
っ
か

り
把
ま
え
て
下
さ
い
。
汝
の
法
の
抱
持

の
中
で
、
汝
の
歓
喜
と
一
緒
に
私
を
拈

り
上
げ
て
下
さ
い
。
罪
の
致
命
的
弛
緩

か
ら
汝
の
固
き
把
握
に
よ
っ
て
守
っ
て

下
さ
い
。
」

法
は
歓
喜
の
堆
セ
キ
物
で
あ
る
と

の
思
想
の
下
に
、
陶
酔
を
歓
喜
と
思
い

誤
る
人
が
あ
る
如
く
、
印
度
に
は
、
行

動
は
自
由
に
反
す
る
と
考
え
る
人
が
多

々
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
活
動
力

は
物
質
面
に
在
る
の
で
、
霊
の
自
由
な

精
神
を
束
縛
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

然
し
我
々
は
、
歓
喜
が
法
の
中
に
現
れ

る
如
く
、
霊
は
行
動
の
中
に
自
由
を
見

出
す
と
云
う
こ
と
を
記
憶
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
ぬ
。
歓
喜
が
外
部
に
在
る
法
を

望
む
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
現
れ

得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
霊
が
外
的

行
動
を
欲
す
る
の
は
、
そ
れ
自
身
に
自

由
を
見
出
し
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
人
間

の
霊
は
常
に
活
動
し
て
自
ら
の
抱
持
か

ら
逃
れ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
。
若
し
さ
う

で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
何
等
自
発
的
な

仕
事
を
為
し
得
な
か
っ
た
ろ
う
。

人
間
が
行
動
し
、
そ
し
て
人
間
の

裡
に
潜
め
る
も
の
を
現
実
に
す
れ
ば

す
る
程
、
人
間
は
遠
方
に
あ
る
未
成

物
を
そ
れ
だ
け
近
く
に
も
た
ら
す
の

で
あ
る
。
そ
の
実
現
化
の
中
に
人
間

は
絶
え
ず
層
一
層
自
分
自
身
を
明
確

に
し
つ
つ
あ
り
、
国
家
、
社
会
に
於

け
る
様
々
な
活
動
の
真
ん
真
ん
中
で､

益
々
新
し
い
様
相
の
自
分
自
身
を
明

ら
か
に
見
え
つ
つ
あ
る
。
こ
の
観
察

は
自
由
の
た
め
に
な
る
。

自
由
は
暗
黒
の
中
に
も
な
く
、
漠

然
の
中
に
も
な
い
。
漠
然
の
未
縛
程

恐
ろ
し
い
も
の
は
世
に
は
な
い
。
種

子
が
一
生
懸
命
に
な
っ
て
芽
を
発
し
、
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蕾
が
花
を
開
く
の
は
、
こ
の
漠
然
か

ら
逃
れ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
我
々
の

頭
の
中
の
考
え
が
絶
え
ず
形
を
と
っ

て
現
れ
る
機
会
を
求
め
つ
つ
あ
る
の

も
、
こ
の
漠
然
の
包
囲
か
ら
逃
れ
ん

が
た
め
で
あ
る
。
同
様
に
我
々
の
霊

は
漠
然
の
霧
か
ら
免
れ
、
戸
外
に
出

で
入
る
た
め
に
、
そ
の
地
上
生
活
の

目
的
に
は
必
要
で
は
無
い
と
雖
も
、

絶
え
ず
自
ら
行
動
の
新
鮮
な
分
野
を

招
き
、
活
動
の
新
し
い
形
を
考
案
す

る
に
多
忙
で
あ
る
。
何
故
か
。
霊
は

自
由
を
欲
す
る
が
故
で
あ
る
。
霊
は

霊
自
身
を
見
る
こ
と
を
欲
し
、
霊
自

身
を
実
現
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
。

人
間
が
毒
悪
な
密
林
（
ジ
ヤ
ン
グ

ル
）
を
伐
り
倒
し
、
自
分
の
た
め
に

庭
園
と
す
る
時
、
か
く
し
て
人
間
が

美
を
醜
の
包
囲
か
ら
解
放
す
る
時
、

美
は
人
間
自
身
の
美
と
な
る
。
美
に

こ
の
外
部
の
自
由
を
与
え
ず
し
て
は
、

人
間
は
美
を
内
部
に
於
い
て
自
由
に

な
し
得
な
い
。
人
間
が
法
や
命
令
を

社
会
の
我
が
儘
の
眞
只
中
に
植
え
付

け
る
と
き
、
人
間
が
悪
の
障
碍
か
ら

解
放
す
る
善
は
人
間
自
身
の
霊
の
善

で
あ
る
。
か
く
外
部
で
自
由
に
さ
れ

る
こ
と
な
し
に
は
、
善
は
内
部
で
自

由
と
な
り
得
ぬ
。
か
く
し
て
人
間
は

絶
え
ず
行
動
し
て
力
や
美
や
善
や
霊

そ
の
も
の
を
自
由
に
す
る
こ
と
に
専

念
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
が
そ
れ

に
成
功
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
そ
れ
だ

け
大
き
く
自
分
自
身
が
成
る
の
を
見
、

そ
れ
だ
け
人
間
の
自
我
の
知
識
の
野

は
広
く
な
る
。

優
波
尼
沙
土
（
ラ
バ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
）
に
曰
く｢

唯
活
動
の
眞
只
中
に
於

い
て
の
み
汝
は
百
年
生
き
ん
と
こ
そ

思
う
べ
し｣

と
。
之
は
霊
の
歓
喜
を
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十
分
味
わ
っ
た
人
間
の
言
で
あ
る
。

十
分
に
霊
を
了
解
し
た
人
々
は
決
し

て
人
性
の
悲
哀
、
行
動
の
未
練
を
悲

し
げ
な
語
調
で
語
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
人
々
は
果
柿
が
脆
い
の
で
結
実
に

先
立
ち
何
時
と
は
な
し
に
無
く
な
っ

て
終
ふ
虚
弱
な
花
の
如
き
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
人
々
は
力
一
杯
に
生
命

に
縋
り
付
き
、｢

果
実
が
熟
す
迄
離
れ

た
く
な
い
。｣

と
云
う
。
一
生
懸
命
は

自
分
自
身
を
表
現
せ
ん
と
こ
と
を
、

歓
喜
し
て
望
む
の
で
あ
る
。
苦
痛
や

悲
哀
は
彼
等
を
失
望
落
胆
せ
し
め
な

い
。
彼
等
は
自
分
の
心
の
重
荷
に
よ

っ
て
う
ち
ひ
ひ
が
れ
る
こ
と
は
な
い
。

戦
い
に
勝
て
る
英
雄
の
如
く
、
頭
を

真
っ
直
ぐ
に
立
て
、
彼
等
は
悲
喜
を

嘗
め
た
る
霊
の
様
や
増
す
輝
き
の
中

に
自
分
自
身
を
見
、
且
つ
示
し
つ
つ

人
生
を
行
進
す
る
。
彼
等
の
生
命
の

歓
喜
は
全
宇
宙
に
建
設
と
破
壊
と
を

行
い
つ
つ
あ
る
活
力
の
歓
喜
と
歩
調

を
一
に
す
る
。
彼
等
の
生
命
の
歓
喜

と
一
緒
に
な
っ
て
、
日
光
の
歓
喜
、

自
由
な
る
大
気
の
の
歓
喜
が
人
を
し

て
内
外
の
一
の
心
地
よ
き
調
和
を
支
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配
せ
し
め
る
。｢

活
動
の
眞
只
中
に
於

い
て
の
み
人
は
百
年
生
き
ん
と
こ
そ

お
も
う
べ
し
。｣

と
云
う
の
は
か
れ
ら

で
あ
る
。

人
間
に
於
い
て
こ
の
生
命
の
歓
喜
、

こ
の
仕
事
の
歓
喜
は
絶
対
的
に
眞
で

あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
迷
想
で
あ
り
、

我
々
が
そ
れ
を
投
げ
棄
て
ね
ば
我
々

は
自
我
実
現
の
道
に
入
り
得
ぬ
と
云

う
て
も
む
だ
で
あ
る
。
活
動
の
世
界

か
ら
離
れ
て
無
限
者
の
実
現
を
試
み

る
こ
と
は
何
の
役
に
も
た
た
ぬ
こ
と

だ
ろ
う
。

人
間
は
強
制
さ
れ
て
活
動
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
は
真
理
で
は
な
い
。

も
し
、
一
方
に
強
制
が
あ
れ
ば
、
他

の
一
方
に
は
喜
び
が
あ
る
。
一
方
で

行
動
は
欠
乏
に
拍
車
さ
れ
、
他
方
で

行
動
は
そ
の
自
ら
な
る
遂
行
に
急
ぐ
。

こ
れ
人
間
の
文
明
が
進
む
に
つ
れ
、

人
間
が
義
務
を
増
や
し
、
自
ら
進
ん

で
ど
し
ど
し
仕
事
を
拵
へ
る
理
由
で

あ
る
。
人
間
は
、
自
然
と
い
う
も
の

は
人
間
を1

忙
し
く
し
て
お
く
に
足

る
だ
け
の
仕
事
を
人
間
に
与
え
て
居

り
、
事
実
、
自
然
は
飢
渇
の
鞭
打
ち

で
人
間
を
死
に
到
る
迄
働
か
せ
て
い

る
と
思
う
で
あ
ろ
う
が
、
さ
う
で
は

な
い
。
人
間
は
そ
れ
を
以
て
十
分
と

考
え
な
い
。
人
間
は
自
然
が
鳥
獣
と

同
様
に
人
間
に
命
ず
る
仕
事
を
為
す

だ
け
で
は
満
足
し
て
休
み
得
な
い
。

人
間
は
行
動
で
も
是
非
共
万
物
に
勝

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
な
る
創

造
物
も
人
間
程
懸
命
に
働
か
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
人
間
は
社
会
に

於
い
て
行
動
の
広
大
な
分
野
を
自
ら

案
出
せ
ざ
る
を
得
ぬ
や
う
に
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
分
野
に
於
い
て

人
間
は
永
久
に
建
て
た
り
，
毀
し
た

り
、
法
を
廃
し
た
り
、
物
質
の
堆
積

を
積
み
あ
げ
た
り
、
絶
え
ず
考
え
た

り
、
求
め
た
り
、
苦
し
ん
だ
り
し
て

い
る
。
そ
の
分
野
に
於
い
て
人
間
は

強
大
な
戦
い
を
戦
い
、
絶
え
ず
新
し

い
生
命
を
獲
得
し
て
死
を
光
輝
あ
ら

し
め
、
そ
し
て
艱
難
を
避
け
る
ど
こ

ろ
か
、
喜
ん
で
、
し
か
も
絶
え
ず
新

し
い
艱
難
の
重
荷
を
背
負
っ
て
き
た
。

人
間
は
そ
の
近
接
の
環
境
の
囲
い
の

中
で
は
完
全
で
は
な
く
、
又
、
人
間

は
そ
の
現
在
よ
り
一
層
偉
大
で
あ
り
、

一
処
に
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
こ
と
は

心
地
好
く
と
も
、
生
命
の
阻
止
は
人

間
の
眞
の
本
分
を
、
人
間
存
在
の
眞

の
目
的
を
破
壊
す
る
こ
と
を
は
っ
け

ん
し
た
。

こ
の
破
壊
（
マ
ハ
テ
ィ
ビ
ナ
ス
テ

ィ
フ
）

に
人
間
は
堪
え
ら
れ
な
い
。
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従
っ
て
人
間
は
己
が
現
在
に
超
越
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
背
丈
を
伸
ば
す
た

め
に
、
即
ち
人
間
が
未
だ
達
し
て
い

な
い
も
の
に
成
る
た
め
に
人
間
は
労

苦
し
苦
し
む
の
で
あ
る
。
こ
の
労
苦

の
裡
に
人
間
の
栄
光
は
あ
る
。
人
間

が
そ
の
行
動
の
分
野
を
制
限
す
る
こ



*156

七
三
頁

と
を
求
め
ず
に
，
絶
え
ず
境
界
を
拡

げ
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
知
れ
る
が
故
で
あ
る
。

時
に
は
、
人
間
は
余
り
遠
く
へ
さ
迷

い
出
る
の
で
、
人
間
の
仕
事
が
そ
の

意
味
を
失
ふ
傾
き
も
あ
る
。
そ
し
て

人
間
が
彼
方
此
方
へ
突
進
す
る
こ
と

は
、
中
心
を
異
に
せ
る
恐
る
べ
き
渦

巻
き
を
起
こ
す
。
利
己
主
義
の
渦
巻
、

力
の
誇
り
の
渦
巻
き
を
。
尚
、
流
れ

の
力
が
失
わ
れ
ぬ
限
り
、
何
等
の
恐

怖
は
な
い
。
人
間
の
活
動
力
の
障
碍

物
や
死
せ
る
堆
積
物
は
消
散
さ
れ
、

運
び
去
ら
れ
る
。
衝
動
は
自
ら
誤
り

を
正
す
。
霊
が
停
滞
裡
に
眠
る
時
に

の
み
霊
の
敵
は
征
服
力
を
獲
得
す
る
。

そ
し
て
此
等
の
障
碍
物
は
邪
魔
に
な

り
す
ぎ
て
戦
い
抜
け
な
い
。
こ
れ
故

に
我
々
の
時
に
よ
り
、
働
く
た
め
に

我
々
は
生
き
ね
ば
な
ら
ず
、
生
き
る

た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
人

生
と
行
動
と
は
不
可
分
に
結
び
附
い

て
い
る
と
我
々
は
警
告
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

生
命
は
そ
れ
だ
け
で
は
完
全
で
は

な
い
と
云
う
こ
と
は
、
正
に
生
命
の

特
色
で
あ
る
。
生
命
は
外
に
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
の
真
理
は
内

部
と
外
部
と
の
交
通
に
在
る
。
生
き

る
た
め
に
は
肉
体
は
外
部
の
光
や
空

気
と
様
々
な
ｋ
ん
け
い
を
保
た
ね
ば

な
ら
な
い
。
単
に
生
命
力
を
得
る
の

み
で
な
く
て
、
生
命
を
示
現
す
る
た

め
に
も
。
肉
体
が
そ
れ
自
身
の
内
部

活
動
に
如
何
に
完
全
に
従
事
し
て
い

る
か
を
考
え
よ
。
そ
の
心
臓
の
鼓
動

は
一
刻
と
雖
も
止
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
の
胃
、
そ
の
脳
は
小
止
み
な
く
働

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
こ
れ
だ
け
で

は
十
分
で
は
な
い
。
肉
体
は
外
に
向

ひ
、
始
終
、
休
み
は
な
い
。
肉
体
の

生
命
は
肉
体
を
外
部
の
仕
事
と
運
動

と
の
果
て
し
な
き
舞
踊
に
連
れ
て
行

く
」
。
肉
体
は
肉
体
の
内
的
組
織
の

循
環
で
満
足
さ
せ
る
べ
く
も
な
い
。

そ
し
て
唯
、
肉
体
の
外
に
遠
足
し
て

歓
喜
の
充
足
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

霊
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
霊

は
其
れ
自
身
の
内
的
感
情
や
想
像
の

上
に
生
き
得
な
い
。
霊
の
内
的
意
識

を
養
う
た
め
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自

身
を
行
動
に
供
す
る
た
め
に
、
常
に

外
物
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

若
し
我
々
が
真
理
そ
の
も
の
で
あ

る
も
の
を
二
つ
に
分
か
つ
な
ら
ば
，

我
々
は
生
き
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
云

う
の
が
，
ま
こ
と
に
真
理
で
あ
る
。

我
々
は
内
外
共
に
真
理
そ
の
も
の
な

る
考
え
の
中
に
住
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

我
々
が
神
を
ど
の
方
面
で
否
定
し
よ

う
と
、
我
々
は
自
己
を
欺
き
，
損
失

を
ま
ね
く
の
で
あ
る
。｢

婆
羅
吸
摩

（
ブ
ラ
フ
マ
）
は
私
を
見
捨
て
て
い

な
い
。
私
か
ら
ブ
ラ
フ
マ
を
玄
ら
し

む
勿
れ
。｣

若
し
我
々
が
我
々
は
唯
、
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内
観
に
於
い
て
の
み
ブ
ラ
フ
マ
を
了
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解
し
，
我
々
の
外
的
活
動
か
ら
ブ
ラ

フ
マ
を
玄
ら
し
な
い
。
即
ち
我
々
が

外
部
の
奉
仕
に
よ
っ
て
ブ
ラ
フ
マ
を

崇
拝
す
る
の
で
な
く
て
、
我
々
の
心

中
の
愛
に
よ
っ
て
ブ
ラ
フ
マ
を
享
受

し
た
い
と
云
う
な
ら
ば
、
若
し
く
は
、

若
し
我
々
が
反
対
を
云
い
，
且
つ
我

々
の
人
生
探
究
の
旅
の
一
面
に
於
い

て
我
々
自
身
を
偏
重
す
る
な
ら
ば
、

我
々
は
一
様
に
没
落
に
献
す
る
で
あ

ろ
う
。

欧
州
大
陸
に
於
い
て
は
、
我
々
は

人
間
の
霊
が
主
と
し
て
霊
自
身
を
外

部
に
拡
張
す
る
こ
と
に
関
心
し
て
い

る
の
を
見
る
。
即
ち
力
の
行
使
の
広

野
が
霊
の
野
で
あ
る
。
欧
州
大
陸
の

偏
願
は
全
く
拡
張
の
世
界
に
対
し
て

で
あ
り
、
大
陸
は
充
実
の
野
で
あ
る

内
的
意
識
の
野
を
顧
み
な
い
。
否
、

殆
ど
信
じ
な
い
。
充
実
の
完
成
は
大

陸
の
た
め
に
何
処
に
も
存
し
な
い
様

に
見
え
る
と
迄
大
陸
は
○
へ
て
い
る
。

大
陸
の
科
学
は
常
に
世
界
の
終
わ
り

な
き
進
歩
を
語
る
。
そ
の
形
而
上
学

は
神
自
身
の
進
化
を
語
り
始
め
た
。

彼
等
は
神
は
存
在
す
と
云
う
こ
と
を

承
認
し
な
い
。
彼
等
は
神
は
存
在
す

と
云
う
こ
と
を
承
認
し
な
い
。
彼
等

は
神
も
毎
生
成
し
つ
つ
あ
る
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
神
が
常
に

何
等
か
指
示
し
得
る
制
限
よ
り
も
大

な
る
と
共
に
、
そ
れ
は
又
完
全
で
あ

る
こ
と
、
一
方
に
於
い
て
プ
ラ
フ
マ

は
進
化
し
つ
つ
あ
り
、
他
方
に
於
い

て
そ
れ
は
完
全
で
あ
る
こ
と
、
一
面

ブ
ラ
フ
マ
は
本
質
で
あ
り
、
他
面
そ

れ
は
示
現
で
あ
る
こ
と
、
丁
度
、
歌

と
歌
う
事
と
の
如
く
同
時
に
両
者
合

し
て
い
る
こ
と
を
了
解
し
損
な
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
歌
い
手
の
意
識
を

無
視
し
、
歌
う
事
の
み
が
進
行
し
つ

つ
あ
り
、
歌
は
な
い
の
だ
と
云
う
の

が
如
き
で
あ
る
。
疑
い
も
な
く
我
々

は
直
接
に
唯
歌
う
事
の
み
に
感
附
い

て
居
り
、
そ
し
て
如
何
な
る
一
時
も

全
体
と
し
て
歌
に
決
し
て
感
附
い
て

い
な
い
。
然
し
完
全
な
歌
は
歌
い
手

の
霊
の
中
に
あ
る
こ
と
を
我
々
は
終

始
認
識
し
な
い
か
。

力
へ
の
陶
酔
を
我
々
が
西
洋
人
に

認
め
る
の
は
彼
等
が
実
行
と
生
成
と

を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
此
等
西

洋
の
人
々
は
力
に
よ
っ
て
凡
て
の
物

を
奪
取
し
、
掴
む
べ
く
運
命
附
け
ら

れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
西
洋
人

は
い
つ
も
頑
固
に｢
実
行
中｣

た
ら
ん

こ
と
を
欲
し
、
決
し
て｢
完
成｣

た
ら

ん
こ
と
を
欲
し
な
い
。
即
ち
、
西
洋

人
は
物
の
組
織
に
於
い
て
死
に
当
然

の
位
置
を
許
容
す
る
を
欲
せ
ず
、
完

成
の
美
を
知
ら
な
い
の
だ
。

印
度
に
於
い
て
は
、
危
険
は
正
に

反
対
側
か
ら
生
ず
る
。
印
度
の
偏
願

は
内
的
世
界
に
対
し
て
で
あ
る
。
我

々
は
力
の
分
野
、
拡
張
の
分
野
を
罵

詈
を
以
て
排
斥
せ
ん
と
す
る
。
我
々

は
瞑
想
し
て
ブ
ラ
フ
マ
を
唯
そ
の
完

全
な
様
相
に
於
い
て
の
み
了
解
せ
ん

と
す
る
。
我
々
は
ブ
ラ
フ
マ
を
宇
宙

の
大
規
模
な
交
易
の
中
で
、
そ
の
進

化
の
様
相
に
於
い
て
見
え
な
い
様
に

運
命
附
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
小
我
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々
が
印
度
の
求
道
者
の
中
に
、
霊
へ

の
陶
酔
と
必
然
的
な
霊
の
ヘ
ン
下
と

を
屡
々
見
出
す
所
以
で
あ
る
。
印
度

人
の
供
仰
は
如
何
な
る
法
の
束
縛
も

認
め
よ
う
と
し
な
い
。
彼
等
の
行
動

は
理
性
に
何
等
か
の
説
明
を
与
え
る

を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
。
ブ
ラ
フ

マ
を
そ
の
創
造
物
と
不
可
分
に
見
ん

と
空
し
く
も
試
み
て
、
彼
等
の
智
力

は
自
ら
を
石
の
如
く
に
干
乾
ら
び
し

む
る
。
彼
等
の
心
は
そ
れ
自
身
の
流

出
の
中
に
ブ
ラ
フ
マ
を
閉
じ
込
め
ん

と
し
て
、
情
緒
の
恍
惚
の
裡
に
溺
れ

て
気
絶
す
る
。
彼
等
は
描
く
の
如
く
、

法
の
束
縛
や
外
部
世
界
に
於
け
る
行

動
の
要
求
や
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
人
性
が
蒙
る
力
や
性
格
や
の
損

失
を
量
る
何
等
か
の
標
準
を
手
の
届

き
得
る
所
に
持
っ
て
さ
え
居
な
い
。

然
し
眞
の
霊
性
は
我
々
の
聖
談
叢

に
教
え
る
如
く
、
内
と
外
と
の
相
関

の
中
に
、
力
が
平
静
に
釣
り
合
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
真
理
は
そ
の
法
を

持
ち
、
そ
の
歓
喜
を
持
つ
。
真
理
の

一
面
に
於
い
て
は｢

神
を
怖
れ
て
火
は

燃
え
る｣

と
歌
わ
れ
つ
つ
あ
る
し
、
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他
面
に
於
い
て
は｢

万
物
は
歓
喜
か
ら

生
ま
れ
る｣

と
歌
わ
れ
つ
ゝ
あ
る
。

*158

自
由
は
法
に
従
う
こ
と
に
な
し
に
は

到
達
し
得
ぬ
。
何
故
か
な
ら
ば
、
ブ

ラ
フ
マ
は
一
面
に
於
い
て
は
自
己
の

真
理
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
、
他
面
に
於

い
て
は
自
己
の
真
理
に
よ
っ
て
縛
ら

れ
、
他
面
に
於
い
て
は
自
己
の
歓
喜

の
裡
に
自
由
で
あ
る
か
ら
だ
。

我
々
自
身
は
と
云
え
ば
、
自
由
の

歓
喜
を
十
分
に
獲
得
す
る
の
は
、
我

々
が
全
的
に
真
理
の
束
縛
に
従
ふ
時

の
み
で
あ
る
。
ど
ん
な
風
に
し
て
か
。

竪
琴
に
縛
ら
れ
た
絃
の
そ
れ
の
如
く

に
。
竪
琴
が
眞
に
絃
を
は
ら
れ
る
時
、

束
縛
の
力
に
些
か
の
弛
み
も
な
い
時
、

そ
の
時
に
の
み
音
楽
は
生
ま
れ
る
。

そ
し
て
絃
は
そ
の
旋
律
の
中
に
自
ら

を
超
越
し
つ
ゝ
、
一
々
の
諧
音
毎
の

眞
の
自
由
を
見
出
す
。
一
面
に
於
い

て
絵
が
音
楽
の
中
に
か
か
る
自
由
の

範
囲
を
見
出
し
得
る
は
、
他
面
に
於

い
て
絵
が
か
か
る
厳
重
な
規
則
に
よ

っ
て
締
め
附
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
絵
が
眞
で
な
い
限
り
、
絵
は

実
際
、
単
に
縛
ら
れ
て
い
た
だ
け
で

あ
る
。
然
し
そ
の
束
縛
を
弛
め
る
こ

と
は
眞
の
調
子
を
得
る
迄
が
か
っ
ち

り
と
締
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始

め
て
、
絵
が
完
全
に
達
成
し
得
る
自

由
へ
の
道
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

我
々
の
義
務
の
低
音
部
及
び
最
高

音
部
の
絵
は
、
我
々
が
真
理
の
法
に

従
っ
て
し
っ
か
り
と
調
子
を
合
わ
せ

て
お
か
ぬ
限
り
は
、
唯
束
縛
で
あ
る

の
み
。
そ
し
て
我
々
は
不
活
動
の
無

へ
の
絵
の
弛
緩
を
ば
自
由
と
呼
び
得

な
い
。
私
が
真
理
、
即
ち
達
摩
（
ダ
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ル
マ
）

を
求
め
て
の
眞
の
努
力
は
行
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動
の
無
視
に
存
せ
ず
し
て
、
永
遠
の

調
和
に
一
層
緊
密
に
行
動
を
調
節
す

る
努
力
に
存
す
る
こ
と
を
云
い
た
い

の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
こ
の
努
力
の

聖
句
は
、｢

汝
何
業
を
な
そ
う
と
も
、

そ
を
ブ
ラ
フ
マ
に
献
ぜ
よ｣

た
る
べ
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き
で
あ
る
。
即
ち
霊
は
そ
の
活
動
の

凡
て
を
通
じ
て
ブ
ラ
フ
マ
に
自
ら
を

献
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
献
身

は
霊
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
中
に

霊
の
自
由
は
あ
る
。
凡
て
の
業
が
ブ

ラ
フ
マ
と
合
一
へ
の
道
と
な
る
時
、

霊
が
霊
自
身
の
願
望
へ
常
に
帰
る
こ

と
を
止
め
る
時
、
霊
の
中
に
我
々
の

献
身
が
益
々
激
烈
と
な
る
時
、
歓
喜

は
支
配
す
る
。
そ
の
時
に
完
全
が
あ

る
。
自
由
が
あ
る
。
そ
の
時
に
こ
の

世
に
神
の
国
が
実
現
さ
れ
る
。

そ
の
片
隅
に
座
し
て
、
行
動
に
於

け
る
人
類
の
こ
の
壮
大
な
る
自
己
表
示
、

こ
の
自
己
犠
牲
を
愚
弄
せ
ん
と
す
る
者

が
誰
か
い
る
か
。
神
と
一
と
の
合
一
は

全
人
類
が
、
日
光
と
嵐
の
と
の
中
で
、

幾
時
代
か
を
か
け
て
苦
心
し
て
建
設
し

た
空
に
聳
ゆ
る
人
間
性
の
偉
大
さ
の
聖

堂
か
ら
離
れ
て
、
彼
自
身
の
想
像
の
何

か
隠
遁
的
享
受
の
中
に
見
出
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
考
え
る
人
が
誰
か
い
る
か
。

こ
の
隠
遁
的
交
通
が
宗
教
の
最
高
の
形

と
考
え
る
も
の
が
誰
か
い
る
か
。
お
ゝ
、

自
己
陶
酔
の
酒
に
酔
い
し
れ
て
、
心
の

狂
へ
る
放
浪
者
（
サ
ン
ニ
ヤ
ー
シ
ン
）
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よ
、
人
性
の
広
野
を
横
切
っ
て
大
道
沿

い
に
進
む
人
間
の
霊
の
行
進
、
宇
宙
へ

の
霊
の
拡
大
を
阻
む
境
界
を
乗
り
越
え

る
べ
き
運
命
を
背
負
わ
さ
れ
た
る
霊
成

就
の
車
に
乗
っ
て
、
霊
が
」
行
進
す
る

轟
き
を
は
や
も
聞
か
ず
や
。
山
々
も
眞

二
つ
に
裂
け
、
天
空
に
勝
ち
誇
っ
て
は

た
め
く
軍
旗
の
行
進
の
前
に
道
を
譲
る
。

丁
度
朝
日
の
前
の
霧
の
如
く
、
物
質
の

紛
乱
せ
る
暗
さ
は
そ
の
抗
し
難
き
接
近

に
会
う
や
消
え
失
せ
る
。
苦
痛
、
病
、

不
規
律
は
一
歩
一
歩
を
そ
の
攻
撃
に
会

っ
て
退
却
し
つ
つ
あ
る
。
無
智
の
障
碍

は
押
し
除
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
盲
目
の

闇
は
突
き
通
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て

見
よ
！
冨
と
健
康
と
詩
と
芸
術
と
智
と

正
義
と
の
約
束
さ
れ
た
国
は
次
第
に
視

界
に
現
れ
つ
つ
あ
る
で
は
な
い
か
。
汝

は
汝
の
昏
睡
裡
に
こ
の
人
性
の
車
は
歴

史
の
巨
大
な
通
景
に
沿
っ
て
大
地
を
ゆ

さ
ぶ
り
つ
つ
小
利
の
行
進
を
す
る
も
、

人
性
の
充
実
に
迄
導
く
馭
者
は
い
な
い

で
は
な
い
か
と
云
は
ん
と
す
る
か
。
こ

の
小
利
の
行
進
に
加
わ
れ
と
の
神
の
命

令
に
応
ず
る
を
拒
む
者
誰
か
あ
る
。
こ

の
楽
し
い
群
衆
か
ら
走
り
去
り
、
神
を

無
為
の
無
関
心
の
中
に
求
め
ん
と
す
る

程
の
馬
鹿
を
や
る
は
誰
か
。
ｋ
の
外
延

の
人
性
の
文
明
、
悲
哀
の
深
渕
を
経
、

歓
喜
の
頂
を
経
、
内
外
の
数
え
切
れ
ぬ

程
の
障
碍
を
経
て
、
人
間
の
力
に
勝
利
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を
獲
得
す
る
た
め
の
人
間
の
永
久
の
努

力
、
こ
の
凡
て
を
、
こ
の
人
間
の
大
世

界
を
虚
偽
な
も
の
と
敢
え
て
呼
ぶ
程
、

虚
偽
に
浸
れ
る
は
誰
か
。
こ
の
充
実
の

広
大
を
素
敵
な
詐
偽
と
思
い
得
る
者
は
、

実
際
、
真
理
で
あ
る
神
を
信
じ
得
る
か
。

こ
の
世
界
か
ら
走
り
出
る
こ
と
に
よ
っ

て
神
に
到
達
せ
ん
と
思
う
者
は
、
何
時
、

何
処
で
神
に
会
え
る
と
期
待
す
る
の
か
。

ど
れ
程
遠
く
へ
飛
び
得
る
や
、
無
そ
の

も
の
の
中
へ
跳
び
込
む
迄
飛
ん
で
飛
ん

で
飛
び
得
る
や
。
否
、
飛
ば
ん
と
欲
す

る
卑
怯
者
は
何
処
に
も
神
を
見
出
し
得

な
い
。
我
々
は
勇
敢
に
も
斯
う
云
は
ね

ば
な
ら
ぬ
。｢

我
々
は
神
に
、
こ
こ
で
、

こ
の
地
点
で
、
今
こ
の
瞬
間
に
到
達
し

つ
つ
あ
る
。｣

と
。
我
々
は
我
々
の
行
動

に
於
い
て,

我
々
自
身
を
実
現
し
つ
つ
あ

る
如
く
、
我
々
自
身
の
中
に
自
我
の
自

我
た
る
神
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
と
我
と

我
が
身
に
保
証
出
来
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
我
々
の
行
動
の
道
か
ら
自
ら
の

努
力
で
、
凡
て
の
障
碍
、
不
規
律
、
不

調
和
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
躊
躇

な
く
か
く
云
え
る
権
利
を
持
た
ね
ば
な

ら
な
い
。
我
々
は｢

私
の
仕
事
に
私
の
歓

喜
が
あ
り
、
そ
の
歓
喜
の
中
に
私
の
歓

喜
の
歓
喜
が
住
ん
で
い
る｣

と
云
い
得
ね

ば
な
ら
な
い
。

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
は
、
誰
を｢

ブ
ラ

フ
マ
を
知
れ
る
人
々
の
長｣

と
よ
ぶ
か
。
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そ
の
長
は｢

そ
の
歓
喜
が
ブ
ラ
フ
マ
の
中

に
在
り
、
そ
の
行
動
が
ブ
ラ
フ
マ
の
中

に
在
り
、
そ
の
行
動
が
ブ
ラ
フ
マ
の
中

に
在
る
人
、
即
ち
行
動
的
な
人｣

と
定
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義
さ
れ
る
。
歓
喜
の
現
れ
な
い
歓
喜
は

全
く
歓
喜
で
は
な
い
。
活
動
力
の
な
い

運
動
は
運
動
で
は
な
い
。
活
動
力
は
歓

喜
の
現
れ
で
あ
る
。
そ
の
歓
喜
が
ブ
ラ

フ
マ
の
中
に
在
る
人
、
そ
の
人
は
ど
う

じ
て
無
為
の
中
に
生
き
得
よ
う
か
。
ブ

ラ
フ
マ
の
歓
喜
が
形
を
取
り
、
○
現
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
も
の
を
彼
の

活
動
力
が
給
し
て
は
な
ら
ぬ
の
か
。
こ

れ
ブ
ラ
フ
マ
を
知
れ
る
人
、
ブ
ラ
フ
マ

の
中
に
歓
喜
を
持
て
る
人
は
彼
の
活
動

力
の
全
て
、
即
ち
飲
食
、
生
計
樹
立
、

慈
善
を
も
ブ
ラ
フ
マ
に
持
た
ね
ば
な
ら

ぬ
所
以
で
あ
る
。
そ
の
詩
に
在
る
詩
人

の
歓
喜
、
そ
の
芸
術
に
在
る
芸
術
家
の

歓
喜
、
そ
の
勇
気
の
産
物
に
在
る
勇
者

の
歓
喜
、
そ
の
真
理
の
識
別
に
在
る
智

者
の
歓
喜
は
、
絶
え
ず
其
等
種
々
の
活

動
力
に
表
現
を
求
む
る
如
く
、
大
小
と

な
き
日
常
事
、
真
理
、
美
、
秩
序
、
慈

善
に
於
い
て
、
ブ
ラ
フ
マ
を
知
れ
る
人

の
歓
喜
は
神
に
表
現
を
与
え
ん
こ
と
を

求
め
る
。

ブ
ラ
フ
マ
自
身
も
同
じ
様
に
己
が
歓
喜

に
表
現
を
与
え
る
。｢

凡
ゆ
る
方
向
に
射

出
さ
れ
る
彼
の
多
面
な
活
動
力
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
異
な
れ
る
創
造
物
の
固
有

の
欲
求
を
満
た
し
て
や
る
。｣

そ
の
固

*164

有
の
欲
求
と
は
ブ
ラ
フ
マ
自
身
で
あ
り
、
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そ
れ
故
彼
は
多
方
向
に,

多
く
の
形
に
自

ら
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ

マ
は
働
く
。
働
か
ず
し
て
ど
う
し
て
彼

と
雖
も
、
自
分
自
身
を
示
し
得
よ
う
か
。

ブ
ラ
フ
マ
の
歓
喜
は
、
常
に
そ
の
そ
の

創
造
た
る
献
身
の
中
に
一
身
を
献
げ
つ

つ
あ
る
。

こ
の
事
の
中
に
我
々
自
身
の
眞
の
意
味

が
存
す
る
。
こ
の
中
に
我
々
の
父
た
る

神
と
の
類
似
が
あ
る
。
我
々
は
又
、
多

方
面
の
様
々
の
目
的
を
有
つ
活
動
に
身

を
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
吠
陀
（
ブ
ェ
ー

ダ
）

に
神
は｢

自
分
自
身
を
与
え
る
も

*166

の
、
力
を
与
え
る
も
の｣

と
い
わ
れ
て

*166

い
る
。
神
は
我
々
に
自
身
を
与
え
る
こ

と
で
満
足
せ
ず
し
て
、
同
様
に
我
々
が

自
信
を
捧
げ
る
様
に
力
を
与
え
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ

ャ
ド
）
の
予
言
者
が
、
か
く
し
て
我
々

の
欲
求
を
満
た
し
つ
つ
あ
る
人
に
、｢

我

々
に
慈
善
の
心
を
許
与
し
給
え｣

我
々
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に
慈
善
の
心
を
許
与
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
の
も
の
な
る
最
高
の
欲
求
を

満
た
し
給
え
と
祈
る
理
由
で
あ
る
。
即

ち
神
が
単
独
で
我
々
の
欠
乏
を
取
り
去

る
べ
く
働
く
べ
き
だ
と
云
う
の
で
は
不

十
分
で
、
神
の
活
動
の
中
で
、
善
の
実

行
の
中
で
、
神
と
共
に
働
く
希
望
と
力

と
を
我
々
に
与
え
る
べ
き
だ
と
云
う
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ま
こ
と
に
、
我

々
と
神
と
の
渾
一
は
成
就
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
慈
善
の
心
は
成
就
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
慈
善
の
心
は
他
人
の
自
我
の
欲

求
（
ス
ワ
ー
ル
ト
ハ
）

は
我
々
自
身
の
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自
我
の
固
有
の
欲
求

た
る
べ
き
こ
と
を
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示
す
も
の
で
あ
り
、
人
性
の
の
仕
事
に

於
け
る
我
々
の
多
面
の
力
の
様
々
の
目

的
の
中
に
我
々
の
歓
喜
が
存
す
る
事
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
こ
の
慈
善

の
心
の
案
内
で
働
く
時
、
そ
の
時
に
我

々
の
活
動
力
は
調
節
さ
れ
る
が
、
機
械

的
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
欲
求
に
よ

っ
て
刺
激
さ
れ
た
の
で
な
く
、
霊
の
満

足
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
た
行
動
で
あ
る
。

か
か
る
活
動
力
は
大
衆
の
行
動
の
盲
目

的
模
倣
た
る
を
止
め
る
。
流
行
の
指
図

に
卑
怯
に
も
従
う
こ
と
を
止
め
る
。｢

神

は
宇
宙
の
始
め
に
在
り
、
終
わ
り
に
も

在
り
。｣

と
云
う
こ
と
を
、
そ
の
中
に
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見
え
始
め
る
。
同
様
に
我
々
自
身
の
仕

事
の
泉
で
あ
り
、
霊
感
で
あ
る
も
の
は

神
で
あ
り
、
又
そ
の
終
わ
り
に
神
あ
る

を
知
り
、
そ
れ
故
に
、
我
々
の
活
動
力

の
全
て
は
平
和
と
善
と
歓
喜
と
に
よ
っ

て
滲
透
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
を
知
る
。

優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
９
は
曰

く｢

智
、
力､

行
、
は
神
の
本
性
に
具
わ

る
も
の
な
り｣

と
。
我
々
が
歓
喜
を
仕

*171
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事
か
ら
分
か
つ
傾
き
が
有
る
の
は
、
こ

の
当
然
な
こ
と
が
未
だ
我
々
の
心
の
中

に
生
ま
れ
て
来
な
い
故
で
あ
る
。
我
々

の
仕
事
の
日
は
我
々
の
歓
喜
の
日
で
は

な
い
。
我
々
は
そ
れ
に
は
休
日
が
要
る

の
で
あ
る
。
我
々
は
不
幸
な
の
で
、
我

々
の
仕
事
に
我
々
の
休
日
を
見
出
し
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
河
は
そ
の
休
日
を

前
進
の
流
れ
の
中
に
見
出
す
。
火
は
焰

の
爆
裂
の
中
に
、
花
の
香
り
は
大
気
へ

の
そ
の
透
微
の
中
に
休
日
を
見
出
す
。

然
し
、
我
々
の
日
々
の
仕
事
に
は
、
我

々
に
と
っ
て
の
か
か
る
休
日
は
な
い
。

我
々
の
仕
事
が
我
々
を
打
ち
負
か
す
の

は
、
我
々
が
自
ら
を
放
棄
せ
ず
、
又
、

仕
事
に
喜
ん
で
、
し
か
も
完
全
に
自
ら

を
放
棄
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
ゝ
、
汝
自
身
を
与
え
る
も
の
よ

汝
を
歓
喜
と
直
覚
し
て
、
我
々
の
霊
を

*172汝
に
火
の
如
く
燃
え
上
ら
し
め
よ
、
河

の
如
く
汝
に
火
の
如
く
燃
え
上
が
ら
し

め
よ
、
河
の
如
く
汝
に
注
が
し
め
よ
、

花
の
芳
香
の
如
く
汝
の
存
在
を
充
満
せ

し
め
よ
。
そ
の
歓
喜
と
悲
哀
、
そ
の
得

喪
、
そ
の
興
亡
に
於
い
て
我
々
の
命
を

愛
し
、
十
分
に
愛
す
る
力
を
我
々
に
与

え
よ
。
我
々
を
し
て
汝
の
宇
宙
を
十
分

に
見
、
且
つ
聞
く
に
足
る
力
、
又
そ
の

中
で
十
分
な
勇
気
を
以
て
働
く
に
足
る

力
を
持
た
し
め
よ
。
我
々
を
し
て
汝
が

我
々
に
授
け
し
生
活
を
十
分
に
送
ら
し

め
よ
。
我
々
を
し
て
勇
敢
に
取
り
、
勇

敢
に
与
え
し
め
よ
。
こ
れ
我
々
の
汝
に

対
す
る
祈
り
で
あ
る
。
我
々
を
し
て
断

然
と
、
汝
の
歓
喜
は
行
動
か
ら
離
れ
た

薄
い
、
形
の
無
い
、
支
え
の
な
い
も
の

な
り
と
の
力
無
き
想
像
を
我
々
の
心
か

ら
駆
逐
せ
し
め
よ
。
農
夫
が
固
い
土
を

耕
す
処
は
何
処
で
も
、
汝
の
歓
喜
は
穀

物
の
緑
と
な
っ
て
迸
り
出
、
人
間
が
混

乱
せ
る
森
を
排
除
し
、
石
多
き
地
を
滑

ら
か
に
し
、
且
つ
自
ら
家
屋
を
清
掃
す

る
処
で
は
何
処
で
も
、
汝
の
歓
喜
は
秩

序
と
平
和
と
の
中
に
そ
れ
を
包
む
の
で

あ
る
。

お
ゝ
、
宇
宙
の
労
働
者
よ
。

我
々
は
汝
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に
祈
り
た
い
。
汝
の
宇
宙
力
の
抗
し
難

き
流
れ
を
し
て
、
春
の
刺
激
的
南
風
の

如
く
来
た
ら
し
め
よ
。
人
間
の
生
命
の

広
野
を
突
進
し
来
た
ら
し
め
よ
。
多
く

の
花
の
香
り
、
多
く
の
森
の
さ
ざ
め
き

を
も
た
ら
し
よ
。
我
々
の
干
乾
ら
び
し

霊
生
活
の
無
生
命
を
美
し
く
せ
し
め
、

且
つ
そ
れ
に
声
あ
ら
し
め
よ
。
我
々
の

涔
に
目
覚
め
し
力
を
し
て
、
葉
、
花
、

実
に
於
け
る
無
限
の
充
実
を
叫
び
求
め

し
め
よ
。
』
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プ
ロ
ロ
ー
グ

第
七
章

美
の
悟
り

我
々
が
歓
び
を
感
じ
な
い
も
の
は
我

々
の
心
に
重
荷
と
な
り
、
我
々
は
如
何

に
高
く
つ
い
て
も
逃
れ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
か
、
或
い
は
効
用
が
失
せ
る
に

つ
れ
て
荷
厄
介
に
な
る
が
、
有
用
な
、

そ
れ
故
に
一
時
的
に
、
又
部
分
的
に
我

々
と
関
係
あ
る
も
の
で
あ
る
か
、
若
し

く
は
、
一
寸
我
々
の
目
に
止
ま
る
が
や

が
て
過
ぎ
去
っ
て
終
う
放
浪
者
の
如
き

も
の
か
で
あ
る
。

こ
の
世
界
の

大
部
分
は
我
々
に
と
っ
て
無
価
値
な
も

の
な
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
然
し
我
々

は
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
く
こ
と
は
出
来

な
い
。
か
く
て
は
、
我
々
自
身
の
自
我

が
小
さ
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は

己
の
世
襲
財
産
は
己
が
力
の
凡
て
に
よ

っ
て
入
手
し
得
る
、
と
の
信
念
を
持
つ

こ
と
が
我
々
の
力
の
凡
て
の
最
高
の
意

義
で
あ
る
。

然
し
意
識
の
拡
張
の
道
程
に
於
い
て
、

美
感
は
如
何
な
る
本
分
を
も
つ
か
。
美

感
は
真
理
を
明
暗
に
分
離
し
、
又
非
妥

協
的
に
美
醜
に
く
べ
つ
し
て
見
せ
る
も

の
で
あ
る
か
。
若
し
そ
う
な
ら
ば
、
美

感
は
宇
宙
に
紛
争
を
醸
し
、
一
々
の
個

物
か
ら
万
物
へ
通
ず
る
交
通
の
大
道
を

遮
る
障
壁
を
築
く
こ
と
に
な
る
の
を
我

々
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。

然
し
こ
れ
は
真
実
で
あ
り
得
な
い
。

我
々
の
明
察
が
不
完
全
な
限
り
は
、
既

知
物
と
未
知
物
、
快
物
と
不
快
物
と
の

区
分
は
必
然
的
に
存
す
る
。
然
し
幾
人

か
の
哲
人
達
の
定
言
に
も
拘
わ
ら
ず
、

人
間
は
そ
の
可
知
世
界
に
対
し
何
等
の

恣
意
的
、
絶
対
的
な
限
界
を
置
く
こ
と

を
承
認
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
々
科

学
は
、
嘗
て
は
人
間
の
地
図
に
に
未
踏

査
又
は
不
可
踏
査
と
記
さ
れ
し
領
域
へ

と
入
り
込
み
つ
つ
あ
る
。
我
々
の
美
感

も
同
様
に
そ
の
征
服
地
を
絶
え
ず
推
し

進
め
る
こ
と
に
専
念
し
つ
つ
あ
る
。
真

理
は
到
る
処
に
あ
る
。
故
に
凡
て
の
物

は
我
々
の
知
識
の
対
象
と
な
る
。
美
は

普
遍
的
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
凡
て
の

物
は
我
々
に
歓
び
を
与
え
る
能
力
が
あ

る
。人

類
の
歴
史
の
初
期
に
於
い
て
は
、

人
間
は
万
物
を
生
命
の
現
象
と
し
て
な

が
め
た
。
生
命
の
科
学
は
生
物
と
無
生

物
と
の
間
に
明
確
な
区
別
を
た
て
る
こ

と
よ
り
始
っ
た
。
然
し
科
学
が
生
物
と

無
生
物
と
の
境
界
線
を
推
し
進
め
れ
ば

進
め
る
程
、
愈
々
そ
れ
は
漠
然
た
る
も

の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
我
々
の
理
解
力

の
初
期
に
於
て
は
対
照
の
此
等
の
明
確

な
線
は
調
法
で
は
あ
る
が
、
理
解
が
愈

々
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
次
第
に
消

え
て
行
く
の
で
あ
る
。

優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
）

に
*174

曰
く｢

万
物
は
無
限
の
歓
喜
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
の
だ｣

と
。
創
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造
の
こ
の
原
理
を
了
解
す
る
た
め
に
は
、

我
々
は
先
ず
分
離
、
美
な
る
も
の
と
非

美
な
る
も
の
と
の
分
離
か
ら
始
め
ね
ば

な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
美
の
理
解
力
は
来
っ

て
我
々
の
意
識
に
一
撃
を
加
へ
以
て
我

々
を
原
始
的
昏
睡
か
ら
呼
び
醒
ま
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
対
照
の
督
促
に

よ
り
目
的
を
達
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
我
々
の
最
初
の
美
と
の
面
識
は
縞

や
羽
根
飾
り
や
で
、
否
、
不
格
好
さ
で

我
々
を
感
動
さ
せ
る
雑
色
の
服
装
を
し

た
美
と
で
あ
る
。
然
し
馴
染
み
が
深
く

な
る
時
、
明
ら
か
に
不
協
音
で
あ
っ
た

も
の
が
、
節
奏
あ
る
協
音
に
な
る
の
で

あ
る
。
先
ず
我
々
は
美
を
周
囲
の
も
の

か
ら
分
離
す
る
。
我
々
は
美
を
爾
余
の

も
の
か
ら
離
し
て
見
る
。
然
し
終
に
万

物
と
美
と
の
調
和
を
了
解
す
る
。
そ
の

時
、
美
の
音
楽
は
も
は
や
騒
音
で
我
々

の
心
を
か
き
た
て
る
要
は
な
い
。
美
の

音
楽
は
充
暴
を
放
棄
し
、
柔
和
な
る
も

の
は
地
を
嗣
が
ん

と
の
真
理
を
以
て
我

*176

々
の
心
を
惹
き
附
け
る
。

我
々
の
成
長
の
或
る
段
階
に
於
い
て

は
、
我
々
の
歴
史
の
或
る
時
期
に
於
い

て
は
、
我
々
は
美
の
特
別
の
宗
派
を
開

き
、
そ
し
て
少
数
の
選
ば
れ
た
者
の
誇

り
の
種
と

す
べ
く
狭
い
仲
間
に
削
減
せ
ん
と
試
み

る
。

そ
う
す
る
と
丁
度
高
尚
な
真
理
の

*177

理
解
が
見
捨
て
ら
れ
、
迷
信
が
発
生
し

て
阻
止
し
難
く
な
っ
た
印
度
文
明
の
衰

微
時
代
の
婆
羅
門
（
バ
ラ
モ
ン
）

の
例
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の
如
く
、
信
者
の
中
に
気
取
り
と
誇
張

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

美
学
の
歴
史
に
も
、
解
放
の
時
代
が

来
る
。
そ
の
時
代
に
は
大
小
事
物
の
中

に
美
を
認
識
す
る
こ
と
が
容
易
と
な
り
、

又
奇
妙
さ
の
点
で
驚
く
べ
き
も
の
よ
り

も
、
普
通
の
物
の
気
取
ら
ぬ
調
和
の
中

に
美
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

具
合
故
、
我
々
は
反
動
の
段
階
を
経
ね

ば
な
ら
な
い
。
即
ち
美
の
表
現
に
際
し

て
明
ら
か
に
快
的
な
凡
て
の
物
、
習
慣

の
裁
可
に
よ
っ
て
王
冠
を
か
ぶ
ら
さ
れ

た
凡
て
の
物
を
我
々
は
避
け
よ
う
と
試

み
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
に
は
反

動
的
に
、
平
凡
な
事
物
の
平
凡
さ
を
過

大
視
す
る
誘
惑
に
陥
入
り
、
そ
れ
を
無

理
に
も
非
凡
に
す
る
の
で
あ
る
。
調
和

を
恢
復
す
る
た
め
に
却
っ
て
我
々
は
全

反
動
の
特
徴
た
る
不
調
和
を
創
造
す
る
。

我
々
は
既
に
現
代
に
於
い
て
こ
の
美
的

反
動
の
微
候
を
見
る
。
そ
れ
は
人
間
の

美
意
識
の
分
野
を
醜
と
美
と
に
は
は
っ

き
り
分
か
つ
も
の
は
知
覚
の
狭
小
さ
に

過
ぎ
ぬ
と
云
う
こ
と
を
人
間
は
終
に
知

る
様
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
実
証
す
る

の
で
あ
る
。
人
間
が
私
利
を
離
れ
、
諸

感
覚
の
強
い
貪
欲
な
要
求
を
離
れ
て
物

を
見
る
力
を
持
つ
時
、
そ
の
時
に
の
み

到
る
処
に
あ
る
美
を
真
に
観
察
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
時
に
の
み
人
間
は
我
々

に
と
り
不
快
な
も
の
は
必
ず
し
も
非
美
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な
ら
ず
し
て
、
そ
の
美
を
真
理
の
中
に

持
て
る
の
を
知
る
。

我
々
が
虚
偽
と
云
う
如
き
も
の
は
存

し
な
い
と
云
へ
ば
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
ろ

う
と
同
様
に
、
美
は
到
る
処
に
在
り
と

云
う
は
、
醜
な
る
語
は
我
々
の
国
語
か

ら
抹
殺
さ
れ
る
べ
き
だ
と
云
ふ
意
味
で

は
な
い
。
虚
偽
は
宇
宙
の
組
織
の
中
で

な
く
て
、
我
々
の
理
解
力
の
中
に
否
定

的
要
素
と
し
て
確
か
に
存
す
る
。
同
様

に
真
理
の
不
完
全
な
る
了
解
か
ら
来
る

美
の
歪
曲
さ
れ
た
表
現
の
形
を
と
っ
て

我
々
の
生
活
や
芸
術
の
中
に
醜
が
存
在

す
る

或
る
程
度
迄
我
々
は
我
々
の
中
や
万
物

の
中
に
在
る
真
理
の
法
則
に
背
い
て
生

活
を
営
み
得
る
し
、
同
様
に
到
る
処
に

在
る
調
和
の
永
久
の
法
則
に
背
い
て
醜

を
生
ぜ
し
め
得
る
。

我
々
は
真
理
感
を
通
じ
て
創
造
の
中
に

法
あ
る
を
了
解
し
、
美
感
を
通
じ
て
宇

宙
に
調
和
あ
る
を
了
解
す
る
。
我
々
が

自
然
界
の
法
を
知
る
時
、
物
質
的
力
に

対
す
る
支
配
を
拡
げ
、
力
強
く
な
る
。

我
々
が
自
己
の
道
徳
的
本
性
に
在
る
法

を
知
る
時
、
我
々
は
自
我
を
支
配
し
得

て
自
由
に
な
る
。
同
様
に
我
々
が
物
質

界
に
存
す
る

調
和
を
了
解
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
我
々

の
生
活
は
創
造
の
歓
び
に
よ
り
、
芸
術

に
於
け
る
美
の
表
現
は
一
層
真
実
に
普

遍
的
と
な
る
。
我
々
が
自
己
の
霊
に
在

る
調
和
を
意
識
す
る
様
に
な
る
に
つ
れ
、

宇
宙
霊
の
至
上
の
歓
喜
の
理
解
は
一
般

的
と
な
り
、
我
々
の
生
活
に
於
け
る
美

の
表
現
は
善
と
悪
と
の
状
態
で
無
限
者

に
向
か
っ
て
動
い
て
行
く
。｢

美
は
眞
、

眞
は
美｣

と
云
う
こ
と
を
我
々
は
常
に
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知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
う

の
が
我
々
の
存
在
の
最
高
の
目
的
で
あ

る
。
我
々
は
全
宇
宙
が
愛
に
浸
れ
る
を

了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
か
な

ら
ば
、
霊
は
全
宇
宙
を
生
み
、
維
持
し
、

そ
の
胸
へ
連
れ
帰
る
か
ら
だ
。
我
々
は

自
分
に
事
物
の
最
奥
の
中
心
に
立
つ
力

を
与
へ
、
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ
フ
マ
）
の

も
の
な
る
無
私
無
欲
の
歓
喜
の
充
実
の

試
味
を
有
す
る
心
の
完
全
な
解
脱
を
有

た
ね
ば
な
ら
な
い
。

音
楽
は
芸
術
の
最
も
純
粋
な
形
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
美
の
最
も
直
接
な
表
現

で
あ
る
。
そ
れ
は
一
で
あ
り
、
単
純
な

形
と
精
神
と
を
持
ち
、
し
か
も
無
縁
な

何
等
か
の
物
に
つ
ゆ
煩
は
さ
れ
な
い
。

我
々
は
創
造
の
有
限
な
形
象
に
宿
る
無

限
な
る
も
の
の
示
現
は
、
静
か
で
、
目

に
見
え
る
音
楽
そ
の
も
の
で
あ
る
と
感

ず
る
様
で
あ
る
。
星
の
煌
め
く
星
座
を

飽
む
こ
と
な
く
繰
り
返
す
夕
の
空
は
、

初
め
て
声
を
立
て
、
我
乍
ら
そ
の
神
秘

に
驚
い
て
心
打
た
れ
、
繰
り
返
し
同
じ

言
葉
を
つ
ぶ
や
き
、
絶
え
ず
喜
ん
で
聴

き
ほ
れ
る
子
供
の
様
で
あ
る
。
七
月
の

雨
の
夜
、
暗
黒
が
牧
場
に
重
く
垂
れ
、

軒
打
つ
雨
が
ま
ど
ろ
め
る
大
地
の
静
け

さ
一
面
に
蔽
い
を
幾
重
に
も
お
ひ
か
ぶ
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せ
る
時
、
雨
雫
の
単
調
は
音
そ
の
も
の

の
暗
さ
の
様
に
思
は
れ
る
。
薄
暗
い
並

木
の
陰
鬱
、
薄
汚
く
濡
れ
た
髪
を
し
て

漂
う
て
い
る
泳
者
の
頭
の
様
に
、
ヒ
ー

ス
の
枯
れ
た
荒
地
に
散
在
し
て
い
る
刺

つ
き
灌
木
、
じ
め
じ
め
し
た
草
や
湿
土

の
香
ひ
、
村
小
屋
の
囲
り
に
集
へ
る
漠

然
た
る
黒
い
塊
の
上
に
立
つ
寺
院
の
尖

塔
、
こ
れ
ら
凡
て
の
も
の
は
夜
の
心
か

ら
生
じ
、
空
を
満
た
す
雨
の
音
と
一
に

な
っ
て
消
え
失
せ
る
調
子
の
様
に
見
え

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
予
言
者
た
る
眞
の
詩
人
は
、

音
楽
に
よ
っ
て
宇
宙
を
表
現
せ
ん
と
努

め
る
。

眞
の
詩
人
は
形
象
の
発
現
や
蒼
穹
の

画
布
の
上
を
凡
ゆ
る
瞬
間
に
過
ぎ
去
っ

て
行
く
涯
て
し
な
き
線
と
色
と
の
混
合

や
を
表
現
す
る
に
絵
書
の
表
象
を
殆
ど

用
い
な
い
。

詩
人
は
詩
人
な
り
に
理
由
を
持
つ
。

何
故
か
な
ら
ば
、
絵
を
描
く
人
は
画
布

や
画
筆
や
絵
の
具
箱
を
も
た
ね
ば
な
ら

ぬ
か
ら
で
あ
る
。
画
家
の
最
初
の
一
筆

は
完
全
な
理
想
か
ら
去
る
こ
と
甚
だ
遠

い
。
そ
し
て
画
が
出
来
上
が
り
、
画
家

が
去
る
時
、
孤
独
と
な
っ
た
絵
は
独
立

し
、
創
造
の
手
の
愛
の
止
む
な
き
接
触

は
引
き
込
め
ら
れ
る
。

然
し
歌
い
手
は
自
分
の
裡
に
凡
て
の

物
を
持
っ
て
い
る
。
音
譜
は
彼
の
生
命

そ
の
も
の
か
ら
発
す
る
。
音
譜
は
外
で

集
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
思

想
と
表
現
と
は
兄
妹
の
関
係
に
あ
る
。

双
生
子
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
も
屡
々

だ
。
音
楽
に
於
い
て
心
は
即
刻
に
顕
現

す
る
。
無
縁
物
の
如
何
な
る
障
壁
に
も

邪
魔
さ
れ
な
い
。

そ
れ
故
に
音
楽
も
他
の
芸
術
の
様
に

そ
の
完
成
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
一

歩
一
歩
に
於
い
て
全
体
の
美
を
発
表
す

る
。
言
葉
と
雖
も
、
表
現
の
道
具
と
し

て
は
障
壁
で
あ
る
。
何
故
か
な
れ
ば
、

そ
の
意
味
に
は
思
想
に
よ
っ
て
解
釈
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
然
し
音
楽

は
明
ら
か
な
意
味
に
頼
る
の
要
が
な
い
。

そ
れ
は
如
何
な
る
言
葉
も
嘗
て
表
し
得

ぬ
も
の
を
ひ
ょ
う
げ
ん
す
る
。
更
に
音

楽
と
音
楽
家
と
は
不
可
分
な
も
の
で
あ

る
。
歌
い
手
が
去
る
と
歌
は
共
に
消
え

去
る
。
歌
は
歌
い
主
の
生
命
と
歓
び
と

を
永
久
に
結
合
し
て
い
る
。

こ
の
宇
宙
の
歌
は
一
瞬
た
り
と
も
、
決

し
て
そ
の
歌
い
手
か
ら
分
か
た
れ
な
い
。

そ
れ
は
何
等
の
外
部
な
る
物
に
よ
っ
て

は
形
造
ら
れ
な
い
。
決
し
て
終
わ
り
と

云
う
こ
と
の
な
い
形
を
と
る
。
歌
い
手

の
歓
喜
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
空
一
面
に
そ
の
脈
髆
の
○
音
を
送
る

偉
大
な
心
な
の
で
あ
る
。

不
完
全
な
も
の
の
中
に
於
け
る
完
成

の
示
現
で
あ
る
こ
の
音
楽
の
一
々
の
節

に
は
完
全
さ
が
あ
る
。
そ
の
調
子
は
一

と
し
て
決
定
的
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
く
、

し
か
も
各
々
は
無
限
な
る
も
の
を
反
映

す
る
。

こ
の
偉
大
な
調
和
の
正
確
な
意
味
を
得

損
ね
た
ら
一
体
動
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

絵
に
触
れ
、
弾
け
ば
直
ち
に
そ
の
音
色

の
凡
て
を
引
き
出
す
手
の
如
く
な
ら
ず

や
。
そ
れ
は
宇
宙
の
心
か
ら
出
て
真
っ

直
ぐ
に
我
々
の
心
に
来
た
る
美
の
言
葉
、
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愛
撫
で
あ
る
。

昨
夜
、
暗
黒
を
お
ほ
へ
る
沈
黙
の
中

に
私
は
独
り
立
ち
、
永
久
の
旋
律
の
歌

い
手
の
声
を
聴
い
た
。
私
は
床
に
就
い

て
、
心
の
中
に
こ
ん
な
考
え
を
抱
い
て

眼
を
閉
じ
た
。
即
ち
、
ま
ど
ろ
め
る
間
、

よ
し
私
は
無
意
識
に
過
さ
う
と
も
、
生

命
の
踊
り
は
星
と
歩
を
合
わ
せ
つ
つ
私

の
眠
れ
る
肉
体
の
静
か
な
る
活
舞
台
で

な
ほ
も
続
け
ら
れ
よ
う
。
心
臓
は
鼓
動

し
、
血
は
血
管
中
を
躍
動
し
続
け
、
私

の
肉
体
の
幾
百
万
と
な
き
生
け
る
原
子

は
弾
き
手
の
接
触
に
震
え
る
竪
琴
の
調

子
に
つ
れ
て
振
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
』
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八
六
頁

第
八
層

神
の
悟
り

｢

人
若
し
こ
の
世
に
て
神
を
悟
ら
ば
眞
と

な
り
、
若
し
然
ら
ず
ば
そ
は
禍
な
り｣

と
優

*180

波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
）
は
い
ふ
。

然
ら
ば
こ
の
神
へ
の
到
達
と
は
如
何
な
る

性
質
の
も
の
か
。
神
と
は
多
く
の
物
の
中
に

て
断
定
的
に
分
類
さ
れ
て
、
我
々
の
所
有
物

と
し
て
保
ち
得
る
物
、
政
治
、
戦
争
、
金
儲

け
、
若
し
く
は
社
会
的
競
争
に
於
い
て
特
別

に
我
々
に
好
意
を
寄
せ
る
同
盟
国
と
し
て
利

用
し
得
る
が
如
き
物
で
は
な
い
。
我
々
は
多

く
の
人
は
そ
う
し
た
く
思
っ
て
い
る
様
だ
が
、

そ
の
様
に
別
シ
ョ
（
納
屋
）
自
動
車
、
若
し

く
は
銀
行
信
用
と
同
列
に
神
を
見
る
こ
と
は

出
来
な
い
。

我
々
は
人
間
の
霊
が
神
を
渇
望
す
る
時
抱

く
希
望
の
眞
の
性
質
を
了
解
し
よ
う
と
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
に
高
価
な
り
と
も
、

人
間
の
所
有
物
を
符
や
増
さ
ん
と
す
る
望
み

が
そ
の
希
望
を
構
成
す
る
の
か
。
断
然
違
う
。

我
々
の
貯
え
を
更
に
絶
え
ず
増
さ
ん
と
す
る

こ
と
は
は
て
し
な
く
う
ん
ざ
り
す
る
仕
事
で

あ
る
。
実
際
、
霊
が
神
を
求
め
る
時
、
霊
は

こ
の
止
度
な
き
蒐
集
と
蓄
積
と
決
し
て
終
わ

り
な
き
こ
と
か
ら
逃
れ
ん
こ
と
を
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
霊
が
求
め
る
も
の
は
附
加
物

で
は
な
く
て
、
非
永
久
的
（
ニ
テ
ィ
ヨ
ー
ニ

テ
ィ
ヤ
ー
ナ
ム
）
な
万
物
に
宿
る
永
久
的
な

も
の

、
全
享
愛
を
単
一
に
す
る
（
ラ
サ
ー
ム
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ラ
サ
タ
マ
フ
）
最
高
の
永
続
的
歓
喜

で
あ
る
。
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そ
れ
故
に
優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
）

が
凡
て
の
物
を
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ
フ
マ
）
の

裡
に
了
解
せ
よ
と
教
え
る
時
、
そ
れ
は
何
か

特
別
の
も
の
を
求
む
る
こ
と
で
も
な
く
、
何

か
新
し
い
も
の
を
作
る
こ
と
で
も
な
い
。

｢

宇
宙
に
存
す
る
凡
て
の
物
は
神
に
よ
っ
て

包
ま
れ
い
る
も
の
な
る
を
知
れ
。
神
に
よ
り

与
え
ら
れ
し
も
の
を
何
で
も
享
受
せ
よ
。
自

分
自
身

の
も
の
な
ら
ぬ
富
へ
の
貪
欲
を
汝

が
心
に
宿
す
勿
れ
。｣

*183

存
在
す
る
も
の
は
何
で
も
神
に
よ
っ
て
み

た
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
汝
の
持
つ
物
は

何
で
も
神
の
賜
物
な
る
を
知
る
時
、
汝
は
有

限
の
中
に
無
限
を
了
解
し
、
贈
り
物
の
中
に

贈
り
主
を
了
解
す
る
。
そ
の
時
、
実
在
せ
る

凡
て
の
事
物
は
一
真
理
の
示
現
の
中
に
そ
の

唯
一
の
意
味
を
有
つ
こ
と
、
汝
の
凡
て
の
所

有
物
は
、
其
れ
自
体
の
裡
に
で
な
く
、
そ
れ

が
作
る
神
と
の
関
係
の
中
に
汝
に
対
す
る
唯

一
の
意
味
を
有
つ
こ
と
を
汝
は
知
る
の
で
あ

る
。そ

こ
で
我
々
が
他
の
物
を
見
出
し
得
る
如

く
に
は
婆
羅
吸
摩
（
バ
ラ
フ
マ
）
を
見
出
し

得
る
と
は
云
ひ
得
な
い
。
他
物
よ
り
も
寧
ろ

一
物
に
、
何
処
か
他
所
と
云
う
よ
り
も
一
所

に
ブ
ラ
フ
マ
を
求
む
る
は
問
題
な
き
こ
と
で

あ
る
。
朝
の
光
を
求
め
て
食
料
小
屋
に
走
る

に
は
当
た
ら
ぬ
、
眼
を
を
開
け
ば
そ
こ
に
光

は
在
る
の
だ
。
そ
の
様
に
ブ
ラ
フ
マ
は
到
る

処
に
在
る
と
し
る
た
め
に
は
、
唯
々
己
れ
自
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身
を
放
棄
す
れ
ば
い
い
の
だ
。

こ
れ
仏
陀
が
我
々
の
生
活
の
裡
に
閉
じ
籠

ら
ぬ
様
に
と
我
々
を
戒
め
た
理
由
で
あ
る
。

若
し
一
層
積
極
的
に
、
完
全
に,

且
つ
満
足
に

そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
べ
き
何
物
も
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
か
か
る
戒
め
は
絶
対
的
に
無
意

味
で
あ
ろ
う
。
何
人
も
人
間
の
持
て
る
凡
て

の
物
を
、
何
物
も
得
ら
れ
な
い
の
に
放
棄
す

る
と
云
う
こ
の
忠
告
を
真
剣
に
考
え
得
な
い

し
、
況
ん
や
そ
れ
に
対
し
何
等
の
熱
を
も
持

ち
得
な
い
。

そ
れ
で
我
々
の
日
夕
の
神
の
礼
拝
は
眞
に

は
神
を
漸
次
獲
得
し
る
過
程
で
は
な
く
て
、

渾
一
へ
の
凡
て
の
障
碍
を
除
き
、
献
身
や
勤

行
に
、
善
や
愛
に
神
意
識
を
拡
げ
つ
つ
我
々

自
身
を
放
棄
す
る
日
々
の
過
程
で
あ
る
。

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
に
曰
く｢

そ
の
的
を
完
全
に

射
抜
き
し
矢
の
如
く
、
ブ
ラ
フ
マ
に
没
入
せ

よ｣

と
。
か
く
ブ
ラ
フ
マ
に
よ
っ
て
絶
対
的
に

包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
、

単
に
精
神
集
中
の
行
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我

々
の
生
活
全
体
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

思
想
や
行
動
の
凡
て
に
於
い
て
我
々
は
神
を

意
識
せ
ね
ば
」
な
ら
ぬ
。｢

凡
て
に
滲
透
せ
る

歓
喜
の
力
空
に
満
た
ざ
れ
ば
、
何
物
も
生
き

る
得
ず
、
動
く
を
得
ざ
る
べ
し｣

と
の
真
理
の

了
解
を
我
々
の
生
活
の
日
々
に
於
い
て
一
層

容
易
な
ら
し
め
よ
。
我
々
の
全
行
動
に
無
限

の
活
力
の
衝
動
を
感
ぜ
し
め
よ
。
施
工
し
而

し
て
喜
ば
せ
よ
。

神
は
我
々
の
到
達
し
得
ぬ
彼
方
に
在
る
。

そ
れ
で
神
は
我
々
に
と
り
無
価
値
な
る
も
の

な
る
の
か
の
如
く
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
も
し

よ
う
。
然
う
だ
。
到
達
な
る
語
が
所
有
の
観

念
を
何
等
か
か
意
味
す
る
な
ら
ば
、
神
は
到

達
し
得
ぬ
も
の
と
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
し
我
々
は
人
間
の
最
高
の
享
受
は
所
有
で

な
く
て
獲
得
（
で
も
そ
れ
は
同
時
に
不
獲
得

で
あ
る
が
）
に
在
る
こ
と
を
心
に
銘
す
べ
き

で
あ
る
。
我
々
の
肉
体
的
快
楽
は
非
実
在
物

に
対
し
て
は
何
等
余
地
を
残
さ
な
い
。
肉
体

的
快
楽
は
地
球
の
死
せ
る
衛
星
の
の
如
く
周

囲
に
少
し
も
空
気
が
な
い
。
我
々
が
食
を
摂

り
、
飢
え
を
満
た
す
時
、
そ
れ
は
所
有
の
完

全
な
行
で
あ
る
。
飢
え
が
満
た
さ
れ
ぬ
限
り

は
食
は
快
楽
で
あ
る
。
何
故
か
な
ら
ば
、
そ

の
時
に
我
々
の
食
の
享
受
は
凡
ゆ
る
点
で
神

と
接
触
す
る
か
ら
だ
。
然
し
食
の
享
楽
が
一

度
び
満
た
さ
れ
る
や
、
即
ち
換
言
」
す
れ
ば
、

我
々
の
食
欲
が
そ
の
非
実
在
の
段
階
の
終
わ

り
に
来
る
時
、
食
欲
は
そ
の
歓
び
の
終
末
に

来
る
。
我
々
の
知
的
快
楽
の
凡
て
に
於
い
て

は
、
余
地
は
一
層
広
い
。
限
界
は
ず
っ
と
離

れ
た
遠
く
に
在
る
。
我
々
の
深
い
方
の
愛
に

於
い
て
は
、
得
と
非
得
と
は
平
行
し
て
い
つ

も
進
む
。
毗
紐
派
（
ブ
ィ
シ
ュ
ヌ
）

の
叙
情
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詩
の
一
に
、
愛
人
は
恋
人
に
語
る
。｢
私
は
誕

生
以
来
貴
女
の
顔
の
美
を
眺
め
て
い
た
か
の

如
く
に
思
う
。
然
し
私
の
眼
は
未
だ
飢
え
て

い
る
。
私
は
貴
女
を
幾
百
年
も
の
間
、
私
の

胸
に
押
し
当
て
て
い
た
様
に
思
う
の
に
私
の

心
は
満
た
さ
れ
な
い｣

と
。

こ
の
こ
と
は
我
々
が
我
々
の
快
楽
の
中
に

求
め
て
い
る
も
の
は
、
眞
に
神
で
あ
る
こ
と

を
を
明
ら
か
な
ら
し
む
る
。
富
有
た
ら
ん
と

の
我
々
の
願
望
は
特
定
額
の
金
を
得
る
願
望
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で
は
な
く
て
、
不
定
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
我
々
の
享
受
の
中
最
も
は
か
な
い
享
受
は

永
遠
の
と
の
瞬
間
的
接
触
に
過
ぎ
な
い
。
人

生
の
悲
劇
は
決
し
て
無
制
限
と
な
り
得
ざ
る

物
の
限
界
を
拡
げ
人
と
の
空
し
き
試
み
、
有

限
の
梯
子
段
を
愚
か
し
く
も
増
や
す
こ
と
に

よ
っ
て
神
に
到
達
せ
ん
と
す
る
空
し
き
試
み

の
中
に
存
す
る
。

我
々
の
霊
の
眞
の
願
望
は
我
々
の
所
有
物

以
上
の
も
の
を
得
ん
と
す
る
に
在
る
こ
と
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
触
れ
、
感

ず
る
こ
と
の
出
来
る
物
に
囲
ま
れ
て
霊
は
叫

ぶ
。｢

私
は
得
る
こ
と
に
つ
か
れ
た
。
決
し
て

得
ら
れ
る
筈
の
な
い
神
は
何
処
に
在
ま
す
の

か
。｣人

間
の
歴
史
の
い
た
る
処
で
、
放
棄
の
精

神
は
人
間
の
霊
の
最
深
の
実
在
で
あ
る
こ
と

を
知
る
。
霊
が
何
等
か
の
物
に
つ
い
て
、｢

私

は
そ
れ
を
欲
し
く
な
い
。
私
は
そ
れ
の
上
に

在
る
か
ら｣

と
云
う
時
、
霊
は
霊
の
裡
に
在
る

最
高
の
真
理
を
披
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

少
女
の
生
命
が
そ
の
人
形
よ
り
大
き
く
な
る

時
、
即
ち
少
女
が
凡
ゆ
る
点
で
人
形
以
上
の

も
ん
ｐ
で
あ
る
と
了
解
す
る
時
、
そ
の
時
に

は
少
女
は
人
魚
を
捨
て
る
の
で
あ
る
。
所
有

と
云
う
行
為
に
よ
っ
て
我
々
は
自
分
が
所
有

せ
る
物
よ
り
も
偉
大
な
る
を
知
る
。
我
々
自

身
よ
り
劣
れ
る
も
の
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い

る
の
は
全
く
悲
惨
で
あ
る
。
こ
れ
は

が
夫
の
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家
を
去
る
真
際
に
、
夫
が
彼
女
に
財
産
を
呉

れ
た
時
感
じ
た
所
で
あ
る
。
彼
女
は
夫
に
尋

ね
た
。｢

此
等
の
物
質
（
モ
ノ
）
は
至
高
の
物

を
得
る
助
け
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。｣

即
ち
換

言
す
れ
ば
、｢

此
等
の
物
質
は
私
に
と
っ
て
私

の
霊
以
上
の
も
の
で
す
か
。｣

夫
が｢

此
等
の

物
は
汝
を
世
俗
的
所
有
物
に
於
い
て
冨
ま
す

で
あ
ろ
う
。｣

と
答
え
た
時
、
彼
女
は
直
ち
に

｢

そ
れ
な
ら
此
等
の
物
を
私
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
か｣

と
云
う
た
。
人
間
が
眞
に
そ
の
所
有
物
が
何

で
あ
る
か
を
了
解
し
て
始
め
て
、
人
間
は
所

有
物
に
つ
き
最
早
や
何
等
の
幻
惑
も
感
じ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
人
間
は
自
分
の
霊

が
此
等
の
物
よ
り
遙
か
以
上
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
そ
の
束
縛
か
ら
免
れ
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
人
間
は
そ
の
所
有
物
よ
り

大
き
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
眞
に
自
分
の
霊

を
了
解
し
、
人
間
の
永
遠
の
生
命
の
途
上
に

於
け
る
進
歩
は
一
聯
の
自
己
放
棄
を
以
て
し

て
で
あ
る
こ
と
を
了
解
す
る
。

我
々
は
絶
対
的
に
無
限
存
在

を
所
有
し
得
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ぬ
と
云
う
こ
と
は
単
な
る
知
的
命
題
で
は
な

い
。
そ
れ
は
経
験
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
こ
の
経
験
は
至
福
な
も
の
で
あ
る
。
鳥

は
空
を
飛
ぶ
事
、
そ
の
翼
の
羽
ば
た
き
の
一

々
に
於
い
て
空
の
涯
て
し
無
き
を
経
験
し
、

そ
の
翼
は
決
し
て
鳥
を
空
の
彼
方
へ
運
び
得

ぬ
こ
と
を
経
験
す
る
。
そ
こ
に
鳥
の
歓
喜
が

あ
る
。
籠
の
な
か
で
は
空
は
限
ら
れ
て
い
る
。

鳥
の
生
活
の
目
的
の
凡
て
に
と
っ
て
は
そ
れ

で
十
分
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
―
た
だ
必
要

以
上
を
出
な
い
だ
け
で
あ
る
。
鳥
は
必
要
の

限
界
内
で
は
楽
し
み
得
な
い
。
鳥
の
持
て
る

も
の
が
、
そ
の
常
に
欲
し
又
は
了
解
し
得
る

以
上
に
計
り
難
き
程
い
い
こ
と
を
感
じ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
始
め
て
鳥
は
楽
し
い
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の
で
あ
る
。

か
く
し
て
我
々
の
霊
は
無
限
界
を
飛
翔
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
霊
は
霊
成
就
の

終
点
に
来
た
り
得
ぬ
と
の
感
覚
に
そ
の
最
高

の
歓
喜
が
有
り
、
最
高
の
自
由
が
あ
る
と
云

う
こ
と
を
毎
瞬
時
感
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
の
永
続
的
幸
福
は
何
物
か
を
得
る
こ

と
に
は
な
く
て
、
自
分
自
身
よ
り
も
偉
大
な

も
の
へ
、
人
間
の
個
人
的
生
命
よ
り
大
な
る

理
想
へ
、
国
家
や
人
類
や
神
の
理
想
へ
己
れ

を
捨
て
る
こ
と
に
在
る
。
そ
の
理
想
は
人
間

が
自
分
の
生
命
を
も
含
め
て
、
そ
の
持
て
る

全
て
の
も
の
を
手
放
す
こ
と
を
容
易
な
ら
し

め
る
。
眞
に
人
間
の
持
て
る
全
て
の
物
を
要

求
し
得
、
又
人
間
を
そ
の
所
有
物
に
対
す
る

全
執
著
か
ら
解
放
し
得
る
或
る
大
な
る
理
想

を
人
間
が
見
出
す
迄
は
、
人
間
の
存
在
は
悲

惨
で
あ
り,

汚
い
。
仏
陀
と
キ
リ
ス
ト
と
印
度

の
偉
大
な
全
予
言
者

は
こ
の
大
理
想
を
代
表
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す
る
。
彼
等
は
我
々
に
我
々
に
我
々
の
持
て

る
凡
て
の
物
を
放
棄
す
る
機
会
を
も
た
ら
す
。

彼
等
が
そ
の
神
々
し
い
喜
捨
の
椀
を
差
し
出

す
時
、
我
々
は
与
え
ざ
る
を
得
ぬ
と
感
じ
る
。

そ
し
て
与
え
る
こ
と
に
我
々
の
最
眞
の
歓
喜

が
あ
り
、
自
由
が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
何

故
か
な
ら
ば
、
与
え
る
こ
と
は
我
々
自
身
を

そ
の
程
度
迄
神
と
合
一
せ
し
む
る
事
で
あ
る

か
ら
だ
。

人
間
は
完
全
で
は
な
い
。
人
間
は
未
完
成

で
あ
る
。
そ
し
て
若
し
永
久
に
人
間
が
其
処

に
止
ま
っ
て
い
る
と
考
え
得
た
な
ら
ば
、
我

々
は
人
間
が
想
像
し
得
る
最
も
恐
ろ
し
い
地

獄
の
観
念
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
そ
の
成
る
べ
き
姿
に
於
い
て
無
限
で

あ
る
。
そ
こ
に
人
間
の
天
国
が
有
り
、
人
間

の
救
済
が
有
る
。
人
間
の
現
在
は
得
る
こ
と

の
出
来
る
物
、
用
済
み
の
物
で
毎
瞬
時
心
を

と
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
成
る
べ
き
姿
は
得

ら
れ
る
物
以
上
の
何
物
か
、
そ
れ
は
決
し
て

所
有
し
て
い
な
い
故
に
決
し
て
失
い
得
ぬ
何

物
か
に
飢
え
て
い
る
。

我
々
の
存
在
の
有
限
の
極
は
必
要
の
世
界

に
そ
の
所
を
た
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
人
間

は
生
き
る
た
め
に
食
物
を
求
め
、
暖
を
取
る

た
め
に
衣
服
を
求
め
て
う
ろ
つ
く
。
こ
の
領

域
に
於
い
て
は
、
即
ち
自
然
界
で
は
物
を
得

る
事
が
人
間
の
本
分
で
あ
る
。
自
然
人
は
そ

の
所
有
物
を
拡
大
す
る
こ
と
に
忙
殺
さ
れ
て

い
る
。

然
し
こ
の
得
る
と
云
う
行
為
は
部
分
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
必
要
物
に
限
ら
れ
て

い
る
。
我
々
は
丁
度
器
（
ウ
ツ
ワ
）
は
そ
の

空
（
カ
ラ
）
の
程
度
迄
の
み
水
を
容
れ
得
る

如
く
、
唯
々
我
々
の
要
求
の
程
度
迄
飲
み
物

を
持
ち
帰
る
。
我
々
の
食
物
に
対
す
る
関
係

は
唯
養
う
こ
と
に
の
み
あ
り
、
家
と
の
関
係

は
済
む
こ
と
に
の
み
あ
る
。
物
が
我
々
の
或

る
特
定
の
要
求
に
の
み
適
合
す
る
こ
と
を
ば

我
々
は
利
益
と
云
う
。
か
く
て
得
る
こ
と
は

常
に
一
部
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

で
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
獲
得
の
熱
望
は
我

々
の
有
限
の
自
我
に
属
す
る
。

方
向
が
神
に
向
か
っ
て
い
る
我
々
の
存
在

の
面
は
冨
」
を
求
め
ず
し
て
、
自
由
と
歓
喜

を
求
め
る
。
そ
こ
で
は
必
要
の
支
配
は
止
み
、

我
々
の
本
分
は
得
る
こ
と
で
な
く
て
な
る
こ
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と
で
あ
る
。
何
に
な
る
の
か
。
婆
羅
吸
摩

（
ブ
ラ
フ
マ
）
と
一
に
」
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
神
の
領
域
は
渾
一
の
領
域
で
あ
る
か
ら

だ
。
そ
れ
故
に
優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ

ド
）
に
曰
く
、｢
人
若
し
神
を
知
ら
ね
ば
眞
と

な
ら
ん｣

と
。
こ
れ
即
ち
成
る
こ
と
で
あ
り
、

*89

よ
り
多
く
を
持
つ
こ
と
で
は
な
い
。
言
語
は

若
し
て
の
意
味
を
汝
が
知
れ
ば
、
嵩
を
増
さ

な
い
。
言
語
は
思
想
と
一
に
成
る
こ
と
に
よ

っ
て
眞
と
な
る
。

西
洋
は
、
我
れ
神
と
一
な
り

と
大
胆
に
も

*190

宣
言
し
、
且
つ
そ
の
追
従
者
に
神
の
如
く
完

全
た
れ
と
勤
め
た
人
を
そ
の
師
と
し
て
認
め

た
が
、
そ
れ
は
、
我
々
は
神
と
渾
一
な
り
と

の
印
度
の
思
想
と
は
決
し
て
一
致
し
な
い
。

西
洋
は
人
間
が
神
に
成
る
と
の
如
何
な
る
合

意
を
も
神
聖
冒
涜
の
一
端
と
し
て
咎
め
る
。

こ
の
絶
対
的
超
験
の
思
想
は
確
か
に
確
か
に

キ
リ
ス
ト
教
国
に
於
い
て
普
及
し
た
思
想
で

あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。

然
し
東
洋
の
最
高
の
叡
智
は
神
を
得
る
こ

と
、
神
を
何
等
か
の
特
別
の
物
質
的
目
的
に

利
用
」
す
る
こ
と
が
人
間
の
本
分
で
な
い
こ

と
を
主
張
す
る
。
我
々
が
ケ
イ
望
し
得
る
凡

て
は
神
と
ま
す
ま
す
一
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

雑
多
の
領
域
な
る
自
然
界
に
於
い
て
は
、
我

々
は
獲
得
に
よ
っ
て
成
長
す
る
。
渾
一
の
領

域
で
あ
る
霊
の
世
界
で
は
、
我
々
は
我
々
自

身
を
失
う
こ
と
に
よ
り
、
即
ち
結
合
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
長
す
る
。
物
を
得
る
こ
と
は

我
々
が
述
べ
し
如
く
そ
の
性
質
上
部
分
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
特
定
の
要
求
に
の
み
限
ら
れ

る
。
然
し
存
在
は
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
は
我

々
の
全
体
に
属
す
る
。
そ
れ
は
何
等
の
必
要

よ
り
起
き
る
に
非
ず
し
て,

我
々
が
霊
の
中
に

持
つ
完
全
の
原
理
で
あ
る
神
と
の
我
々
の
親

近
関
係
か
ら
生
ず
る
。

さ
う
だ
、
我
々
は
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ
フ

マ
）
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
此
の
誓

ひ
か
ら
尻
込
み
し
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
の

存
在
は
、
若
し
我
々
が
そ
こ
に
在
る
最
高
の

完
全
を
了
解
す
る
こ
と
を
何
と
も
期
待
し
得

ぬ
な
ら
ば
無
意
味
で
あ
る
。
若
し
我
々
が
目

的
を
持
ち
乍
ら
、
そ
れ
に
ど
う
し
て
も
到
達

し
得
ぬ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く
何
の
目
的
で

も
な
い
。
然
し
ブ
ラ
フ
マ
と
我
々
の
個
人
的

霊
と
の
間
に
何
の
相
違
も
な
い
と
然
ら
ば
云

い
得
る
や
。
勿
論
、
相
違
あ
る
は｣

明
白
で
あ

る
。
相
違
を
幻
覚
と
呼
び
、
若
し
く
は
無
智

と
呼
び
，
或
い
は
何
ん
か
名
称
を
与
え
よ
う

と
、
と
に
か
く
相
違
は
あ
る
。
汝
は
説
明
を

供
し
得
る
が
、
相
違
を
釈
明
し
尽
す
こ
と
は

出
来
な
い
。
幻
覚
と
雖
も
幻
覚
と
し
て
は
眞

で
あ
る
。

ブ
ラ
フ
マ
は
は
婆
羅
吸
摩
で
あ
る
。
そ
れ

は
完
全
と
云
う
無
限
の
理
想
で
あ
る
。
然
し
、

我
々
は
眞
の
我
々
で
は
な
い
。
我
々
は
常
に

眞
に
成
る
べ
き
で
あ
り
、
常
に
ブ
ラ
フ
マ
に

な
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の｢

あ
る
こ
と｣

と｢

な

る
こ
と｣

と
の
間
に
は
愛
の
永
遠
の
表
示
が
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
神
秘
の
深
所
に
創
造
の
果

て
し
な
き
行
進
を
続
け
さ
す
眞
と
美
と
の
全

て
の
源
が
あ
る
。

急
端
の
音
楽
の
中
に
、
歓
喜
に
満
ち
た

確
信
、
即
ち｢

余
は
海
と
な
る
べ
し｣

が
響
く
。

そ
れ
は
空
し
き
僭
越
で
は
な
い
。
そ
れ
は
真
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理
な
る
故
に
眞
の
謙
遜
で
あ
る
。
河
は
そ
う

な
る
よ
う
に
他
に
道
が
な
い
。
河
岸
の
両
側

に
は
無
数
の
野
や
森
が
あ
り
、
村
や
町
が
あ

る
。
河
は
其
等
を
清
め
養
い
、
諸
所
へ
産
物

を
運
び
等
様
々
な
方
法
で
奉
仕
出
来
る
。
然

し
河
は
此
等
の
町
や
森
、
野
や
村
と
唯
部
分

的
に
関
係
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
ど

れ
ほ
ど
永
く
此
等
の
間
を
低
徊
し
よ
う
と
河

は
別
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
町
と
も

森
と
も
な
れ
な
い
。

然
し
河
は
海
と
な
り
得
る
。
事
実
、
海
と

な
る
。
動
き
の
少
な
い
水
も
、
大
洋
の
大
な

る
不
動
の
水
と
親
近
生
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
前
進
の
途
に
横
た
わ
る
幾
千
の
物
を
経

て
流
れ
行
き
、
海
に
達
し
て
得
運
動
は
終
わ

る
の
だ
。

河
は
海
と
な
り
得
る
。
然
し
河
は
海
を
河

自
体
の
重
要
な
部
分
と
す
る
こ
と
は｣

決
し
て

出
来
な
い
。
若
し
何
か
の
機
会
に
河
が
何
か

広
い
水
面
を
取
り
巻
き
、
そ
し
て
海
を
河
自

体
の
一
部
と
し
た
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
我

々
は
直
ち
に
そ
の
然
ら
ざ
る
を
知
る
。
河
の

流
れ
は
未
だ
そ
れ
が
境
界
を
設
定
し
得
ざ
る

大
洋
に
依
然
休
息
を
求
め
つ
つ
あ
る
を
知
る
。

同
様
に
我
々
の
霊
は
河
が
海
と
な
り
得
る

如
く
に
ブ
ラ
フ
マ
に
な
り
得
る
の
み
。
霊
は

そ
の
位
点
の
一
点
に
於
い
て
，
他
の
凡
て
の

物
に
触
れ
、
そ
れ
ら
か
ら
離
れ
、
動
い
て
行

く
が
、
終
い
に
ブ
ラ
フ
マ
を
離
れ
、
ブ
ラ
フ

マ
の
彼
方
に
動
い
て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
。

一
度
我
々
が
ブ
ラ
フ
マ
に
於
け
る
休
息
と
云

う
究
極
の
目
的
を
了
解
す
る
や
、
霊
の
運
動

の
凡
て
は
目
的
を
獲
得
す
る
。
果
て
し
な
き

活
動
力
に
意
義
を
与
え
る
も
の
は
こ
の
無
限

の
休
息
の
大
洋
で
あ
る
。
詩
、
劇
、
芸
術
の

全
て
に
表
現
さ
れ
る
美
の
本
質
を
生
成
の
不

完
全
さ
に
与
え
る
も
の
は
存
在
の
こ
の
完
全

さ
で
あ
る
。

詩
を
生
か
す
完
全
な
思
想
が
あ
る
に
相
違

な
い
。
詩
の
あ
ら
ゆ
る
節
々
は
そ
の
思
想
に

触
れ
る
。
読
者
が
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
そ

の
滲
透
せ
る
思
想
を
了
解
す
る
時
、
詩
を
読

む
こ
と
は
歓
喜
に
満
ち
て
る
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
詩
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
全
体
の
光
に

依
っ
て
光
り
輝
い
て
有
意
義
と
な
る
。
然
し

若
し
詩
が
全
体
の
思
想
を
表
白
す
る
こ
と
な

く
、
如
何
に
美
し
く
と
も
、
唯
々
連
絡
な
き

心
象
を
を
投
げ
か
け
る
の
み
に
て
、
は
て
し

な
く
続
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
退
屈
と
な

り
、
何
の
益
も
な
い
も
の
と
な
る
。
我
々
の

霊
の
進
歩
も
完
全
な
詩
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
度
び
了
解
さ
れ
る
や
凡
て
そ
の
行

動
を
意
義
深
く
、
歓
喜
に
満
ち
る
も
の
と
す

る
無
限
の
思
想
を
持
っ
て
い
る
。
然
し
、
若

し
我
々
が
そ
の
行
動
を
こ
の
無
限
の
思
想
か

ら
引
離
す
な
ら
ば
、
即
ち
、
若
し
我
々
が
無

限
の
休
息
を
見
ず
し
て
、
唯
々
無
限
の
運
動

を
見
る
の
み
な
ら
ば
、
生
存
は
は
て
し
な
き

無
目
的
に
性
急
に
突
進
す
る
怪
異
な
悪
と
我

々
に
は
見
え
る
。

子
供
の
時
代
、
我
々
は
意
味
の
説
明
も
な

く
、
記
号
で
書
か
れ
た
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
）
文
典
全
部
を
暗
記
さ
せ
る
を
常
と
し

た
先
生
の
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
来
る

日
も
来
る
日
も
我
々
は
苦
心
し
続
け
た
、
何

に
向
か
っ
て
続
け
た
か
、
我
々
は
○
か
の
概

念
も
掴
み
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
我
々
の
課

業
に
関
し
て
は
、
世
界
の
息
も
つ
か
せ
ぬ
活

動
を
唯
々｣

数
え
る
の
み
で
、
此
等
の
活
動
が

毎
瞬
時
、
絶
対
的
合
宣
と
調
和
と
の
中
に
平

衡
を
得
つ
つ
あ
る
完
全
と
云
う
無
限
の
休
息

を
見
る
を
得
な
い
悲
観
論
者
の
立
場
に
あ
っ
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た
。
我
々
は
か
く
存
在
を
沈
思
す
る
こ
と
に

於
い
て
真
理
を
逸
す
る
故
に
、
全
て
の
歓
喜

を
失
う
。
我
々
は
舞
踏
家
の
身
振
り
、
手
真

似
を
見
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
此
等
の
身
振

り
の
一
々
を
必
然
的
に
自
然
に
し
、
且
つ
美

し
く
す
る
永
久
の
音
楽
に
耳
を
藉
さ
ぬ
限
り
、

此
等
の
身
振
り
、
手
真
似
は
偶
然
の
無
情
な

暴
虐
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
て
い
る
と
想
像
す

る
。
此
等
の
運
動
が
創
造
し
続
け
て
い
る
無

数
の
形
を
一
歩
毎
に
そ
の
旋
律
に
捧
げ
つ
つ
、

此
等
の
運
動
は
絶
え
ず
完
全
の
音
楽
に
成
長

し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
と
一
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
し
て
霊
は
つ
ね
に
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ
フ

マ
）
に
成
長
し
つ
ず
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

云
う
こ
と
、
霊
の
凡
て
の
運
動
は
こ
の
究
極

の
思
想
に
よ
り
調
節
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、

霊
の
凡
て
の
創
造
は
完
全
の
最
高
の
霊
に
贈

り
物
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
云
う
こ

と
、
こ
れ
は
我
々
の
霊
の
真
理
で
あ
り
、
霊

の
歓
喜
で
あ
る
。

優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
）
に
注
意

す
べ
き
言
が
あ
る
。｢

余
は
神
を
長
く
知
れ
り

と
は
思
わ
ず
。
若
し
く
は
余
は
神
を
知
れ
り

と
は
思
わ
ず
。
或
い
は
余
は
神
を
知
ら
ず
と

思
わ
ず｣

と
。

*191

知
識
の
過
程
に
よ
っ
て
は
我
々
は
神
を
決

し
て
知
り
得
ぬ
。
然
し
、
若
し
神
が
全
く
我

々
の
達
し
得
ぬ
彼
方
に
在
る
な
ら
ば
、
神
は

我
々
に
と
り
絶
対
的
に
無
で
あ
る
。
我
々
は

神
を
知
ら
ず
、
然
し
乍
ら
我
々
は
神
を
知
る

と
云
う
の
が
真
理
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ

ド
）
の
他
の
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。｢

言

葉
は
心
と
同
様
に
婆
羅
吸
摩
（
ブ
ラ
フ
マ
）

か
ら
志
を
得
ず
し
て
帰
っ
て
来
る
。
然
し
ブ

ラ
フ
マ
を
ブ
ラ
フ
マ
の
も
の
な
る
歓
喜
に
よ

り
知
る
人
は
す
べ
て
の
恐
怖
か
ら
免
れ
る｣
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知
識
は
部
分
的
で
あ
る
。
こ
れ
我
々
の
智

力
は
道
具
で
あ
り
、
単
に
我
々
の
一
部
に
過

ぎ
ず
、
分
割
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
且
つ
そ
の

特
質
が
部
分
部
分
に
分
類
さ
れ
て
得
る
物
に

つ
い
て
消
息
を
伝
へ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
然

し
ブ
ラ
フ
マ
は
か
ん
ぜ
ん
で
あ
る
。
部
分
た

る
知
識
は
決
し
て
ブ
ラ
フ
マ
の
知
識
た
り
得

な
い
。

然
し
ブ
ラ
フ
マ
は
歓
喜
に
よ
り
、
愛
に
よ

り
知
ら
れ
え
る
。
こ
れ
歓
喜
は
完
全
な
形
の

知
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
全
存
在
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
知
力
は
知
る
べ

き
物
か
ら
我
々
を
離
し
て
置
く
が
、
愛
は
融

合
に
よ
っ
て
愛
の
対
象
を
知
る
。
か
か
る
知

識
は
即
刻
的
で
あ
り
、
何
等
の
疑
い
を
容
れ

ぬ
。
そ
れ
は
我
々
自
身
の
自
我
を
知
る
こ
と

と
同
じ
で
あ
り
、
よ
り
一
層
然
り
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
が
云
う
如
く
、

心
は
決
し
て
ブ
ラ
フ
マ
を
知
り
得
な
い
。
言

葉
も
ブ
ラ
フ
マ
を
決
し
て
模
写
し
得
な
い

ブ
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ラ
フ
マ
は
唯
我
々
の
霊
に
よ
り
、
ブ
ラ
フ
マ

に
浸
か
る
霊
の
歓
喜
に
よ
り
、
霊
の
愛
に
よ

り
知
ら
れ
得
る
の
み
。
即
ち
換
言
す
れ
ば
、

我
々
は
融
合
、
即
ち
我
々
の
全
存
在
の
融
合

に
よ
っ
て
の
み
ブ
ラ
フ
マ
と
関
係
し
得
る
の

み
で
あ
る
。
我
々
は
神
と
一
に
な
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
我
々
は
神
の
完
全
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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然
し
如
何
に
し
て
そ
う
な
り
得
る
か
。
無

限
な
る
完
全
に
は
何
等
の
等
級
は
あ
り
得
な

い
。
我
々
は
段
段
に
ブ
ラ
フ
マ
に
成
長
し
得

な
い
。
ブ
ラ
フ
マ
は
絶
対
一
で
あ
り
、
ブ
ラ

フ
マ
に
は
過
不
足
は
有
り
得
な
い
。

ま
こ
と
に
我
々
の
個
人
的
霊
（
ア
ン
タ
ラ

ー
ト
マ
ン
）

に
宿
れ
る
最
高
の
霊
（
パ
ラ
マ

*195

ー
ト
マ
ン
）

の
了
解
は
絶
対
的
完
成
の
状
態

195

に
於
い
て
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
了
解
を
非

存
在
の
も
の
、
こ
の
了
解
の
斬
新
的
組
み
立

て
の
た
め
に
我
々
の
限
ら
れ
た
力
に
頼
っ
て

い
る
も
の
と
考
え
る
。
若
し
我
々
の
神
と
の

関
係
が
凡
て
我
々
の
自
製
に
か
か
る
も
の
な

ら
ば
、
ど
う
し
て
我
々
は
そ
れ
を
眞
な
る
も

の
と
信
頼
し
得
よ
う
、
又
、
ど
う
し
て
そ
れ

が
我
々
に
力
を
籍
そ
う
。

そ
う
だ
、
我
々
は
時
空
が
支
配
を
止
め
、

進
化
の
環
が
渾
一
の
中
に
没
入
さ
れ
る
所
を

我
々
の
裡
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
霊
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

の
こ
の
永
久

*196

の
住
家
に
最
高
の
霊
（
パ
ラ
マ
ー
ト
マ
ン
）

の
霊
の
示
現
が
既
に
完
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
故
に
ラ
パ
ニ
シ
ャ
ド
は
曰
く
、｢

最
高
の
空

（
ク
ウ
）
、
即
ち
意
識
の
内
的
空
た
る
霊
の

深
底
に
隠
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
フ
マ
、
即
ち
眞

な
る
も
の
、
全
て
を
意
識
せ
る
も
の
、
無
限

な
る
者
を
知
れ
る
人
は
全
て
を
知
れ
る
ブ
ラ

フ
マ
と
融
合
し
て
願
望
の
全
目
的
を
享
受
す

る｣

と
。

*197融
合
は
既
に
逃
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
高
の

霊
は
我
々
の
も
の
な
る
霊
を
自
ら
花
嫁
と
選

び
、
結
婚
式
は
済
ん
だ
。
厳
か
な
詩
句
（
マ

ン
ト
ラ
ム
）

は
述
べ
ら
れ
る
。｢

汝
が
心
を

*198

余
の
心
の
如
く
な
ら
し
め
よ
。｣

こ
の
結
婚

*199

式
に
は
、
進
化
が
式
部
官
の
役
を
す
る
余
地

は
な
い
。
こ
れ
な
る
も
の
と
し
か
云
い
表
し

よ
う
の
な
い
者
た
る
エ
ー
シ
ャ
フ

は
、
即
ち

200

名
状
し
難
い
即
刻
の
存
在
は
、
い
つ
も
此
処

我
々
の
最
奥
の
存
在
の
中
に
あ
る
。｢

こ
の
こ

れ
な
る
も
の
は
、
他
の
こ
れ
な
る
も
の
の
最

高
の
宝
で
あ
る
。｣

｢

こ
の
こ
れ
な
る
も
の
は

*202

他
の
こ
れ
な
る
も
の
の
最
高
の
住
家
で
あ

る
。｣

｢

こ
の
こ
れ
な
る
も
の
は
他
の
こ
れ
な

*203

る
も
の
の
最
高
の
歓
喜
で
あ
る
。｣

｢

こ
の
こ

*203

れ
な
る
も
の
は
他
の
こ
れ
な
る
も
の
の
最
高

の
歓
喜
で
あ
る
。｣

こ
れ
最
高
の
愛
の
結
婚

*204

は
時
な
き
時
の
中
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
た
め

で
あ
る
。
そ
し
て
今
や
は
て
し
な
き
愛
（
リ

ー
）
の
表
示
（
ラ
ー
）

が
進
行
し
て
い
る
。

*205

永
遠
の
中
に
得
ら
れ
た
最
高
の
霊
は
今
や
時
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空
の
中
、
悲
喜
の
中
、
現
世
や
彼
岸
で
追
求

さ
れ
る
。
霊
の
花
嫁
が
こ
の
こ
と
を
よ
く
了

解
す
る
時
、
彼
女
の
心
は
福
ひ
に
満
ち
、
安

ら
か
で
あ
る
。
霊
の
花
嫁
は
河
の
如
く
、
そ

の
一
端
に
於
い
て
絶
え
ず
大
洋
に
達
せ
ん
と

し
つ
つ
あ
る
。
一
端
に
お
い
て
は
、
そ
の
存

在
は
永
久
の
休
息
で
あ
り
、
完
成
で
あ
り
、

他
端
に
に
於
い
て
は
そ
れ
は
間
断
な
き
運
動

と
変
化
と
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
霊
の
花
嫁

が
両
端
は
不
可
分
に
結
び
附
い
て
い
る
こ
と

を
知
る
時
、
そ
の
時
に
宇
宙
の
主
を
自
分
の

主
人
と
知
る
権
利
に
よ
っ
て
、
宇
宙
を
自
分

の
家
庭
だ
と
知
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
彼

女
の
全
奉
仕
は
愛
の
奉
仕
と
な
り
、
人
生
の

心
配
、
苦
難
は
彼
女
の
愛
の
力
を
立
証
し
、

微
笑
裡
に
彼
女
の
愛
人
か
ら
贈
り
物
を
か
ち

得
べ
く
意
気
揚
々
と
負
わ
れ
る
試
練
と
現
れ

る
。
然
し
彼
女
が
頑
固
に
闇
の
中
に
止
ま
り
、

面
紗
（
ベ
ー
ル
）
を
か
か
げ
ず
、
愛
人
を
認

め
ず
、
愛
人
か
ら
別
れ
た
世
界
を
知
る
の
み

な
ら
ば
、
当
然
女
王
と
し
て
君
臨
し
得
る
此

処
で
女
中
と
し
て
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
。
彼

女
は
疑
い
の
余
り
動
揺
し
、
悲
し
み
と
落
胆

と
の
余
り
泣
く
。｢

霊
の
花
嫁
は
飢
餓
か
ら
飢

餓
へ
、
苦
労
か
ら
苦
労
へ
、
恐
怖
か
ら
恐
怖

へ
と
渡
り
行
く
。｣

*206

私
は
前
夜
祭
に
集
え
る
群
衆
の
喧
噪
の
只

中
で
、
払
暁
に
、
嘗
て
聞
い
た
歌
の
一
節
を

忘
れ
得
ぬ
。｢

渡
船
夫
よ
、
向
こ
う
岸
へ
渡
さ

れ
よ
。｣

我
々
の
営
み
の
雑
踏
の
中
で｢

渡
さ
れ
よ｣

と
の
叫
び
が
聞
こ
え
る
。
印
度
で
は
、
二
輪

馬
車
挽
き
は
車
を
駆
り
つ
つ｢

渡
さ
れ
よ｣

と

歌
う
。
巡
回
食
料
承
屋
は
お
客
に
承
物
を
分

か
つ
と｢

渡
さ
れ
よ｣

と
歌
う
。

こ
の
叫
び
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
我
々

は
我
々
の
目
的
に
到
達
し
て
い
な
い
と
感
じ

る
。
そ
し
て
我
々
は
我
々
の
目
的
に
到
達
し

て
い
な
い
と
感
じ
る
。
そ
し
て
我
々
は
努
力

し
、
苦
労
し
て
、
我
々
は
目
的
に
来
た
ら
ず
、

我
々
の
目
的
を
達
し
な
い
と
知
る
。
人
形
に

飽
き
た
子
供
の
様
に
我
々
の
心
は
叫
ぶ
。｢

こ

れ
じ
ゃ
な
い
、
こ
れ
じ
ゃ
な
い｣

。
と
。
然
し

他
の
も
の
は
何
か
。
何
処
に
向
か
う
岸
が
あ

る
か
。

そ
れ
は
我
々
が
持
っ
て
い
る
も
の
と
違
う

何
物
か
な
の
か
。
お
れ
は
我
々
が
持
っ
て
い

る
も
の
と
違
う
何
物
か
な
の
か
。
そ
れ
は
我

々
が
今
居
る
処
と
違
う
何
処
か
な
の
か
。
そ

れ
は
我
々
の
全
て
の
仕
事
か
ら
休
む
こ
と
な

の
か
。
即
ち
人
生
の
全
責
任
か
ら
解
除
さ
れ

る
こ
と
な
の
か
。

い
や
、
我
々
は
自
己
の
活
動
の
心
そ
の
も

の
に
我
々
の
目
的
を
求
め
つ
つ
あ
る
。
何
処

に
い
よ
う
と
我
々
は
渡
河
を
求
め
る
。
そ
れ

で
、
我
々
は
口
に
、
渡
し
て
も
ら
う
と
云
う

祈
り
を
発
し
つ
つ
も
、
我
々
の
多
忙
な
手
は

決
し
て
怠
ら
な
い
。

ま
こ
と
に
、
汝
歓
喜
の
大
洋
よ
、
彼
岸
、

彼
岸
は
汝
に
於
い
て
一
で
あ
り
、
同
一
物
で

あ
る
。
彼
岸
を
私
自
身
の
も
の
と
云
う
時
、

彼
岸
は
遠
く
に
離
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
の

中
に
宿
れ
る
完
全
感
を
失
い
、
我
々
の
心
は

絶
え
ず
他
の
岸
を
求
め
叫
ぶ
。
私
の
彼
岸
の

凡
て
と
、
他
の
岸
と
は
汝
の
愛
に
於
い
て
完

全
に
一
致
さ
れ
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
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私
の
も
の
な
る
こ
の｢

我｣

は
、
そ
れ
が
自

分
の
も
の
と
知
れ
る
家
を
求
め
て
日
夜
辛
苦

す
る
。
あ
あ
、
こ
の
家
を
汝
の
家
と
叫
び
得

ざ
る
限
り
、
此
の
私
の
苦
痛
は
終
わ
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
迄
私
は
藻
掻
き

続
け
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
私
の
心
は
常
に
叫

ぶ
で
あ
ろ
う
。｢

渡
船
人
よ
、
私
を
渡
し
て
呉

れ
よ｣

と
。
こ
の
私
の
も
の
な
る
家
が
汝
の
家

と
さ
れ
る
時
、
そ
の
瞬
間
に
揮
い
壁
が
家
を

取
り
囲
め
る
間
と
雖
も
、
こ
の
家
は
渡
さ
れ

る
。
此
の｢

我｣

は
休
み
な
し
。
そ
の
精
神
と

同
化
し
得
ぬ
利
得
、
そ
れ
が
持
ち
、
保
留
し

得
ぬ
利
得
を
得
ん
と
し
て
、
こ
の｢

我｣

は
働

き
つ
つ
あ
る
。
万
人
の
た
め
に
存
す
る
も
の

を
こ
の｢

我｣

の
腕
の
中
に
握
ら
ん
と
努
力
し

て
、
こ
の｢

我｣

は
他
を
傷
つ
け
、
傷
つ
け
ら

れ
、｢

渡
し
て
呉
れ
よ｣

と
叫
ぶ
。
然
し
こ
の

｢

我｣

が｢

私
の
仕
事
の
す
べ
て
は
汝
の
も
の
で

あ
る
。｣

と
云
い
得
る
や
否
や
、
凡
ゆ
る
物
は

そ
の
ま
ま
で
居
り
、
唯
こ
の｢

我｣

は
渡
さ
れ

る
。汝

の
家
と
さ
れ
た
る
こ
の
私
の
家
に
非
ず

し
て
何
処
で
汝
に
会
い
得
よ
う
ぞ
。
汝
の
仕

事
に
変
え
ら
れ
た
る
こ
の
私
の
仕
事
に
非
ず

し
て
何
処
で
汝
と
一
緒
に
な
り
得
よ
う
ぞ
。

若
し
私
が
私
の
家
を
去
れ
ば
、
私
は
汝
の
家

に
到
り
得
ざ
る
べ
し
。
若
し
私
が
私
の
仕
事

を
止
め
れ
ば
、
私
は
汝
の
仕
事
に
於
い
て
汝

と
一
緒
に
な
り
得
ざ
る
べ
し
。
汝
は
私
に
住

み
、
私
は
汝
に
住
む
故
で
あ
る
。
私
な
き
汝
、

汝
な
き
私
は
無
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
我
々
の
家
、
我
々
の
仕
事
の
真

只
中
に
於
い
て
、｢

渡
さ
れ
よ｣

と
の
祈
り
が

起
る
。
こ
れ
此
処
に
海
が
波
巻
き
，
そ
し
て

此
処
に
と
雖
も
到
達
せ
ら
る
る
こ
と
を
待
っ

て
い
る
他
の
岸
が
あ
る
。
そ
う
だ
遠
方
に
な

く
、
他
の
何
処
に
も
な
く
、
此
処
に
こ
の
永

遠
の
贈
り
物
が
あ
る
た
め
だ
。
』

―

本
分
終
了

―

。*184
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九
六
頁

訳

註

（

其
の
一

）

①

U
panishad

訳
注｣

（
其
の
二
）

頁
以
下
参
照

②

D
evendranath

Tagore

の
こ
と
。
巻

頭
略
伝
参
照

③

B
uddha

の
音
訳
。
ブ
ッ
ダ
と
は
『
覚

者
』
で
あ
る
。
永
遠
の
仏
法
、
即
ち
永
遠
の

真
理
は
万
人
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
仏

陀
は
そ
の
悟
り
を
伝
え
た
の
み
。
た
と
え
釈

迦
が
出
現
せ
ず
と
も
仏
法
は
存
す
る
。
仏
教

に
於
け
る
信
仰
の
対
象
は
永
遠
の
仏
法
で
あ

る
。
万
人
が
仏
陀
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
仏
陀
と
云
う
像
は
固
有
の
詞
で
は
な

く
、
偉
大
な
聖
者
達
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
。

然
し
こ
こ
で
云
う
仏
陀
と
は
無
論
世
紀
前
六

世
紀
の
中
葉
に
サ
ー
キ
ア
族
（
釈
迦
族
）
の

郡
カ
ピ
ラ
ワ
ス
ト
ゥ
（
迦
民
羅
衛
城
）
の
城

主
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
（
浄
飯
）
王
を
父
と
し
、

マ
ー
ヤ
ー
（
摩
耶
）
夫
人
を
母
と
し
て
生
ま

れ
た
シ
ッ
タ
ル
ダ
（
悉
達
多
）
の
こ
と
で
あ

る
。
彼
は
通
例
、
そ
の
氏
族
の
名
が
ガ
ー
ウ

タ
マ
」
（
○
く
雲
・
喬
多
摩
）
を
以
て
呼
ば

れ
る
。
幸
福
な
太
子
た
る
べ
き
彼
は
二
十
九

歳
（
或
い
は
十
九
歳
）
の
年
、
王
宮
を
去
っ

て
山
林
に
入
り
、
酒
池
肉
林
を
捨
て
て
苦
行

者
や
修
道
僧
の
道
を
選
び
、
ガ
ヤ
ー
地
方
に

到
り
、
マ
ガ
ダ
ヤ
国
の
首
都
王
舎
城
の
付
近

に
遊
歴
し
た
。
や
が
て
彼
は
ウ
エ
ル
エ
ー
ラ

ー
の
地
で
は
げ
し
い
苦
行
を
始
め
た
が
、
六

年
の
そ
れ
も
効
な
く
、
付
近
を
流
れ
る
ナ
ー

イ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
ー
（
尼
連
○
）
河
で
洗
浴
し
、

体
力
の
回
復
を
な
し
、
東
北
方
ガ
ヤ
ー
の
大

菩
提
樹
下
で
結
跏
趺
坐
し
た
。
そ
れ
か
ら
十

日
目
、
三
十
五
歳
の
二
月
八
日
、
暁
天
に
ギ

ー
ナ
ス
の
光
芒
さ
や
け
く
き
ら
め
く
時
解
脱

智
を
得
た
。｢

煩
法
恙
己
断
。
諸
漏
皆
空
け
つ

（
尽
く
す
）
。
更
不
復
受
生
。
是
名
盡
苦

際
。｣

と
と
な
え
た
。
正
覚
を
得
た
仏
陀
は
尚

ほ
三
週
間
静
修
し
、
自
己
内
証
の
法
を
弘
く

世
間
に
教
ふ
べ
き
や
を
熟
慮
し
た
。
彼
は
黙

し
て
世
を
終
わ
ろ
う
と
し
た
が
梵
天
の
切
な

る
す
す
め
に
よ
り
そ
れ
を
止
め
、
ガ
ヤ
ー
を

去
り
西
方
カ
ー
シ
ー
国
の
鹿
野
苑
に
於
い
て
、

か
っ
て
彼
の
成
道
を
期
待
し
て
共
に
修
業
し

て
い
た
五
人
の
比
丘
」
に
法
を
説
い
た
。
こ

れ
最
初
な
り
。
仏
陀
の
遊
行
、
布
教
の
生
活

は
四
十
五
年
の
星
霜
を
関
し
て
老
齢
八
十
歳

と
な
っ
た
。
病
を
得
し
（
急
性
腸
カ
タ
ル
）

と
云
は
る
彼
は
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
付
近
サ
ー
ラ

（
沙
羅
樹
）
の
林
園
中
に
憩
ひ
、
阿
難
を
し

て
沙
羅
双
樹
の
間
に
枕
を
北
に
向
け
て
床
を

の
べ
さ
せ
、
大
涅
槃
（
マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ル
バ

ー
ナ
）
に
入
っ
た
。
こ
れ
西
紀
前
四
八
四
年

頃
と
さ
れ
る
。
そ
の
教
理
に
つ
い
て
は
、
訳

註
（
其
の
二
）
四
一
頁
以
下
を
見
よ
。
本
文

八
五
―
八
七
、
三
○
九
―
三
一
○
頁
、
二
三

○
頁
。

④K
arm

a

＿Y
oga

K
arm

a

と
は
行
作
、

行
業
、
或
業
、
祭
事
等
を
凡
て
同
時
に
意
味

し
、
わ
ざ
お
こ
な
ひ
、
い
と
な
み
、
ま
つ
り

等
の
諸
義
を
包
合
し
訳
し
難
し
。

Y
oga

婆
羅
門
教
で
は
禅
定
（
訳
註
其
の
二
の

四
一
頁
以
下
を
参
照
あ
れ
）
に
よ
る
行
法
を

一
般
に
ヨ
ー
ガ
と
云
う
。
ヨ
ー
ガ
は
広
く
精

神
統
一
の
方
法
に
名
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ

る
。
法
に
は
独
特
の
教
義
を
有
す
る
学
派

プロローグ



九
七
頁

（
ヨ
ー
ガ
学
派
）
と
な
り
、
根
本
聖
典
○
ゆ

伽
経
（
ヨ
ー
ガ
）
が
編
で
は
業
を
霊
魂
に
結

び
付
け
る
身
、
口
、
意
の
作
為
を
ヨ
ー
ガ
と

云
う
も
、
こ
れ
は
特
殊
の
用
法
で
あ
る
。

ヨ
ー
ガ
は
実
修
（
実
際
的
修
業
）
と
や
く
さ

れ
る
。

カ
ル
マ
―
ヨ
ー
ガ
は
要
す
れ
ば
行
作
○
ゆ
伽

と
い
う
べ
く
、
積
極
的
な
活
動
求
を
し
て
行

作
の
神
託
を
把
握
せ
し
め
、
自
己
支
配
を
完

全
な
ら
し
め
る
道
、
こ
こ
に
於
い
て
凡
て
の

主
客
の
相
対
界
を
超
絶
し
た
名
色
な
き
最
高

梵
に
到
達
す
る
。
自
我
は
完
全
に
て
の
純
潔

と
栄
光
を
発
現
す
る
た
め
に
幾
生
を
距
て
て

輸
廻
し
、
自
己
の
業
を
自
ら
享
受
し
つ
つ
向

上
し
て
行
く
。
こ
れ
が
業
の
法
則
で
あ
る
。

な
ほ
、
ギ
ー
タ
ー
（
訳
註
其
の
二
、
五
頁
以

下
）
で
は
、
こ
れ
を
無
私
無
欲
の
善
の
活
動

力
を
使
用
し
て
神
の
活
動
力
と
一
に
な
る
道

と
説
か
れ
て
い
る
。

⑤

A
ccom

plishm
ent

Perform
ance

の

意
、
又Sadhana

は
男
性
、
女
性(i

or
a )

中
性
で
、ledingstsai-ght

to
agoal

、
或

はD
er

w
eg

zur
V

ollendung

の
意
を

有
す
る
。
又
、｢

実
修｣

（
ゆ
伽
の
実
修
）
と

訳
さ
れ
る
。

⑥

ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家
は
一
万
人
を
理

想
と
す
る
極
め
て
小
規
模
な
都
市
国
家
で
あ

っ
た.

尚
、
ギ
リ
シ
ャ
文
明
、
西
洋
文
明
の
特

色
等
概
観
に
は
高
山
岩
男
氏
著｢

分
化
類
型

学｣
(

弘
文
堂)

教
養
文
庫
）
が
格
好
な
り
。

⑦

D
urde

and
R

ule

英
国
の
植
民
地

統
治
方
策
と
し
て
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

印
度
に
対
す
る
こ
の
摘
要
に
つ
い
て
は,

大
川

周
明｢

米
英
東
亜
侵
略
史｣

(

第
一)

書
房

に
面
白
く
記
載
あ
り
。
尚
、
こ
れ
は
、｢

小
党

を
分
裂
せ
し
め
て
以
て
天
下
を
治
め
る｣

｢

敵

を
し
て
互
い
に
分
立
抵
抗
せ
し
め
て
覇
を
天

下
に
唱
え
る
こ
と｣

の
両
義
を
有
す
る
も
の
な

り
。
こ
こ
で
は
勿
論
第
二
の
意
味
の
場
合
な

り
。

⑧

西
紀
前
二
〇
〇
〇
年
頃
の
こ
と
。
詳
し

く
は
訳
註
其
の
二
の
二
頁
以
下
を
見
よ
。

⑨

和
辻
哲
郎
著｢

風
土｣

(

岩
波)

は
よ
り
根

本
的
な
視
野
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。
尚
、
気
候
に
つ
い
て
、
荒
川
秀
俊

著｢
大
東
亜
の
気
候｣

(

朝
日
新
選
著
）
を
見
ら

れ
よ
。

⑩

万
物
が
根
本
的
に
一
な
る
こ
と
を
指

す
。

⑪

V
eda

訳
註
其
の
二
、
四
頁
以
下
に
詳

細
に
説
く
。

⑫

G
ayatri

ガ
ー
ヤ
ト
リ
神
歌
、
ア
リ
ア

ン
族
の
家
に
て
、
入
胎
よ
り
成
婚
迄
随
時
執

行
す
る
清
祓
の
儀
式
中
、
最
も
大
切
な
入
法

式
に
誦
す
る
歌
。
吠
陀
の
摘
要
な
り
。
（
リ

グ
）
吠
陀
。
三
、
六
二
、
一
〇
頁

⑬

マ
ヤ
法
典
（
印
度
に
て
人
ら
し
く
あ
る

べ
き
姿
を
示
し
た
も
の
）
で
は
ク
ル
地
方
と

ガ
ン
ジ
ス
河
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
が
、
マ
ハ

ー
バ
ー
ラ
ー
タ
（
訳
註
）
其
の
二
・
三
二
頁

参
照
）
で
は
ヒ
ン
ズ
ス
ー
タ
ン
や
ヤ
デ
ッ
カ

ン
高
原
、
北
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
超
え
、
カ
イ
ラ

ー
サ
湖
に
至
る
間
の
聖
地
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
と
に
か
く
多
く
あ
り
全
国
的
で
あ
る
。

プロローグ



九
八
頁

巡
礼
地
の
首
位
は
何
と
云
っ
て
も
、
ク
ル
地

方
で
あ
る
。
そ
れ
は
福
地
（
ダ
ル
マ
・
ク
セ

ー
ト
ラ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
尚
詳
し
く
は
、
井
原
徹
山
著｢

印
度
教｣

（
五
七
三
ー
四
〇
頁
）
を
見
ら
れ
よ
。

⑭

ネ
ロ
皇
帝
（
三
七
ー
六
八
・N

ero

）
の

故
事
を
想
像
さ
れ
よ
。

⑮

西
紀
一
四
九
二
年
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ

リ
カ
を
発
見
。
次
い
で
ス
ペ
イ
ン
が
大
陸
を

占
有
。
や
が
て
メ
キ
シ
コ
に
ペ
ル
ー
に
金
鉱

が
発
見
さ
ら
る
る
に
及
び
広
大
な
恒
久
的
植

民
の
端
緒
が
開
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
史
上

ブ
ア
ー
ジ
ニ
ア
に
最
初
の
恒
久
的
植
民
地
が

イ
ギ
リ
ス
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ス
エ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
等

も
夫
々
植
民
地
を
建
設
す
。
し
か
し
て
の
人

々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
殆
ど
凡
て
の
国
民
よ
り

な
り
、
そ
れ
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
黒
人
と
を
混
へ

た
混
然
た
る
も
の
で
あ
る
。
（
英
、
ソ
、
愛､

佛
、
葡
、
独
、
端
、
猶
、
黒
等
な
り
。
）
植

民
地
発
展
の
主
目
的
に
つ
い
て
は
商
業
的
の

も
の
と
云
う
が
通
説
で
あ
る
。
尚
、
ア
メ
リ

カ
の
発
展
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
少
し
古
い

が
、M

ax
Farrand

,"The
D

evelopm
ent

of
U

nitetes

・
が
手
頃
で
あ
る
。
こ

1918

れ
に
は
、
岩
波
新
書(82 )

（83

）｢

ア
メ
リ
カ

発
展
史｣

(

名
原
・
高
木
訳
）
が
あ
り
参
照
に

便
。

⑯

R
iahi

聖
者
。
梵
天
の
心
よ
り
生
ま
れ
た

る
七
聖
賢
の
一
人
。(

吠
陀
の
作
者
と
称
せ
ら

れ
る
霊
感
詩
人
。
）

⑰Sam
prapyainam

rishayo
jnanatriptah

K
ritatm

ano
vitaragah

pracantah
te

sarvagam
sarvatah

prapya
dhirah

Y
uktatm

anah
sarvam

evavicanti

⑱

（
①
）
見
よ
。

⑲

Pracantah

⑳

Y
ukttatm

anah

㉑

マ
タ
イ
伝

第
十
九
章
二
十
四
。

㉒

（
①
）
を
見
よ
。

㉓

シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー(Sohopenhauer

１
７
８
８
―
１
８
６
０)

は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド

の
ラ
テ
ン
訳｢

ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト｣

に
よ
り
て
印

度
思
想
を
味
読
せ
り
と
い
わ
れ
る
。
西
洋
近

世
の
自
然
哲
学
が
印
度
哲
学
に
親
近
性
を
有

っ
た
こ
と
は
否
定
し
得
ぬ
。
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
の
厭
世
哲
学
が(
厭
世
的
な
意
志
哲

学
）
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
影
響
を
受
け
て
い

る
こ
と
は
注
意
す
べ
し
。
他
に
、
レ
リ
ン
グ

(F/W
/J

・vonSchelling/
-

）
・
ハ
ル
ト

1775
1854

マ
ン(K

/R
/E/von

H
artm

aann/

ー

）
・

1842

1906

ゲ
ー
テ(J/W

//von
G

oethe/
-

）
等
も
然

1749
1832

り
。

㉔

B
rahum

a

・
梵
天
、
創
造
神
、
印
度
教
の

重
要
な
神
の
一
種
な
り
。
訳
註
其
の
二
。
二

十
頁
を
見
よ
。
尚
、
梵
と
梵
天
と
の
区
別
は

な
い
。
只
表
裏
関
係
に
過
ぎ
ぬ
。
（
１
４

３
）
と
（
１
３
２
）
を
身
よ
。

㉕

Icavasyam
idam

sarvam
yat

kincha
jagatyan

jagat
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九
九
頁

㉖
Y

o
devognau

yopsn
yo

vicvam
bhuvanam

aviveca
ya

oshadhishu
yo

vanaspatishu
tasm

ai
devaya

nam
onam

ah

㉗

nam
onam

ah
nam

as

＞

(
bow

salution
)

nam
s

in
com

pound
for

nam
as

南
無
、
帰
命
、
礼
拝
の
意
。

㉘

C
rinvantu

vicve
am

ritasya
putra

a
ye

divya
dham

ani
tasthuh

vedaham
etam

purusham
m

ahantam
aditya

varnam
tam

asah
parastat

㉙

（
３
）
を
見
よ

㉚

B
rahm

a
vihara

(144
)
(147 )

㉛

Y
acch

ay
am

asm
in

n
ak

ace
tejom

ayom
ritam

ayah
purushah

sarvanubhuh
(24

)

を
参
照
。

㉜

Y
acch

ay
am

asm
in

n
atm

an
i

tejom
ayom

ritm
am

ayah
purusha

saruanubhuh

㉝

Tyaktena
bhunjithah

M
a

gridhah

三
五
頁
参
照
。

㉞

G
ita

B
hagavad

ーgita

の
こ
と
な
り
。

訳
註
其
の
二
、
五
十
五
頁
以
下
を
見
よ
。
聖

詩
。
聖
婆
伽
梵
歌
。

㉟

Iha
chet

auedit
atha

sutyam
asti

satyam
asti

、nachit
iha

avedit
m

ahati

vinashtih

尚

頁
を
見
よ
。

397

㊱

B
lruteshu

bhuteshu
vichintya

㊲

Y
asya

chhayam
ritam

yasya
m

rityuh

㊳

pruno
m

rityuh

㊴

N
am

o
astu

ayate
nam

o
astu

p
aray

ate
P

ran
e

h
a

b
h

u
tam

bhavyancha
㊵

Y
adidam

kincha
prana

ejati
nihsritam

Prano
virat

㊶

Sarvavyapisa
bhagavan

tasm
at

sarvagatah
civah

㊷

Prano
virat

㊸

C
harles

R
obert

D
auoin

(
-82

)

英

1809

国
の
博
物
学
者
に
し
て
進
化
論
の
始
唱
舎

"Q
rigin

of
Species

”
（
種
の
起
源
）
は

有
名
な
り.

岩
波
文
庫
に
翻
訳
あ
り
。
尚
、
同

思
想
文
庫
に
小
泉
舟
氏
の
注
目
す
べ
き
有
益

な
著
書
あ
り
。
参
照
し
て
ダ
ー
ブ
イ
ン
学
説

に
対
す
る
誤
っ
た
考
え
を
精
算
さ
れ
よ
。

㊹

M
ahatm

a

大
我
の
意
。
又
、
偉
大
な

人
に
対
す
る
尊
称
に
用
ふ
。

㊺

N
a

va
putrasya

kum
aya

priyo
bhavati

atm
anastu

kam
aya

putrah
priyo

bhavuti
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一
〇
〇
頁

㊻
Param

atm
a

最
上
我
・
大
我
・
至
上

我㊼

マ
タ
イ
伝

第
五
章

本
書

頁
参
照
。

381

㊽

Sadhu
Sim

ha
・Sadhu

＝piouo

な

り
。
善
人
・
聖
人
・
仏
陀
の
弟
子
に
対
す
る

呼
方
と
云
う
べ
し
。

㊾

A
uidya

無
智

・
無
明

・
訳
註
其

の
二
、42

頁
以
下
に
説
く
所
見
ら
れ
よ
。

㊿

B
odhi

菩
堤
。
正
覚
。

例
え
ば
、
封
建
制
度
等
を
云
う
。

51

渾
一
の
理
想
実
現
の
こ
と
。

52

Tam
evaikam

janaiha
atm

anam

53

A
m

ritasyaisha
setuh

54

Ekam
rupam

bahudhayah
karoti

55＊
＊

tam
atm

astham
yeanupacyanti

ahirah

、tesham
sukham

cacvatam
netaresham

Esha
devo

vishvakarm
a

m
ahatm

a

56sada
jananam

m
anasabrklripto

ya
etad

viduram
ritaste

bhavanti

V
ishvakarm

a

毗
首
か
つ
磨
。｢

各
側

57面
に
腕
あ
り

｣

と
云
わ
れ
る
工
巧
、
建
築
の
神
。
造
一
切
者
。

リ
グ
吠
陀
・
十
巻
八
一
章
一
ー
七
・
ギ
シ
ュ

バ
カ
ル
マ
ン
賛
歌
。

A
viravirm

ayedhi

58

R
uda

yat
te

dakshinam

59

m
ukham

tena
m

aur
pahi

nityam

R
udra

魯
達
羅
神
。destraoying

60

deity

な
る
も,healig

pow
er

を
も
有
す
。

体
躯
は
褐
色
、
頬
は
青
く
、
頗
る
凶
暴
な

る
性
質
の
神
。
嵐
の
破
壊
力
、
又
は
痛
痒
、

悪
疫
の
害
悪
を
人
格
化
せ
る
も
の
。
リ
グ
・

吠
陀
に
は
三
四
の
賛
歌
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、

ア
タ
ル
ブ
ァ
吠
陀
に
な
る
と
最
高
神
と
認
め

ら
れ
等
後
世
に
」
な
る
に
つ
れ
て
有
力
と
な

り
、
印
度
教
に
於
い
て
は
、
そ
の
別
名
シ
ブ

神
の
名
を
以
て
、
ブ
ィ
シ
ュ
ヌ
（
ブ
ィ
シ

ヌ
）
神
と
並
び
最
高
の
神
格
と
な
っ
て
い
る
。

A
satom

a
sadgam

aya
tam

asom
a

61

jyotirgam
aya

m
rityorm

a

V
ishvanideva

savitar
duratani

62

parasuva

V
ishvani

deva
savitar

duritani

63

parasuva

・(62
)

Y
ad

bhadrm
tanna

asuva

頁

64

146

以
下
を
見
よ
。

マ
タ
イ
伝
第
五
章
六
。

65

N
am

ah
sam

bhavaya
N

am
ah

66

cankarayacha
N

anah
civataraya

cha

・

A
vih

m
anifesting

G
od

・

67
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一
〇
一
頁

A
viravirm

ayedhi
68

『67

』
を
見
よ
。

69

70創
造
は
如
何
に
偉
大
な
働
き
と
は
云
え
、

71要
す
る
に
人
間
的
な
制
作
の
延
長
に
過
ぎ
な

い
。
創
造
と
云
う
限
り
不
完
全
な
も
の
で
あ

る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
は
じ
め
、
ギ
リ
シ
ャ
の

72哲
人
は
多
く
此
の
世
に
悪
は
な
い
と
云
う
。

悪
は
非
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
哲

人
の
最
高
の
知
恵
で
あ
っ
た
。
悪
は
要
す
る

に
善
の
欠
乏
で
あ
る.

存
在
す
る
も
の
は
善
だ

あ
る.

詳
し
く
は
考
え
る
べ
し
。

善
を
云
う
。
（
本
文
１
１
０
頁
参
照
）

73

万
物
と
融
合
せ
ん
と
の
心
願
な
り
。

74

真
理
な
り
。
尚
、
真
理
に
つ
き
、
ア
ウ

75グ
ス
チ
ヌ
ス
の｢

ソ
リ
ロ
キ
ア｣

を
一
読
あ
れ
。

得
る
所
多
し
。
邦
訳
は
、
髙
桑
純
夫
し
に
よ

り
筑
摩
書
房
よ
り
で
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

｢

ク
リ
ン
ト
ン
・
辯
明｣

（
岩
波
文
庫
）
を
も

繙
と
か
れ
よ
。

刻
下
の
自
己
欲
望
の
満
足
を
云
う
。

76

G
ita

・
註(34 )

を
見
よ
。

77K
arm

a
Y

oga

註
（
４
）
を
見
よ
。

78

B
uddha

註
（
３
）
を
見
よ
。

79

宇
宙
を
自
己
の
手
足
の
如
く
に
遣
う
よ

81

う
に
な
る
こ
と
。

牢
獄
を
想
像
さ
れ
よ
。

81

不
滅
の
完
全
に
奉
仕
す
る
時
に
本
当
の

82位
置
を
占
め
る
。

旧
訳
聖
書
創
世
記
Ⅱ
・｢

エ
デ
ン
の
花
園

83に
於
け
る
善
悪
の
知
恵
の
木
の
実｣

の
故
事
を

想
像
さ
れ
よ
。
悪
魔
の
誘
惑
を
受
け
た
の
で

あ
る
意
也
。

之
を
例
え
れ
ば
、
原
始
宗
教
・
印
度
教

84・
新
興
の
諸
宗
教
・
レ
ク
教
等
。

N
irvana

（
パ
ー
リ
語
で
はN

ibbana

）

85涅
槃
と
音
訳
す
。｢

吹
く｣

か
ら｢

吹
き
消
す｣

意
味
と
な
り
、
又｢

覆
う｣

と
云
う
別
儀
も
添

加
さ
え
、
人
間
が
情
欲
の
火
を
吹
き
消
し
覆

い
か
く
し
て
得
た
寂
静
安
穏
の
境
地
。
更
に

転
じ
て
副
楽
歓
喜
の
状
態
を
示
す
。
涅
槃
の

積
極
性
が
高
揚
さ
れ
、
そ
の
大
用
が
発
揮
さ

れ
る
大
乗
仏
教
に
至
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
た
。L

de
la

V
allee

ponssin

、

”The
W

ay
to

N
irvana"

（

邦

訳

あ

り
）
一
読
さ
れ
よ
。
尚
訳
註
其
の
二
仏
教
の

所
を
見
ら
れ
よ
。
尚
本
分

頁
。

210

布
と
云
う
調
和
の
あ
る
全
体
を
形
作
る

87の
を
云
う
。
系
は
各｢

自
我｣

を
指
す
。

註
（49

）
を
見
ら
れ
よ
。

88（89

）(90
)

（88

）
に
同
じ
。

dharm
a

達
磨
と
音
訳
す
。
法
と
訳
さ

91る
。
そ
の
伝
義
は
極
め
て
多
面
的
で
あ
る
。

プロローグ



一
〇
二
頁

｢
持
つ｣

（dhr

）
と
云
う
伝
源
よ
り
出
で
、
自

性
を
保
持
し
て
改
変
せ
ず
、
規
範
と
な
っ
て

物
の
解
を
生
ぜ
し
め
る
と
解
さ
れ
、
物
の
あ

り
方
、
あ
る
べ
き
姿
の
我
に
て
、
一
般
存
在

物
が
存
在
す
る
あ
り
方
、
存
在
の
契
機
を
指

す
。
本
性
と
は
こ
こ
か
ら
出
る
。

印
度
教
の
法
は｢

吠
陀
の
リ
タ｣

｢

人
倫
的
な
る

も
の
倫
理
的
義
務
、
徳｣

｢
善
行｣

｢

宗
教
的
義

務｣
｢

理
想｣

（
四
姓
の
状
態
等
）
、｢

神
・
絶

対
者
と
同
じ
も
の
（
宇
宙
の
理
法
）｣

｢

因
果

・
業
な
ど
の
神
聖
な
規
律
（
マ
ヌ
ハ
・
一
五

等
）｣

｢

現
実
と
理
想
と
お
媒
介
（
副
次
的
種

姓
の
起
源
・
職
務
の
説
明
）｣

、｢

習
慣
・
伝

承
等
の
習
例｣

｢

不
文
法｣

｢

汎
種
族
法｣

｢

バ
ラ

モ
ン
婆
羅
門
優
越
保
持
の
規
定｣

｢

個
人
法
、

種
族
法
、
種
姓
法
の
単
に
見
ら
る
る
社
会
的

心
理
的
差
別｣

｢

起
動
（
迷
）
と
遮
減
（
悟
）

の
法｣

等
に
分
類
し
、
業
と
信
愛
も
ダ
ル
マ
に

含
ま
れ
る
と
す
る
人
も
あ
る
。

佛
教
で
は
最
初
佛
陀
の
教
説
は
法
と
呼
ば
れ
、

弟
子
の
規
範
は
経
と
呼
ば
れ
た
が
、
後
に
之

は
律
と
な
り
、
法
は
経
と
呼
ば
れ
、
法
の
中

の
論
母
に
対
す
る
研
究
が
論
と
呼
ば
れ
、
経

・
律
・
論
の
三
藏
が
成
立
し
、
そ
し
て
全
体

が
又
法
と
呼
ば
れ
、
覚
証
的
在
り
方
を
示
す

も
の
と
な
っ
た
。
然
し
ダ
ル
マ
と
云
う
語
は

佛
陀
依
然
か
ら
印
度
民
族
の
人
生
観
に
と
っ

て
は
重
要
な
語
で
、
性
的
快
楽
、
財
宝
と
共

に
人
生
の
三
大
目
的
と
さ
れ
、
佛
陀
も
こ
れ

を
以
て
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
に
す
ぎ

ぬ
。
阿
育
帝
（
ア
シ
ョ
ー
カ
）
は
こ
の
ダ
ル

マ
の
教
説
を
通
俗
平
明
に
し
、
世
俗
的
に
し
、

大
い
に
仏
道
し
、
シ
リ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
・
キ

レ
ネ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
・
等
ギ
リ
シ
ャ
人
の
国

に
迄
及
ぼ
し
た
。
達
磨
佛
教
と
云
は
れ
、
や

が
て
は
大
乗
佛
教
を
生
む
基
礎
が
開
か
れ
し

は
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。

｢

種
子｣

と
共
に
本
性
（
ダ
ル
マ
）
を
指

92す
。(91

)

を
見
よ
。

93

（3

）
を
見
よ
。

94

(34
)

を
見
よ
。

95

Svabhaviki
jnana

bala
kriyacha

96
（

）
171

A
nandadhyeva

khalvim
ani

bhutani
97jayante,anandena

jatani
jivanti

anandam
prayantyabhisam

vicanti (

）

138

(140
)

・
尚

三
八
七
頁
を
参
照
。

yaga

註
（
４
）
に
説
く
所
を
見
よ
。

98精
神
統
一
。

m
aya

幻
力
。
後
に
迷
想
・
迷
妄
・
幻

99覚
・
絵
姿
等
を
意
味
す
。

旧
約
聖
書
創
世
記
第
四
章
・C

ain

と

100

A
bel

の
故
事
を
想
わ
れ
よ
。

A
nandarupam

am
ritam

yadvibhati

101（
１
４
１
）
参
照
。

愛
の
中
に
浸
ら
す
こ
と
な
り
。

101

A
m

ritam

リ
グ
吠
陀
の
中
の
神
格
に
ソ

102ー
マ
な
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
種
の
植

物(Som
a )

を
搾
っ
た
液
汁
で
、
こ
れ
に
水
や

プロローグ



一
〇
三
頁

牛
乳
を
混
ぜ
神
に
捧
ぐ
。
今
日
の
酒
に
相
当

す
る
興
奮
剤
で
あ
る
。
そ
れ
で､

イ
ン
ド
ラ
其

他
の
神
々
は
ソ
ー
マ
の
酩
酊
に
よ
っ
て
狂
暴

と
な
り
、
一
層
勢
力
を
増
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
又
、
ソ
ー
マ
は
人
を
陽
気
に
に
し
て

興
奮
さ
せ
る
力
が
あ
る
故
疫
病
を
治
す
薬
物

と
せ
ら
れ
、
更
に
不
死
の
、
不
老
の
霊
薬
と

な
り
、
神
々
が
不
老
不
死
た
る
は
ソ
ー
マ
を

飲
ん
だ
故
と
さ
る
。
ソ
ー
マ
は
後
世
に
は
月

と
同
一
視
さ
れ
又
、
月
か
ら
し
た
た
る
不
死

の
霊
液
と
云
ふ
や
う
な
空
想
的
な
も
の
と
な

っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

A
m

rita

（
甘
露
）
と
云
う.

不
滅
の､

永
久
の
と
か
云

う
訳
が
由
来
す
る
次
第
な
り
。
（
１
４
２
）

参
照
。
二
八
七
頁
。

本
当
の
生
命
と
似
而
非
生
命
な
り
。

103

聖
者
等
を
云
う
。

104

自
我
を
絶
滅
し
た
い
と
か
神
と
深
一
を

105得
た
い
と
か
云
う
こ
と
を
云
う
。

bodhi
(50

)

を
見
よ
。

106

二
二
四
頁
。
本
当
の
自
由
と
似
而
非
自

107由
を
云
う
。

satyam

真
実
・
実
有
・
実
在
。

108
新
約
聖
書
ヨ
ハ
ネ
伝
第
八
章
五
八
。｢

ま

109こ
と
に
誠
に
汝
等
に
告
ぐ
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の

生
ま
れ
い
で
ぬ
前
よ
り
我
は
在
る
な
り
。｣

神
を
云
う
。

110

M
ukti

liberatirn

訳
註
其
の
二､

二
七

111

頁
、
三
〇
頁
以
下
。
四
〇
頁
以
下
佛
教
の
項

を
見
よ
。

cantam

・

tranquility
peace

of

112

m
indcivam

・

w
elfare

prasperity
blise

113

advaita

・

destitute
of

duality

114

identity
of

B
rahm

a
or

of
the

Param
atm

an
or

suprem
e

saril
w

ith
the

hum
an

soul
又
は

ultirnate
truih

identtity
of

spirit
and

m
atter

尚
こ
こ
の
個
我
は
生
命
我
の
こ
と
に
し
て
、

個
人
主
義
的
個
人
我
を
云
う
の
で
な
く
、
絶

対
者
の
前
に
平
等
一
如
た
る
生
命
体
に
ほ
か

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

利
己
心
を
消
す
こ
と
を
云
う
。

114

神
の
精
神
な
り
。

115

生
命
な
り
。

116

生
死
の
波
な
り
。

117

生
命
の
海
は
静
寂
な
り
。

118

宇
宙
創
造
の
日
と
同
じ
に
今
日
も
創
造

119を
続
け
て
い
る
意
味
。

こ
の
宇
宙
は
神
の
声
そ
の
も
の
か
ら
出

120来
て
い
る
音
楽
と
云
う
べ
く
、
そ
の
山
彦
で

プロローグ



一
〇
四
頁

は
な
い
と
云
う
。

宇
宙
創
造
の
第
一
日
。

121

之
を
例
え
れ
ば
、
神
か
ら
分
離
せ
る
も

122の
と
考
え
る
が
如
き
類
。

邪
心
等
。

123

制
限
を
脱
せ
ん
と
す
る
な
り
。

124

例
え
ば
、
金
と
か
名
誉
と
か
の
有
限
の

125も
の
を
至
高
の
も
の
と
崇
め
る
こ
と
な
り
。

完
全
へ
向
か
っ
て
の
流
れ
な
り
。

126

A
dharm

enaidhate
tavat

tato

127

bhadrani
pacyati

tatah
sapatnnan

jayati
sam

ulastu
vinacyati

神
へ
帰
れ
ね
ば
の
意
味
な
り
。

128

dvandva
a

pair
of

oppasites

129

い
い
文
章
を
書
く
こ
と
な
り
。

130

こ
れ
は
科
学
が
扱
う
べ
き
も
の
な
り
。

131次
行
は
（99

）
参
照
。

R
am

ayana

ブ
ィ
シ
ヌ
神
の
第
七
化
身

132ラ
ー
マ
王
の
犯
行
。
詳
細
は
、
訳
註
其
の
二
、

三
二
頁
以
下
を
見
ら
れ
よ
。
尚
、
ブ
ィ
シ
ヌ

神
は,V

isnu

に
し
て
、
リ
グ
、
吠
陀
以
来
の

神
で
あ
り
、
本
来
は
太
陽
の
光
明
を
神
格
化

せ
る
も
の
で
あ
る
。
梵
天
（
ブ
ラ
フ
マ
）
の

創
造
神
、
シ
ブ
ァ
の
破
壊
神
な
る
に
対
し
維

持
神
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
化
身
し
て
人
類
を

他
の
生
類
と
な
り
、
そ
の
恩
恵
を
汎
く
現
象

界
に
施
す
神
と
す
る
点
が
強
い
も
の
で
あ

る
。｣

ラ
ス
・
ビ
バ
リ
ー
・
ボ
ー
ス
吉
田
雄
種

共
著
・
印
度
神
話
・
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ(

敏
敏
書

房
）
が
平
易
で
初
歩
向
き
な
り
。

Sita

印
度
女
性
の
鑑
と
仰
ぎ､

慕
え
る
。

133

(132
)

を
見
よ
。

R
avana

悪
魔
の
王
。
セ
イ
ロ
ン
島

134（
ラ
ン
カ
ー
島
と
云
う
。
）
に
城
を
構
え
る
。

(132
)

参
照
。

R
am

chandra

ラ
ー
マ
王
子
の
こ
と
。

135羅
摩
栴
陀
羅
と
漢
字
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
印
度
男
性
の
鑑
。(132

)

参
照
。

H
anum

an
猿
王
ハ
ヌ
マ
ン
の
事
な
り
。

136

(132
)

参
照
。

訳
註
其
の
二､

三
六
頁

137

(97
)

を
見
よ
。

138

三
五
二
頁
を
見
よ
。
尚
、
訳
註(157

)

139

(158
)

参
照
。

A
nandarupam

am
ritam

yad
vibhati

141(101
)

参
照
。

(102
)

を
見
よ
。

142

(24 )

を
見
よ
。
尚
、
非
人
格
の
場
合
は

143梵
と
訳
し
、
人
格
神
の
場
合
は
梵
天
と
訳
す
。

梵
天
は
佛
教｢

阿
含｣

に
も
し
ば
し
ば
現
れ
る

が
、
印
度
教
に
て
、
ブ
ィ
レ
ヌ
、
レ
ブ
ァ
と

共
に
最
高
神
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
こ
の
三

神
の
三
位
一
体
説
も
現
れ
る
。
梵
天
は
印
度

プロローグ



一
〇
五
頁

一
般
の
共
通
神
で
あ
る
。
梵
と
梵
天
と
の
区

別
は
な
い
。
表
裏
関
係
に
し
て
、
両
者
間
の

は
区
別
は
な
い
。
宗
教
と
哲
学
と
が
印
度
で

は
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。(132

)

を
も

併
看
。

savanubhuh
｢

all

ーperceiving
｣

145｢

一
切
に
遍
在
せ
る
。｣

｢
一
切
を
包
括
す

る｣

と
訳
さ
る
。

K
o

hyevanyat
kah

pranyat

146

yadesha
akaca

anando
na

syat
(184 )

四
八
頁
。
二
九
二
頁
。
を
見
よ
。

147

G
anges

印
度
の
有
名
な
大
河
。

148

自
然
界
の
等
級
に
於
け
る
継
続
を
突
然

149破
り
、
人
間
の
み
離
れ
て
自
然
界
の
事
物
と

別
な
も
の
と
見
る
こ
と
を
云
う
。

param
atm

an
(46

)

を
見
よ
。

150

(97
)

を
見
よ
。
尚
、
二
八
四
頁
。

151

vaishnava
religion

（
毗
紐
笯
教
）.

152訳
註
其
の
二
・
五
五
頁
を
見
よ
。

ブ
ィ
シ
ヌ
を
主
神
と
仰
ぐ
も
の
な
る
も
、
之

を
バ
ガ
ワ
タ
派
と
パ
ー
ン
チ
ャ
ラ
ト
ラ
派
と

に
分
た
れ
て
い
る
。
①
個
人
我
と
非
情
物
質

と
は
梵
と
同
じ
く
実
証
せ
る
も
の
②
信
愛
が

解
脱
に
達
す
る
手
段
な
る
こ
と
③
梵
は
人
格

的
の
自
在
神
に
し
て
、
無
限
の
正
義
の
性
質

を
有
す
る
も
の
な
る
こ
と
。
④
個
人
我
と
梵

と
の
別
は
決
し
て
全
く
失
わ
れ
な
い
こ
と
。

⑤
個
人
我
は
そ
の
量
は
原
子
大
で
あ
り
、
そ

の
数
は
無
限
で
あ
り
、
各
々
知
と
活
動
と
を

属
性
と
し
て
有
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
を
特

色
と
す
る
。

二
八
五
頁
を
見
よ
。

152

M
a

m
a

him
sih

153

K
urvanneveha

karm
ani

jyivishet

154

catam
sam

ah

m
ahativinashtih

great
destruction

155
M

aham
brahm

a
nirakuryyam

m
a

156m
a

bralim
a

nirakarot

B
hayadasyagnistapati

ー
”For

fear

157of
him

the
fire

doth
burn

”etc

二
八
五
頁

参
照
。

A
nandadhyeva

khalvim
ani

bhutani

158jayante

－
”From

joy
are

born
all

created
things

”etc
(97

)
(138

)
等
を

見
よ
。
尚
二
八
四
頁
。

(91
)

を
見
よ
。

159

Y
adyat

karm
a

prakurvita

160

tadbrahm
ani

sam
arpayet

Sannyasim

遁
世
者
。
離
生
者
。
婆
羅

161門
は
一
生
の
中
に
四
つ
の
時
期
を
経
歴
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
四
番
目
の
生

活
。
一
切
の
世
界
、
神
事
を
捨
離
し
、
悠
々

自
適
、
行
雲
流
水
の
生
活
を
送
る
の
で
あ
る
。

プロローグ



一
〇
六
頁

解
脱
を
目
指
し
、
欲
念
を
捨
て
、
身
を
行
雲

流
水
に
ま
か
す
遁
世
遊
行
者
な
り
。
よ
き
意

味
で
あ
る
。

B
rahm

avidam
varisthah

162

A
tm

akrirha
atm

aratih
kriyavan

163

B
ah

u
d

h
a

cak
ti

y
o

g
at

164

varnananekan
nihitarttho

dadhati

(11
)

を
見
よ
。
訳
註

其
の
二
、
四

165頁
以
下
。

A
tm

ada
bulada

166

Sa
no

buddhya
sam

yunaktu

167

suvartha

ー

ow
n

affair
or

168

cause
ow

n
aim

or
object

sw
a

ー

sva

ー
自
己
の
。

nihitariha
nihita

ー

fixed
or

169kept
inn

inherent
ariha

ー

aim
perpose

etc

V
ichaiti

chante
vicvam

adau

170

Svabhaviki
jnana

bala
kriya

171

cha
(96

)

神
な
り
。
三
六
五
頁
を
見
よ
。

172

神
な
り
。

173

訳
註

其
の
二
、
六
二
頁
以
下
。

174
(97

)

を
見
よ
。

175

マ
タ
イ
伝
第
五
章
の
五
、｢

幸
福
な
る
か

176な
、
柔
和
な
る
者
。
そ
の
人
は
地
を
嗣
が
ん｣

中
の
語
。
尚
、
八
四
頁
を
見
よ
。

単
に
美
の
み
な
ら
ず
、
真
理
も
知
識
も

177嘗
て
は
狭
き
殿
堂
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。

B
rahm

ins

訳
註

其
の
二

八
頁

178以
降
を
見
よ
。
印
度
四
姓
の
最
上
。

タ
ゴ
ー
ル
が
最
も
愛
好
せ
る
詩
人
の
一

179人
だ
。
英
国
の
詩
人

John
K

eats

（
1795

ー

1821

）
の｢

O
de

on
a

G
recian

U
rn

｣
中
に
あ
る
有
名
な
句
な
り
。

179`

（
９
７
）
見
よ
。

五
四
頁
を
見
よ
。

180

nityo
nityanaam

ー
nityas

181

anityanam
the

perm
am

ent
in

all
that

is
cm

perm
anent

の
意
。

raaanam
rasatam

ah

ー

the

182

higheat
abiding

joy
unifying

all
enjoym

ents

の
意
。

Icavasyanudam
sarvam

yat

183

kincha
jagatyanjagat

Tena
tyaktena

bhunjitha
m

a
gridhahkasyasviddhanam

K
o

hyevanyat
kah

pranyat

184

yadesha
akaca

anando
na

syat

（146

）

プロローグ



一
〇
七
頁

V
aishnava

lyrics

（
１
５
２
）
の

185毗
紐
（
笯
派
）
を
見
よ
。
（
三
二
二
頁
）
。

m
aitreyi

古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
中
心
思

186想
を
代
表
す
る
哲
人
の
一
人
、
ヤ
ー
ジ
ニ
ワ

ル
ク
ヤ(Y

ajnavalkya
）
の
妻
な
り
。
梵
論
者

で
あ
る
。
主
人
が
従
来
の
生
活
を
捨
て
て
新

し
い
行
乞
生
活
に
入
る
に
際
す
る
時
の
こ
と

で
あ
る
。｢

プ
リ
ハ
ド｣

（B
rhad

ーaranyalsa

ーupanishad

）
第
四
糄
に
ヤ
ー
ジ
ニ
バ
ル
ク

ヤ
の
夫
人
に
対
す
る
決
別
の
辞
が
あ
り
、
尚

こ
れ
は
第
二
糄
第
四
章
に
も
殆
ど
同
文
に
て

掲
載
さ
れ
て
る
。
就
て
見
ら
れ
よ
。

神
の
こ
と
。

187

○
那
教
の
祖
マ
ハ
ー
ギ
ー
ラ
（
大
勇
）
、

188大
乗
佛
教
お
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
、

ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
（
梵
教
会
）
の
ラ

ー
ム
・
モ
ハ
ン
・
ラ
イ
等
を
想
像
さ
れ
よ
。

五
四
頁
、
三
九
七
頁
を
見
よ
。

184

ヨ
ハ
ネ
伝
第
十
章
三
○
、｢

我
と
父
と
は

190一
な
り｣

（I
and

m
y

father
are

one

）
を
指
す
。
尚
、
こ
れ
に
つ
き
、
石
田
憲

次
著｢

キ
リ
ス
ト
教
的
文
学
観｣

に
興
味
深
き

見
解
あ
り
、
就
い
て
参
照
あ
れ
。
キ
リ
ス
ト

教
に
つ
い
て
、
一
渡
り
文
化
史
的
に
手
取
り

早
き
知
識
を
、
高
山
光
男
著｢

分
化
類
型
学｣

、

和
辻
哲
郎
著｢

原
始
基
督
教
の
文
化
史
的
意

義｣

に
よ
り
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

N
aham

m
anye

suvedeti
no

na

191vedeti
vedache

Y
ato

vacho
nivartante

aprapya

192
m

anasa
anandam

brahm
ano

vidvan
na

vibheti
kntagchana

(193
)

四
三
五
頁
を

見
よ
。四

三
三
頁
を
見
よ
。

193

antaratm
an

inner
individual

soul

194the
soul

the
internal

feeling
the

heart
or

m
ind

param
atm

an
the

suprem
e

soul

195（46

）
（150

）

A
tm

an

霊
・
霊
魂
・
我
。
訳
註

其

196の
二
、
十
五
頁
以
下
、
特
に
二
三
頁
を
見
ら

れ
よ
。

Satyam
jnam

am
anantam

brahm
a

199yo
veda

nihitam
guhayam

param
e

vyom
an

sognute
sarvan

kam
an

saha
brahm

ana
vipagchita

m
antrram

詩
句
、sacred

text
or

198

speach
aprayer

or
song

of
praise

A
sacred

form
ula

Y
adetat

hridayam
m

am
a

tadastu

199hridayan
tava

eshah
the

act
of

seekig
or

200

going
after

that
w

hich
is

to
be

aim
ed

at

の
意
な
る
べ
し
。

Eshasya
param

a
gatih

201

Eahasya
param

a
sam

pat

202
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一
〇
八
頁

Eahasya
param

a
lakah

203

Eahasya
param

a
anandah

204

lila
play

spart
am

usem
ent

205

D
aurbhikshat

yati
daurbhiksham

206

klegat
kleegam

bhayat
bhayam

ー
she

passes
from

starvatim
to

atarvatiun
from

trouble
to

trouble
and

from
fear

to
fear

の
意
。

｢

訳
註

其
の
一｣終

わ
り
。

訳

註

（
其
の
二
）

本
書
中
に
出
で
し
、
吠
陀
（
ブ
ェ
ー

ダ
）
、
優
波
尼
沙
土
（
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド
）､

佛

陀
（
ブ
ッ
ダ
）
、
佛
教
、
ギ
ー
タ
ー
、
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
、
ブ
ラ
フ
マ
、
ア
ー
ト
マ
ン
等
の

印
度
精
神
史
上
重
要
な
る
も
の
は
、
発
展
的

に
註
し
置
く
が
読
者
の
た
め
よ
し
と
考
え
、

蛇
足
乍
ら
ノ
ー
ト
す
る
次
第
で
あ
る
。

＊

＊

＊

＊

一
は
今
日
の｣

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
と
な
り
、

一
は
今
日
の
ペ
ル
シ
ャ
人
、
ト
ル
コ
人
、
印

度
人
と
な
り
し
ア
リ
ア
ン
人
は
西
紀
前
二
千

年
頃
、
印
度
の
西
北
カ
ー
ブ
ル
峡
谷
か
ら
カ

イ
ベ
ル
峠
を
超
え
て
印
度
に
侵
入
し
、
イ
ン

ダ
ス
河
畔
（
パ
ン
ジ
ャ
ブ
地
方"

に
移
住
し
た
。

こ
の
頃
は
丁
度
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
で
バ
ビ
ロ
ン

王
国
が
崩
壊
の
前
夜
で
あ
り
、
ニ
ー
ル
河
畔

に
再
興
さ
れ
し
エ
ジ
プ
ト
王
国
が
文
化
の
全

盛
時
代
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

プロローグ



一
〇
九
頁

イ
ン
ダ
ス
河
畔
は
、
既
に
古
く
世
紀
前
三
二

五
○
年
―
二
七
五
○
年
頃
、
イ
ン
ダ
ス
文
明

が
そ
の
最
盛
期
の
花
を
開
き
終
わ
り
、
流
砂

と
消
え
し
と
は
云
え
、
歴
史
的
な
地
で
あ
っ

た
。ア

リ
ア
ン
人
は
先
住
民
族
、
チ
ベ
ッ
ト
ビ

ル
マ
種
、
コ
ラ
リ
ア
種
、
ド
ラ
ブ
ィ
タ
種
等

を
追
い
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
か
ら
文
化
的
影
響

を
受
け
る
こ
と
多
か
っ
た
と
云
わ
れ
る
も
、

次
第
に
独
自
の
文
明
を
営
み
始
め
、
そ
の
精

神
生
活
は
殆
ど
全
部
凡
て
の
古
代
に
見
ら
れ

る
例
に
漏
れ
ず
内
容
、
型
式
共
宗
教
的
色
彩

に
よ
っ
て
一
貫
さ
れ
、
一
切
の
生
活
、
一
切

の
現
象
は
す
べ
て
宗
教
に
関
○
し
て
考
え
ら

れ
、
神
話
の
形
に
し
て
眺
め
ら
れ
た
。
こ
れ

を
記
す
も
の
が
、｢

リ
グ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

（
吟

唱
す
べ
き
詩
句
の
知
識
を
意
味
す
る
語
）
十

巻
に
し
て
、
四
種
の
ブ
ェ
ー
ダ
中
最
古
、
最

重
要
の
も
の
で
あ
り
、
宗
教
、
神
話
、
言
語

の
諸
学
研
究
の
世
界
的
至
宝
と
云
わ
れ
る
。

現
存
せ
る
も
の
は
、
一
○
一
七
或
い
は
一
○

二
八
の
詩
編
よ
り
成
り
、
一
○
五
八
○
句
を

含
む
。
二
巻
―
七
巻
迄
は
古
の
詩
聖
（
リ

シ
）
を
先
祖
と
す
る
夫
々
の
家
に
伝
え
ら
れ
、

一
巻
と
八
巻
と
十
巻
と
は
雑
多
な
作
者
の
作

品
、
九
巻
は
ソ
ー
マ
の
神
に
捧
げ
ら
れ
し
讃

歌
の
み
収
め
て
あ
る
。
そ
の
編
纂
或
い
は
結

集
の
時
代
は
、
西
紀
前
一
千
年
頃
と
云
わ
れ
、

成
立
の
年
代
は
西
紀
前
一
五
○
○
―
一
○
○

○
年
に
至
る
間
と
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
集
の
大
部
分
は
神
々
（
三
十
三

体
）
に
対
す
る
供
薦
の
歌
で
あ
り
、
讃
○
で

あ
り
、
又
祈
願
で
あ
る
。
そ
の
讃
歌
の
内
容

は
多
く
神
々
に
関
す
る
神
話
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
小
部
分
に
初
期
の
哲
学
思
想
を
述
べ
し

も
の
、
呪
法
の
目
的
に
使
用
さ
れ
し
も
の
、

物
語
風
の
詩
編
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
は
こ

れ
ら
を
通
じ
一
貫
せ
る
理
論
的
発
展
を
求
め

る
事
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
ら
思
想

の
発
展
あ
る
は
う
か
が
わ
れ｢

リ
グ
・
ブ
ェ
ー

ダ｣

末
期
、
創
造
の
讃
歌
中
に
、
全
宇
宙
を
一

元
的
に
見
ん
と
す
る
努
力
を
認
む
る
の
で
あ

っ
て
、
我
々
は
こ
こ
に
印
度
に
於
い
て
殊
に

重
要
な
る
神
秘
思
想
（
宇
宙
の
本
体
と
自
我

の
本
質
と
の
同
一
性
又
は
同
質
を
予
想
し
、

主
観
の
自
我
と
客
観
の
宇
宙
の
本
体
と
の
合

一
の
可
能
を
信
じ
、
何
等
か
の
方
法
又
は
実

践
に
よ
っ
て
こ
の
合
一
に
到
達
し
う
る
こ
と

を
主
張
す
る
思
想
）
の
萌
芽
を
見
る
の
で
あ

る
。こ

の｢

リ
グ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

に
次
ぐ
新
吠
陀

（
ブ
ェ
ー
ダ
）
時
代
（
西
紀
前
五
・
六
百
年

頃
迄
と
推
定
）
の
も
の
が
、｢

サ
ー
マ
・
ブ
ェ

ー
ダ｣

、｢

ヤ
ジ
ュ
ル
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

｢

ア
タ
ル
ブ
ァ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

と
各
ブ
ェ
ー
ダ

に
附
属
す
る
文
献
、｢
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ｣

と
で

あ
る
。

｢

リ
グ
・
ブ
エ
ー
ダ｣

の
示
せ
し
文
明
は
、
パ

ン
ジ
ャ
ッ
プ
地
方
か
ら
現
今
の
ア
ム
バ
ー
ラ

（
デ
リ
ー
の
北
面
）
の
南
を
西
流
す
る
サ
ラ

ス
ワ
テ
ィ
―
河
流
域
を
中
心
と
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
ア
リ
ア
ン

人
も
次
第
に
東
南
漸
し
、
文
化
の
中
心
も
ガ

ン
ジ
ス
河
と
ヤ
ム
ー
ナ
河
（
今
の
ジ
ュ
ム
ナ

ー
河
）
の
合
流
地
域
に
移
動
し
て
来
た
。
そ

し
て
こ
の
時
代
に
か
の
有
名
な
る
姓
階
制
度

（
カ
ー
ス
ト
）
、
即
ち
婆
羅
門
（
バ
ラ
モ

ン
）
、
○
帝
利
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
（
王
族
）
、

吠
舎
（
ベ
イ
シ
ャ
）
、
首
陀
羅
（
ス
ー
ド

ラ
）
―
僧
侶
、
武
士
、
商
工
業
者
、
賤
民
―

の
四
姓
の
差
別
が
、
ア
リ
ア
ン
人
の
血
の
純

潔
保
持
の
た
め
や
、
司
祭
階
級
た
る
婆
羅
門

プロローグ



一
一
〇
頁

の
神
聖
化
や
、
支
配
的
独
占
の
意
慾
に
仕
え

る
た
め
に
明
確
な
形
を
取
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
四
姓
の
聖
典
的
根
拠
と
と
し
て
、｢

リ
グ

・
ブ
ェ
ー
ダ｣
の
原
人
歌
（
巨
大
な
る
原
人
プ

ル
シ
ャ
の
口
か
ら
婆
羅
門
、
両
腕
か
ら
王
族
、

両
腿
か
ら
吠
舎
、
両
足
か
ら
首
陀
羅
が
生
ま

れ
た
と
云
う
。
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
四
姓
制
度
は
爾
来
今
日
ま
で
三
千
年

近
く
婆
羅
門
教
（
印
度
教
）
徒
社
会
の
鉄
則

で
あ
り
（
他
の
教
徒
間
に
は
殆
ど
な
し
。
）
、

印
度
教
徒
の
数
は
全
印
人
口
の
七
割
近
く
な

る
故
を
そ
の
意
義
は
全
印
度
的
と
云
え
る
。

姓
階
の
各
々
に
は
法
（
ダ
ル
マ
）
）
が
あ
り
、

各
人
は
自
己
の
義
務
と
し
て
絶
対
的
に
守
ら

ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
印
度
教
徒
の
一
切
を

支
配
す
る
の
で
あ
る
。
印
度
の
癌
の
一
つ
で

あ
る
。

そ
れ
は
余
談
と
し
て
、
こ
の
司
祭
階
級
に

も
、
時
代
や
祭
式
の
必
要
や
に
よ
り
分
業
が

生
じ
来
た
り
、
そ
れ
に
つ
れ｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

も
、

リ
グ
は
勤
請
官
（
ポ
ー
ト
リ
）
に
、
歌
咏
の

た
め
の
サ
ー
マ
は
歌
咏
官
（
ウ
ド
ガ
ー
ト

リ
）
に
、
祭
祀
の
た
め
の
ヤ
ジ
エ
ル
は
行
祭

官
（
ア
ド
バ
リ
ラ
）
に
と
云
う
具
合
に
な
っ

た
。
そ
し
て
こ
の｢

サ
ー
マ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

は

｢

リ
グ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

は｢

リ
グ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

の
摘
出
（
一
九
四
九
句
中
七
五
句
を
除
く
全

部
）
で
あ
り
、
思
想
的
に
は
、
新
味
な
く
、

｢

や
じ
ゅ
る
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

は
供
薦
祭
の
祭
詞

（
ヤ
ジ
ュ
ス
）
の
集
録
で
あ
る
が
、
そ
の
解

説
も
含
め
る
こ
と
も
あ
る
故
、｢

ブ
ラ
ー
フ
マ

ナ｣

の
先
駆
を
な
し
、
又
、
祭
祀
万
能
の
思
想

が
見
え
る
点
で
印
度
の
後
来
の
文
化
理
解
上
、

そ
の
源
と
し
て
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、｢

ヤ
ジ
ュ
ル
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

の
信
仰
は

呪
法
的
で
あ
り
、
正
し
く
印
度
的
の
も
の
で

あ
っ
た
。
印
度
人
の
信
仰
は
遂
に
数
千
年
来

呪
法
的
傾
向
を
免
れ
ず
、
祭
祀
万
能
主
義
な

の
で
あ
る
。｢

ア
タ
ル
ブ
ぁ
７
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

は
、
以
上
と
は
系
統
を
異
に
し
、
個
人
の
卑

近
な
利
害
得
失
に
関
す
る
招
福
、
調
伏
の
た

め
の
呪
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ

の
中
に
は
宇
宙
開
闢
に
関
す
る
哲
学
的
な
讃

歌
も
含
ま
れ
て
居
り
、｢

リ
グ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

の
そ
れ
よ
り
進
歩
せ
る
思
想
を
或
る
点
で
は

示
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

本
ブ
ェ
ー
ダ
は
後
世
に
な
る
に
従
っ
て
重
ん

ぜ
ら
れ
、
四
ブ
ェ
ー
ダ
中
の
最
上
位
に
置
か

れ
る
様
に
な
っ
た
。
そ
の
祭
司
た
る
祈
祷
官

（
プ
ラ
フ
マ
ン
）
は
四
祭
官
中
の
主
席
に
お

か
れ
た
。｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

の
中
に
は
以
上
の
四

つ
（
こ
れ
を
本
集
と
云
う
）
の
各
々
に
附
属

す
る
文
献
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ｢

ブ

ラ
ー
フ
マ
ナ｣

（
梵
書
）
に
就
い
て
見
る
。
こ

の
成
立
は
西
紀
前

年
か
ら
佛
教
興
起
の
五

1000

・
六
世
紀
頃
ま
で
わ
た
る
。
先
ず
、
梵
書

（
プ
ラ
ー
フ
マ
ナ
）
（
狭
義
）
を
見
る
。
印

度
に
お
い
て
は
、
よ
く
云
わ
れ
る
如
く
、
神

話
か
ら
哲
学
と
宗
教
と
が
分
離
せ
ず
、
融
合

す
る
所
に
特
色
が
あ
り
、
宗
教
が
哲
学
的
で

あ
り
、
哲
学
が
宗
教
的
で
あ
っ
た
。
宗
教
的

信
仰
が
哲
学
的
思
辨
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
か
か
る
宗
教
的
思
辨
は
一
般
人

の
行
う
も
の
で
な
く
、
婆
羅
門
の
専
業
で
あ

っ
た
。
彼
等
は
自
己
の
行
う
祭
祀
を
い
よ
い

よ
深
玄
に
し
、
生
活
と
不
可
分
に
す
る
た
め

に
、
益
々
そ
の
理
を
探
求
し
、
祭
祀
の
複
雑

な
規
定
を
発
達
せ
し
め
、
一
種
特
別
な
祭
祀

中
心
の
世
界
観
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
を
ま
と
め
た
記
録
が
厖
大
な｢

ブ
ラ
ー
フ

マ
ナ｣

（
梵
書
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
に
は
、

主
と
し
て
祭
祀
の
儀
礼
を
説
き
、
そ
の
祭
式
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に
対
す
る
神
学
的
乃
至
神
話
的
解
釈
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
そ
こ
に
は
理
路
整

然
た
る
も
の
は
見
出
し
得
ず
、
意
味
不
明
の

説
明
や
、
解
釈
や
、
故
事
が
雑
然
と
散
文
体

に
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

｢

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ｣
は
神
学
的
、
形
式
的
に
し

て
、｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

の
実
行
的
方
面
を
代
表
し

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
中
に
万
象
の
根
源

を
梵
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
と
我
（
ア
ー
ト
マ

ン
）
と
に
認
め
た
こ
と
は
注
意
す
べ
く
、
よ

し
そ
こ
に
あ
る
世
界
が
婆
羅
門
の
利
害
の
眼

に
よ
り
歪
曲
さ
れ
し
世
界
と
は
云
え
、
こ
の

点
に
於
い
て
は
価
値
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。

次
に
、｢

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ｣

の
最
後
に
、｢

ア
ー

ラ
ニ
ア
カ
（
森
林
書
）｣

が
あ
り
、
祭
祀
の
神

学
的
解
釈
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
第

三
に
、
そ
の
最
後
を
占
め
る
も
の
が
、
次
に

見
ん
と
す
る｢

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド｣

（
奥
義
書
）

で
あ
る
。
（
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
哲
学
と
し
て

重
要
な
も
の
は
殆
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
故
に
、

非
ブ
ェ
ー
ダ
的
新
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
に
つ
い
て

は
不
説
。
）

こ
の｢

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ｣

か
ら｢

ウ
パ
ニ
シ
ャ

ド｣

に
い
た
る
時
代
は
、
ク
ル
（
今
の
ジ
ュ
ム

ナ
ー
河
の
上
流
地
方
）
パ
ン
チ
ャ
ー
ク
（
ガ

ン
ジ
ス
河
本
流
上
流
左
岸
）
地
方
が
中
心
、

即
ち
今
日
の
デ
リ
ー
を
中
心
に
そ
の
東
西
に

渉
る
地
方
が
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
紀

元
前
六
・
七
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。

｢

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド｣

は｢

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ｣

の

終
わ
り
の
部
分
、
従
っ
て｢

ブ
ェ
ー
ダ
の
終｣

、

｢

ブ
ェ
ー
ダ
の
極
意｣

と
も
称
さ
れ
る
野
で
あ

る
が
、
こ
れ
は｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

の
理
知
的
方
面

を
注
釈
し
、
哲
学
的
、
宗
教
的
な
も
の
で
あ

る
。
婆
羅
門
の
哲
学
、
宗
教
に
関
す
る
思
想

を
主
と
し
て
網
羅
せ
る
哲
学
全
書
と
も
云
わ

れ
、
深
玄
な
思
弁
的
神
秘
思
想
（
自
我
と
そ

の
対
象
の
属
性
を
知
的
の
も
の
と
規
定
し
、

両
者
の
合
一
の
手
段
方
法
を
思
辨
又
は
瞑
想

に
求
む
る
思
想
）
あ
ふ
る
る
婆
羅
門
き
ょ
う

の
聖
典
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
哲
人
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
エ
ル
を
し
て
宇
宙
第
一
の
書
と
嘆
賞

せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

｢

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ッ
ド｣

の
語
源
は｢

近
く
に
座

る｣

と
云
う
意
味
で
在
り
、
そ
れ
か
ら
、
教
師

に
対
す
る｢

秘
密
の
会
座｣

、｢

秘
密
の
教
義｣

と
云
う
意
味
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
子
弟
相
対
座
し
て
秘
密
相
伝
の
義
を
集
録

せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の｢

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド｣

の
項
に
に
は
、
雑

多
な
現
象
の
裡
に
潜
め
る
統
一
の
力
を
探
求

す
る
こ
と
が
、
婆
羅
門
の
瞑
想
の
対
象
と
な

り
、
若
し
之
を
認
識
し
得
ん
が
一
切
の
物
を

支
配
し
う
る
と
彼
等
は
信
じ
た
の
で
あ
る
。

一
切
を
支
配
す
る
こ
と
は
婆
羅
門
本
来
の
義

務
た
る
祭
祀
の
窮
極
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
か
か
る
意
慾
は
婆
羅
門
の
職
業
と
密
接

に
関
係
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
独

立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。｢

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド｣

に
於
け
る
探
求
が
専
ら
万
象
の
中
に
潜
む
根

本
実
在
―
絶
対
者
に
向
け
ら
れ
て
来
た
の
は

正
に
こ
の
傾
向
に
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
か

く
し
て
そ
の
赴
く
所
、
終
に
、
梵
（
ブ
ラ
フ

マ
ン
）
と
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
は
別
存
せ

ず
、
梵
我
不
二
の
哲
学
的
瞑
想
に
達
し
、｢

ウ

バ
ニ
シ
ャ
ッ
ド｣

哲
学
思
想
の
最
高
峰
を
生
み

出
し
た
。
而
し
て
こ
れ
は
印
度
の
中
心
思
想

を
確
立
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
（
こ
の
中
性

の
原
理
た
る
梵
は
後
に
創
造
神
と
し
て
具
体

化
さ
れ
、
人
格
を
有
す
る
男
性
の
梵
天
（
ブ

ラ
フ
マ
ー
）
と
な
り
、
印
度
教
の
重
要
な
神

の
一
柱
と
な
る
。
本
書
中
屡
々
出
る
は
こ
れ
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で
あ
る
。
）

我
々
は
今
暫
く
、
婆
羅
門
の
思
想
に
於
い

て
絶
対
者
が
梵
我
に
見
出
さ
れ
る
過
程
を
眺

め
て
見
よ
う
。

梵
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
の
語
源
は
、
元
来
祈

祷
又
は
祈
り
の
言
葉
を
意
味
す
る
が
、｢

ブ
ェ

ー
ダ｣

に
於
け
る
用
法
が
一
義
的
で
な
か
っ
た

為
、
多
岐
に
わ
た
り
、
或
る
は
ブ
ェ
ー
ダ
の

語
句
を
意
味
し
、
或
る
は
婆
羅
門
に
内
在
す

る
神
秘
的
な
力
を
意
味
し
、
或
る
は
魔
力
を

具
え
た
一
定
の
文
句
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

｢

ア
タ
ル
ブ
ァ
・
ブ
ェ
ー
ダ｣

及
び｢

ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ｣

の
時
代
に
、
万
象
の
原
理
探
求
に
つ

れ
て
、
梵
は
神
々
の
背
景
に
存
す
る
一
種
の

｢

動
力
（
呪
力
）｣

と
考
え
ら
れ
、
こ
の
客
観

色
濃
き
梵
が
次
第
に
そ
の
地
位
を
高
め
、
万

象
の
第
一
原
理
の
宇
宙
の
根
本
的
創
造
力
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
梵
は
自
然
的
の
も
の
で
な
く
、
自
然
よ

り
深
く
、
自
然
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
勿

論
人
間
的
な
も
の
で
も
な
い
。
梵
は
非
人
格

的
の
も
の
で
あ
り
、
倫
理
的
な
価
値
を
超
越

し
た
も
の
で
あ
る
。
梵
を
宇
宙
の
絶
対
原
理

と
す
る
所
に
哲
学
が
宗
教
と
対
面
的
に
融
合

し
て
い
る
所
以
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

次
に
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
呼
吸
を
意

味
し
、
転
じ
て
生
命
、
自
己
を
表
す
語
と
な

り
、
身
体
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、
非
我
に
対

す
る
自
我
を
示
し
、
更
に
自
我
の
本
質
を
表

し
、
弘
く
物
一
般
の
本
質
を
示
し
、
最
後
に

万
有
の
精
髄
、
本
体
を
示
す
語
と
な
っ
た
。

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
そ
の
出
発
点
が
主

観
に
存
す
る
天
が
特
徴
で
あ
る
。
大
体｢

ブ
ラ

ー
フ
マ
ナ｣

の
時
代
に
、
人
間
の
機
能
が
、
息

（
プ
ラ
ー
ナ
）
、
心
、
語
、
視
、
聴
の
五
つ

に
分
類
さ
れ
、
更
に
息
を
主
体
と
し
て
こ
れ

ら
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
、

息
（
プ
ラ
ー
ナ
）
も
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
も

本
来
呼
吸
を
表
す
語
で
あ
り
、
人
間
の
本
質

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
息
は
次
第
に

個
々
の
生
命
現
象
を
表
す
様
に
な
り
、
我
は

一
層
本
質
的
な
も
の
を
表
す
様
に
な
っ
た
。

｢

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ｣

の
初
期
に
息
の
占
め
て
い

た
機
能
の
地
位
が
我
に
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

我
は
主
体
的
な
我
で
あ
り
、
万
物
に
生
命
を

賦
与
す
る
根
源
的
な
生
命
原
理
で
あ
る
。
我

は｢

実
有
の
実
有｣

｢

真
理
の
真
理｣

で
あ
る
。

そ
し
て｢

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド｣

の
初
期
に
於
い
て
、

そ
の
宇
宙
創
造
が
明
瞭
に
説
か
れ
る
に
至
っ

た
。
即
ち
、
此
の
我
の
観
念
が
本
来
主
観
の

側
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
宇
宙
に
遍
満
せ
る
大

我
、
世
界
創
造
の
造
化
の
原
理
に
迄
明
ら
か

に
そ
の
地
歩
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
然
し
、

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
は
我
で
あ
る
と
は
云
へ
、

決
し
て
人
間
的
の
も
の
で
な
く
、
又
、
目
的

意
志
も
持
た
な
い
。
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は

主
体
で
あ
り
乍
ら
、
非
人
格
的
で
あ
り
、
我

で
あ
り
、
我
で
有
り
乍
ら
目
的
性
を
有
し
な

い
。こ

の
二
つ
の
根
本
観
念
は
、｢

ウ
バ
ニ
シ
ャ

ド｣

も
進
ん
だ
時
代
は
、
供
に
造
化
の
主
と
見

ら
れ
た
点
を
主
要
な
契
機
と
し
、
両
者
の
非

人
格
的
な
性
格
を
媒
介
と
し
、
同
一
し
、
合

一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、｢

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド｣

の
哲
学
は

単
に
思
辨
の
産
物
乃
至
は
思
辨
の
た
め
の
も

の
で
は
な
く
、
苦
の
世
界
に
於
け
る
輪
廻
の

束
縛
を
人
間
の
無
知
（
ア
ブ
ィ
デ
ィ
ア
ー
）

に
あ
り
と
見
、
知
こ
そ
唯
一
の
解
脱
の
方
途

と
考
え
て
の
真
剣
な
宗
教
的
要
求
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
は
肝
銘
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
精
神
は
又
も
っ
て
佛
陀
の
教
え
の
根
本
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精
神
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

｢
ブ
ェ
ー
ダ｣

の
附
属
文
献
の
今
一
つ
は
、

｢

経
書
（
ス
ー
ト
ラ
）｣

と
云
う
。
そ
の
内
容

は
、
然
し
、
固
有
の
ブ
ェ
ー
ダ
で
な
く
、
婆

羅
門
の
教
義
を
簡
要
に
せ
し
も
の
で
あ
る
。

｢

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ｣
広
義
よ
り
以
後
に
成
立
し
、

大
体
、
西
紀
前
五
○
○
年
―
一
○
○
年
頃
と

さ
れ
る
。
こ
の
頃
は
婆
羅
門
文
化
が
全
く
完

成
し
、
印
度
の
全
社
会
に
浸
潤
し
て
い
た
頃

で
あ
る
。｢

経
書
（
ス
ー
ト
ラ
）｣
は｢

天
啓

経｣
｢

法
経｣

の
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ

の
詳
細
は
○
じ
に
は
省
略
に
従
う
。
以
上
に

て
所
畏｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

を
見
終
わ
る
の
で
あ
る

が
、
左
に
そ
の
一
覧
表
を
示
し
置
く
こ
と
に

す
る
。ブ

ェ
ー
ダ

①

リ
グ
・
ブ
ェ
ー
ダ

②

サ
ー
マ
・
ブ
ェ
ー
ダ

③

ヤ
ジ
ュ
ル
・
ブ
ェ
ー
ダ

④

ア
タ
ル
ブ
ァ
・
ブ
ェ
ー
ダ

↓

イ

本
集

（
サ
ン
ヒ
タ
ー
）

ロ

梵
書

（
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
）

梵
書
（
狭
義
）
（ﾌ゙

ﾗー
ﾌ

ﾏ
ﾅ

）

森
林
書
（ｱー

ﾗ
ﾆ
ﾔ
ｶ

）

奥
義
書
（ｳ
ﾊ゚

ﾆ
ｼ
ｬ
ｯ

ﾄ゙

）

ハ

経
書

（
ス
ー
ト
ラ
）

天
啓
経

家
庭
教

、

法
経

之
を
要
す
る
に｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

は
印
度
ア
リ

ア
ン
人
の
分
化
の
源
泉
で
あ
り
、
内
に
哲
学

と
宗
教
と
を
包
合
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

厖
大
な
文
学
的
遺
産
に
よ
っ
て
、
―
印
度
固

有
の
文
明
は
上
記
の
如
く
イ
ン
ダ
ス
河
の
流

砂
と
消
え
し
に
反
し
―
現
在
の
印
度
に
迄
生

命
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
に
し

て
思
弁
的
な
る
印
度
人
に
と
っ
て
は
｛
ブ
ェ

ー
ダ
｝
は
窮
極
の
権
威
で
あ
り
、
聖
典
で
あ

り
、
学
問
は
凡
て｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

の
註
釈
だ
と

云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
次
に
佛
教
を
見
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
、
輪
廻
（
サ
ン
サ
ー
ラ
）
と
業

（
カ
ル
マ
）
（
羯
磨
）
と
に
つ
い
て
一
言
費

や
す
に
、
婆
羅
門
は｢

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ッ
ド｣

の

時
代
に
こ
の
二
つ
を
思
想
し
、
之
を
探
究
し
、

全
印
度
人
の
信
仰
に
免
れ
難
き
レ
ッ
テ
ル
を

貼
る
準
備
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。｢

ウ
バ

ニ
シ
ャ
ッ
ド｣

以
後
、
印
度
の
精
神
は
輪
廻
思

想
の
影
響
を
受
け
、
厭
世
調
を
濃
く
し
、
こ

の
厭
世
観
が
以
後
印
度
思
想
の
重
要
な
特
色

と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
元
来
、
生
老

病
死
は
人
間
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
生
物
に

と
っ
て
も
基
礎
的
な
生
存
の
仕
方
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
本
来
的
に
苦
で
あ
る
。
こ
の

世
界
の
存
在
そ
の
も
の
が
苦
と
云
え
る
。
そ

れ
は
本
来
的
に
苦
の
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に

厭
世
観
の
根
源
が
あ
る
。
宇
宙
の
根
底
が
苦

で
あ
る
な
ら
眞
の
幸
福
は
人
間
生
活
の
否
定
、

人
間
生
活
か
ら
の
解
脱
、
業
の
滅
、
輪
廻
か

ら
の
脱
却
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
境
界
が
涅
槃
（
ニ
ル
バ
ー
ナ
）
と
云
わ

れ
、
人
間
性
の
寂
滅
境
で
あ
り
、
生
死
か
ら

解
脱
し
た
所
で
あ
る
。
生
死
そ
の
も
の
が
苦

の
根
源
故
に
、
解
脱
は
生
死
か
ら
の
解
脱
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
人
間
と
し
て
死

ん
で
も
尚
他
の
も
の
に
輪
廻
し
、
業
を
果
て

ぬ
と
云
わ
れ
、
解
脱
は
輪
廻
か
ら
の
解
脱
で

あ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
永
遠
に
死
こ
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そ
眞
の
浄
福
と
考
え
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。

こ
の
厭
世
観
が
佛
教
へ
も
流
れ
て
行
く
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
解
脱
の
方
法
は
と
云
え
ば
、

婆
羅
門
は
、
禁
欲
と
苦
行
と
瞑
想
と
を
説
く

の
で
あ
る
。
苦
行
は
印
度
宗
教
一
般
に
通
ず

る
特
殊
な
方
法
で
あ
り
、
瞑
想
が
解
脱
の
途

と
せ
ら
れ
る
所
に
独
自
性
を
見
出
し
得
る
。

こ
れ
は
、
既
に
森
林
書
（
ア
ー
ラ
ニ
ア
カ
）

の
時
代
に
、
思
念
が
儀
礼
や
供
祭
の
代
用
と

な
り
得
る
と
云
う
思
想
が
現
れ
、
人
々
は
己

が
裡
の
理
智
の
不
思
議
な
力
を
認
め
始
め
、

供
祭
や
祭
祀
の
力
に
断
念
し
た
人
々
は
こ
の

理
智
の
力
こ
そ
窮
極
の
解
脱
の
道
具
と
考
え

た
こ
と
に
よ
っ
て
了
解
し
得
る
所
で
あ
る
。

こ
の
理
智
尊
重
は
佛
教
へ
も
流
れ
て
い
る
こ

と
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

我
々
は
尚
々｢

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ー
ナ｣

と｢

マ
ハ

ー
バ
ー
ラ
タ｣

と
の
二
大
叙
事
詩
に
よ
っ
て
代

表
さ
れ
る
史
詩
時
代
を
佛
教
を
見
る
前
に
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
に
於
い
て
必
要

な
る
は
、｢

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ー
ナ｣

な
る
を
以
て

こ
れ
を
詳
し
く
述
べ
、
他
は
簡
略
に
従
う
こ

と
と
す
る
。

こ
の
二
つ
は
型
式
、
内
容
共
に｢

ブ
ェ
ー

ダ｣

と
異
な
り
、｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

の
宗
教
的
な
る

に
対
し
、
こ
れ
ら
は
王
族
の
戦
挙
を
主
題
と

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
刹
帝
利
階
級
の
所

産
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。
此
等
の
史

詩
の
内
容
の
或
る
も
の
は
非
情
に
古
い
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
文
学
的
作
品
に
さ

れ
た
時
代
は
、｢

ブ
ラ
ー
フ
マ
ヤ｣

よ
り
後
期

に
属
し
、
紀
元
前
四
〇
〇
年
か
ら
紀
元
後
四

〇
〇
年
の
間
と
さ
れ
て
い
る
。

｢

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ｣

（
ブ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
第

七
化
身
ラ
ー
マ
王
の
紀
行
）
は
七
篇
よ
り
成

り
、
全
部
で
三
万
四
千
項
で
あ
る
。
第
二
―

六
篇
迄
は
ブ
ー
ル
ミ
ー
キ
の
原
作
と
さ
れ
、

他
の
二
篇
は
後
世
の
追
加
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
を
既
述
す
れ
ば
、
バ
ー
ラ
篇
、
コ

ー
サ
ラ
国
の
都
ア
ョ
ー
デ
ィ
ア
の
王
家
に
、

ダ
シ
ア
ラ
タ
王
の
長
子
と
し
て
第
一
王
妃
カ

ー
ウ
シ
ア
リ
ア
ー
夫
人
か
ら
ラ
ー
マ
（
ラ
ー

マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
）
は
生
ま
れ
た
。
青
年
な
れ

る
ラ
ー
マ
は
ミ
ラ
テ
ィ
ラ
ー
王
ジ
ャ
ナ
カ
の

宮
廷
に
赴
き
、
強
弓
を
撓
め
て
美
姫
シ
ー
タ

ー
を
妻
と
し
四
年
間
平
和
い
過
ご
し
た
。

ア
ヨ
ー
デ
ィ
ア
篇
、
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ア
」
で

の
出
来
事
と
し
て
、
第
二
王
妃
カ
イ
ケ
ー
イ

ー
は
己
が
子
た
る
第
二
王
子
バ
ラ
タ
を
皇
儲

に
せ
ん
と
謀
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
ラ
ー
マ

は
却
け
ら
れ
、
父
王
よ
り
一
四
年
間
た
く
居

を
命
じ
ら
れ
た
。

ア
ラ
ニ
ア
篇
、
罰
せ
ら
れ
た
ラ
ー
マ
は
シ

ー
タ
ー
姫
及
び
末
弟
の
ラ
キ
シ
マ
ナ
を
伴
れ

て
放
浪
の
旅
に
出
で
、
南
の
方
ダ
ン
ダ
カ
の

森
林
に
入
り
、
村
中
の
魔
鬼
共
を
退
治
し
た

の
で
、
セ
イ
ロ
ン
島
の
魔
王
ラ
ー
ブ
ァ
ナ
に

シ
ー
タ
ー
を
奪
わ
れ
、
セ
イ
ロ
ン
島
へ
シ
ー

タ
ー
は
連
れ
去
ら
れ
た
。

キ
シ
ュ
キ
ン
ダ
ー
篇

猿
帝
ス
グ
リ
ー
バ

に
味
方
し
て
そ
の
主
都
シ
ュ
キ
ン
ダ
ー
を
奪

還
せ
し
ラ
ー
マ
ｎ
御
礼
と
し
て
猿
王
ハ
ム
マ

ン
が
味
方
し
、
セ
イ
ロ
ン
島
を
遠
征
し
、
シ

ー
タ
ー
を
発
見
す
る
。
本
書
中
の
引
用
は
、

こ
の
時
の
こ
と
で
あ
り
、
ハ
ヌ
マ
ン
と
シ
ー

タ
ー
と
の
会
話
で
あ
る
。

ス
ン
ダ
ラ
篇

侵
入
軍
が
ナ
ラ
と
言
う
猿

の
架
せ
る
橋
を
渡
り
セ
イ
ロ
ン
島
に
到
る
経

緯
と
事
件
と
を
述
べ
る
最
も
美
し
い
一
篇
で

あ
る
。

ユ
ツ
ダ
篇

セ
イ
ロ
ン
島
で
ラ
ー
ブ
ナ
軍

と
の
戦
い
の
後
之
を
敗
り
、
妃
を
連
れ
て
ア
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ヨ
ー
デ
ィ
ア
に
帰
り
、
四
人
の
兄
弟
は
こ
こ

に
誓
い
を
交
わ
し
、
ラ
ー
マ
が
王
位
に
即
き

善
政
を
布
く
。

後
編
で
は
、
ラ
ー
マ
王
即
位
后
市
民
の
風

評
を
種
に
潔
白
の
シ
ー
タ
ー
を
罰
し
て
ブ
ー

ル
ミ
ー
キ
の
小
屋
に
閉
じ
込
め
、
こ
こ
で
第

二
王
子
ク
シ
ャ
と
ラ
ブ
が
生
ま
れ
、
最
後
で

許
さ
れ
て
帰
り
共
に
天
上
に
昇
っ
て
自
己
の

勢
力
を
拡
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
神
々
の
人
格
化
は
当
時
の
信
仰
の
性

格
、
即
ち｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

の
多
神
的
、｢
ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ｣

の
祭
祀
万
能
、｢

ウ
バ
ニ
シ
ャ
ド｣
の

思
弁
的
神
秘
思
想
の
信
仰
を
離
れ
た
信
仰
、

精
神
的
及
び
至
は
感
情
的
な
献
身
的
信
仰

（
バ
ク
テ
イB

haakti

と
言
わ
れ
る
。
）
に
対

応
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
信
仰
の
性
格
の

変
化
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

尚
、
此
の
時
代
、
哲
学
思
想
は
宗
教
か
ら

暫
く
独
立
し
、
純
理
論
的
な
思
索
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
種
々
の
派

の
哲
学
も
台
頭
し
始
め
た
。
こ
れ
ら
の
目
覚

ま
し
き
思
想
の
多
く
は
婆
羅
門
以
外
の
階
級

の
功
に
帰
す
べ
く
、
佛
教
も
嗜
那
経
教
此
等

新
し
き
思
想
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

我
々
は
之
よ
り
新
宗
教
た
る
佛
教
、
も
嗜

那
教
も
此
等
新
し
き
思
想
の
中
の
一
つ
で
あ

る
。我

々
は
こ
れ
よ
り
新
宗
教
た
る
佛
教
、
嗜

那
教
並
び
に
一
神
教
的
宗
教
を
見
る
。

先
ず
佛
教
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
原
始
佛

教
か
ら
大
乗
佛
教
（
紀
元
二
、
三
世
紀
の
頃

龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
）
に
よ
り
大
い
に

宣
揚
さ
れ
る
）
迄
を
凡
て
佛
教
と
す
る
時
、

そ
こ
に
は
種
々
の
異
な
っ
た
思
想
、
進
行
内

容
、
信
仰
対
象
を
包
含
擂
る
の
で
あ
る
が
、

根
底
に
は
佛
教
と
し
て
共
通
な
も
の
を
も
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
本
稿
の
た
め
に
は
そ

れ
に
て
足
る
と
考
え
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

佛
教
は
云
う
迄
も
な
く
釈
尊
（
大
体
西
紀

前
五
六
五
―
四
八
四
年
）
の
体
験
と
行
と
を

基
に
し
て
開
か
れ
た
宗
教
で
あ
り
、
従
来
の

婆
羅
門
と
異
な
り
、
宗
祖
を
有
す
る
の
で
あ

る
。
然
し
佛
教
と
雖
も
、
民
族
宗
教
た
る
婆

羅
門
教
（
後
の
印
度
教
）
を
地
盤
と
し
て
発

展
し
た
も
の
で
あ
る
。
佛
教
も
亦
禁
欲
や
苦

行
を
媒
介
と
し
て
解
脱
に
達
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
生
老
病
死
の
如
き
人
間
生
活
を

苦
と
す
る
厭
世
観
を
有
し
、
全
く
人
格
性
な

き
絶
対
舎
を
思
念
す
る
も
の
で
あ
り
、
婆
羅

門
教
と
異
ら
な
い
。

佛
教
が
婆
羅
門
教
と
異
な
る
点
は
、
極
端

な
苦
行
を
否
定
し
て
中
道
を
説
き
、
亦
在
家

の
立
場
を
承
認
し
、
相
対
的
乍
ら
現
実
主
義

的
性
格
を
持
つ
の
で
あ
り
、
次
に
、
絶
対
舎

を
宇
宙
の
形
而
上
学
的
根
底
と
せ
ず
、
実
践

の
目
標
と
し
た
の
で
あ
る
。

佛
教
の
根
本
思
想
五
蘊
説
に
在
り
と
さ
れ
、

色
、
受
、
想
、
行
、
識
の
五
法
を
す
べ
て｢

私

の
も
の
で
な
い
。
私
で
な
い
。
私
の
我
で
な

い
。｣

と
真
実
智
に
よ
っ
て
如
実
に
観
察
し
、

さ
す
れ
ば
五
蘊
と
厭
い
、
執
着
せ
ず
、
解
脱

し
得
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
凡
て
の
現
象
を

こ
の
五
蘊
に
還
元
し
て
、
そ
れ
以
外
に
永
遠

の
我
、
即
ち
本
体
を
認
め
ぬ
の
で
あ
る
故
、

五
蘊
の
一
々
が
我
で
な
い
と
云
う
こ
と
は
や

が
て
総
て
が
我
が
な
い
、
即
ち
無
我
な
の
で

あ
る
。
又
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
凡
民
の
固
執

す
る
我
も
亦
五
蘊
は
皆
常
住
永
遠
で
は
な
い
。

変
易
の
性
を
有
す
る
。
無
常
な
る
も
の
は
我

を
固
執
す
る
凡
民
に
は
凡
て
苦
で
あ
る
。
か

く
無
常
で
あ
り
、
変
易
の
性
あ
る
も
の
を
我

で
あ
る
と
固
執
す
る
は
誤
れ
る
考
え
で
あ
っ
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て
、
五
蘊
説
は
苦
、
無
常
、
無
我
の
三
理
念

を
明
示
す
る
の
で
あ
る
。｢

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド｣

に
於
い
て
は
我
は
飽
く
迄
も
本
質
と
し
て
捨

て
難
き
も
の
で
あ
り
、
固
執
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
佛
教
は
こ
の
婆
羅
門
教
の
地
盤
を

覆
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
有
と
し
て
の
宇
宙
根
底
た
る
我
が

否
定
せ
ら
る
る
時
、
佛
教
は
実
践
哲
学
へ
と

歩
を
移
す
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

て
他
面
無
神
論
的
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。
婆

羅
門
教
は
個
我
を
否
定
し
て
絶
対
我
に
帰
入

す
る
解
脱
を
説
く
が
、
佛
教
は
個
我
も
絶
対

我
も
、
要
す
る
に
我
を
否
定
す
る
。

然
ら
ば
単
に
哲
学
や
倫
理
学
に
止
ま
ら
ず

し
て
、
苦
な
る
人
生
超
脱
を
実
現
せ
ん
と
す

る
解
脱
の
教
え
佛
教
は
、
婆
羅
門
教
に
代
わ

り
如
何
な
る
解
脱
の
方
案
を
説
く
か
、
こ
こ

に
於
い
て
我
々
は
有
名
な
る
縁
起
説
、
即
ち

ナ
ニ
縁
起
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
見
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
標
準
型
は
、
無
明
―
行
―
識
―

名
色
―
六
入
―
触
―
受
―
愛
―
取
―
有
―
生

―
老
死
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
種

々
あ
る
も
、
と
に
か
く
こ
れ
は
、
万
物
の
相

互
緣
成
の
理
を
説
き
、
無
常
に
し
て
苦
な
る

生
存
の
根
拠
を
無
明
に
求
め
た
哲
学
的
理
論

で
あ
る
。
然
し
も
と
よ
り
こ
の
思
辨
を
誇
る

た
め
の
も
の
で
な
く
、
実
践
的
解
脱
を
目
指

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
相
互
緣
成

関
係
に
於
い
て
最
も
根
本
的
な
る
無
明
を
滅

す
る
時
、
爾
余
の
一
切
の
関
係
も
従
っ
て
滅

し
、
こ
こ
に
解
脱
が
現
前
す
る
次
第
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
無
明
は
抽
象
的
真
理
に
迷
う
と

云
う
よ
り
む
し
ろ
四
諦
の
教
え
を
知
ら
ぬ
こ

と
で
あ
る
故
、
縁
起
説
は
実
践
的
に
は
四
諦

説
（
即
ち
四
つ
の
神
聖
な
る
真
理
の
意
に
し

て
、
解
脱
を
得
る
た
め
の
四
つ
の
知
見
を
云

う
。
苦
諦
、
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
之
な

り
。
）
に
組
織
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現

実
生
活
の
苦
、
空
、
不
浄
、
無
我
な
る
を
知

り
、
解
脱
、
涅
槃
の
寂
静
の
慕
ふ
べ
き
を
知

ら
ず
の
で
あ
る
。
そ
し
て
無
明
の
滅
の
実
践

方
法
を
示
せ
る
道
諦
は
、
一
般
人
に
は
八
正

道
、
即
ち
正
見
、
正
思
、
正
語
、
正
業
、
正

命
、
正
精
進
、
正
念
、
正
定
を
説
き
、
比
丘

に
禅
定
（
こ
れ
は
大
乗
教
に
於
い
て
は
、
印

度
教
の
ユ
伽
の
思
想
と
結
び
つ
い
て
神
秘
的

な
意
味
を
持
ち
、
呪
術
的
色
彩
を
帯
び
る
に

い
た
る
。
）
を
求
め
、
現
実
生
活
の
成
立
の

原
因
を
滅
し
行
く
時
に
は
、
無
明
の
滅
は
渇

愛
の
滅
と
な
り
、
渇
愛
な
き
行
為
は
次
の
生

を
引
く
強
き
業
力
を
発
生
せ
ぬ
故
、
輪
廻
の

鎖
は
終
わ
り
、
解
脱
・
涅
槃
の
境
に
達
し
得

る
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
八
正
道
と
は
人

間
が
如
何
な
る
位
置
に
於
い
て
も
、
そ
の
位

置
に
応
じ
て
当
然
成
す
べ
き
反
省
と
義
務
と

を
示
せ
る
道
徳
法
で
は
あ
る
が
、
そ
の
道
徳

的
価
値
の
故
に
尊
ば
る
べ
き
も
の
で
な
く
、

正
に
上
途
の
如
き
解
脱
を
得
る
た
め
に
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
禅
定
と
は
、
恍
惚
の
境

に
入
れ
る
瞑
想
と
か
静
慮
と
か
を
意
味
し
、

比
丘
が
佛
陀
の
教
法
即
ち
苦
、
無
常
、
無
我

の
眞
の
認
識
を
対
象
と
し
解
脱
・
涅
槃
へ
の

前
提
た
る
心
理
的
修
練
方
法
で
あ
り
、
禅
定

の
最
後
の
段
階
即
ち
捨
念
清
浄
の
境
に
入
れ

ば
殆
ど
涅
槃
の
門
に
入
っ
た
と
云
え
る
。
た

だ
完
全
な
る
涅
槃
は
身
を
壊
れ
、
想
は
滅
び
、

愛
も
す
べ
て
焼
盡
し
、
行
は
息
み
、
識
は
滅

絶
し
て
始
め
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

佛
教
の
実
践
哲
学
は
か
か
る
立
場
か
ら
理

論
と
実
践
と
の
組
織
的
に
融
合
せ
る
宗
教
を

樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
縁
起
説
は
全
く
非
人

間
的
な
一
般
法
則
に
よ
り
万
物
の
緣
成
を
見
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一
一
七
頁

る
故
に
、
万
物
は
合
理
的
な
因
果
の
関
係
で

説
明
さ
れ
、
縁
起
の
関
係
に
あ
み
込
ま
れ
る

の
で
あ
る
。
佛
教
は
合
理
主
義
で
あ
り
、
理

知
的
な
哲
学
的
宗
教
な
の
で
あ
る
。

佛
教
に
於
い
て
は
現
身
と
し
て
の
釈
尊
の

如
き
は
、
そ
の
宗
教
的
体
験
の
上
か
ら
は
、

さ
ほ
ど
重
大
な
意
義
を
有
せ
ず
、
佛
教
又
は

真
理
或
い
は
永
遠
の
一
般
者
の
優
位
の
考
え

が
支
配
し
、
釈
尊
出
で
ず
と
も
佛
教
の
真
理

は
存
す
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
格
の
上

に
非
人
格
的
な
原
理
が
支
配
す
る
の
で
あ
る
。

永
遠
の
佛
法
を
悟
れ
る
も
の
は
誰
人
を
問
わ

ず
佛
陀
で
あ
り
、
佛
陀
は
独
り
釈
尊
の
み
で

な
い
。
こ
こ
に
佛
教
の
理
知
的
宗
教
と
し
て

の
特
色
を
見
る
。
但
し
、
大
乗
化
運
動
に
つ

れ
て
、
婆
羅
門
教
的
環
境
の
影
響
を
受
け
、

釈
尊
の
人
格
を
信
仰
の
焦
点
と
し
、
超
人
格

的
色
彩
を
与
え
、
救
世
主
、
永
遠
の
生
命
を

有
す
る
人
格
と
し

そ
れ
に
対
す
る
献
身
的
信
仰
（
バ
ク
テ
イ
）

が
説
か
れ
、
原
始
仏
教
の
智
尊
重
に
対
し
大

乗
で
は
信
の
強
調
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

尚
、
佛
教
は
都
市
に
成
立
し
、
刹
帝
利
階

級
よ
り
出
で
、
婆
羅
門
教
の
如
く
専
業
を
認

め
ず
、
階
級
（
カ
ス
ト
）
を
超
越
し
て
一
般

的
な
人
間
性
の
立
場
に
立
ち
、
又
、
ブ
ェ
ー

ダ
の
権
威
を
重
ん
ぜ
ず
（
但
し
佛
教
も
後
来

民
衆
に
喰
ひ
入
る
た
め
に
ブ
ェ
ー
ダ
の
神
話

に
結
合
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
）
理
性
の
宗

教
と
し
て
の
面
目
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

然
し
佛
教
は
終
に
、
自
ら
の
合
理
主
義
と

ブ
ェ
ー
ダ
の
権
威
を
重
ん
ぜ
ざ
る
た
め
と
、

現
実
主
義
的
な
性
格
の
た
め
と
印
度
教
へ
の

溶
解
、
異
教
の
圧
迫
等
と
に
よ
っ
て
、
印
度

か
ら
は
十
三
世
紀
に
は
影
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
ビ
ル
マ
と
セ
イ
ロ
ン
島
に
そ
の
余
喘
を

残
す
他
、
日
本
と
支
那
と
に
於
い
て
大
乗
佛

教
の
独
自
の
発
展
あ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

次
に
老
那
教
を
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本

署
に
関
係
な
き
を
以
て
之
を
省
略
し
一
神
教

的
宗
教
運
動
の
代
表
と
し
て
の｢

バ
ガ
バ
ッ
ド

教
（
ブ
ィ
レ
ヌ
教
）｣

の
聖
典｢

ギ
ー
タ
ー｣

を

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

佛
教
や
し
那
教
と
異
な
り
、
唯
一
最
高
の

神
の
存
在
を
認
め
、
か
か
る
神
へ
の
献
身
的

信
仰
・
絶
対
帰
依
に
よ
っ
て
、
神
か
ら
恩
寵

的
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
宗
教
が
、

そ
れ
ら
と
時
を
同
じ
く
し
て
起
こ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が｢

バ
ガ
ブ
ッ
ド

教｣
と｢

シ
ブ
教｣

な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

前
者
の
み
見
る
。
佛
教
、
し
那
教
発
生
と
同

じ
頃
、
西
印
度
の
マ
ト
ウ
ラ
ー
地
方
に
起
こ

っ
た
。｢

ブ
ェ
ー
ダ｣

や
供
薦
祭
を
全
然
排
斥

し
な
か
っ
た
が
、
重
き
を
お
か
ず
、
佛
・
し

那
両
教
に
比
し
や
や
保
守
的
で
あ
り
、
謂
わ

ば
、
佛
、
し
那
と
婆
羅
門
と
の
中
間
を
行
く

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
宗
教
思
想
は
、｢

マ
ハ

ー
バ
ー
ラ
ー
タ｣

中
の
ク
リ
シ
ナ
崇
拝
と
結
び

付
い
て
ク
リ
シ
ナ
を
最
高
神
と
す
る
信
仰
を

生
じ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
信
仰
を
鼓
吹
す
る

た
め
に
著
は
さ
れ
た
も
の
が
、｢

バ
ガ
ブ
ッ
ド

・
ギ
ー
タ
ー｣

で
あ
り
、
今
日
最
も
広
く
印
度

で
読
ま
れ
、
印
度
青
年
の
聖
典
と
な
っ
て
い

る
。

｢

バ
ガ
ブ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー｣

と
は
吉
祥
な

る
神
に
対
す
る
歌
○
又
は
神
々
に
よ
る
ケ
ツ

○
と
云
う
意
味
で
あ
る
。
西
紀
前
五
世
紀
及

び
二
、
三
世
紀
の
成
立
と
看
倣
さ
れ
て
一
。

現
に
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
ー
タ
第
六
篇
第
二
五
―

四
二
章
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
根
本
思
想
は
、
苦
行
と
宗
教
の
必
須

的
条
件
と
せ
ず
、
人
格
的
最
高
神
ク
リ
シ
ナ
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一
八
頁

（
ブ
ィ
シ
ヌ
の
化
身
）
に
対
す
る
絶
対
帰
依

（
信
愛
）
の
信
仰
の
も
と
、
倫
理
的
実
践
と

し
て
三
種
の
道
即
ち
智
慧
道
、
所
作
道
、
信

愛
道
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
実
践
は
四
姓
、
男

女
の
別
な
く
果
さ
れ
る
時
、
恙
く
最
高
人
格

神
ク
リ
シ
ナ
の
恩
寵
に
預
か
る
と
な
す
の
で

あ
る
。
智
慧
道
と
は
哲
学
的
理
論
の
部
門
で

あ
り
、
所
作
道
と
ゆ
伽
の
実
修
、
法
典
規
定

の
所
作
を
営
む
部
門
で
あ
り
、
信
愛
道
と
は

敬
虔
な
信
仰
に
よ
っ
て
最
高
人
格
神
の
恩
寵

を
受
け
る
部
門
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
信
愛

が
最
も
強
調
さ
れ
、
所
作
道
は
祭
式
供
犠
に

よ
る
も
の
で
な
く
、
自
ら
の
義
務
に
専
念
し
、

功
利
心
を
去
っ
て
す
べ
て
を
神
に
捧
ぐ
べ
き

で
（
本
書
中
に
無
私
無
欲
に
仕
事
を
な
せ
と

の
ギ
ー
タ
ー
の
教
え
と
あ
る
は
此
処
を
云
う
。

ギ
ー
タ
ー
の
言
葉
と
し
て｢

人
は
み
な
お
の
も

お
の
も
に
行
業
（
ナ
リ
ハ
イ
）
に
専
心
し
て

ぞ
成
満
を
得
る
。｣

が
あ
る
。
）
あ
っ
て
、
智

慧
道
単
に
哲
学
的
思
辨
に
よ
る
の
で
な
く
、

ど
こ
迄
も
信
愛
に
基
づ
く
正
し
き
知
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
宗
教
思
想
は
伝
統
的
婆
羅
門
の
理
念

と
は
異
な
り
、
ブ
ェ
ー
ダ
正
系
の
発
達
に
属

し
な
い
の
で
あ
る
が
、
婆
羅
門
に
よ
っ
て
採

用
さ
れ
、
印
度
思
想
界
の
表
面
に
出
で
、
汎

印
度
的
信
仰
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の

反
面
婆
羅
門
教
は
自
己
の
変
容
を
免
れ
ず
、

祭
祀
万
能
の
信
仰
は
次
第
に
裏
面
に
隠
れ
る

様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。｢

マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
ー

タ｣

以
後
新
思
想
、
新
宗
教
を
包
含
し
変
容
し
、

ブ
ラ
フ
マ
ン
、
ブ
ィ
シ
ヌ
、
シ
バ
の
三
神
を

信
仰
の
中
心
と
せ
る
婆
羅
門
教
を
特
に
印
度

教
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
印
度
教
は
結
局
婆
羅

門
教
の
退
化
せ
る
も
の
で
あ
る
。

印
度
に
於
い
て
は
然
し
乍
ら
民
族
宗
教
た

る
婆
羅
門
教
は
ブ
ェ
ー
ダ
を
根
幹
と
し
て
滔

々
と
数
千
年
牢
固
た
る
支
配
力
を
持
ち
、
佛

教
す
ら
こ
れ
を
打
破
し
得
な
か
っ
た
。
ア
シ

ヨ
ー
カ
帝
以
後
一
時
全
印
を
風
靡
せ
る
佛
教

が
後
退
す
る
と
同
時
に
印
度
教
（
婆
羅
門

教
）
は
再
燃
し
、
婆
羅
門
階
級
の
至
上
、
姓

階
の
法
の
厳
守
と
根
本
信
條
と
し
、
信
仰
の

内
容
が
対
象
の
如
荷
は
問
題
と
し
な
い
。
十

二
―
十
四
世
紀
に
か
け
て
宗
派
は
興
隆
を
極

め
、
回
教
の
影
響
を
受
け
十
六
世
紀
半
か
ら

下
火
、
十
八
世
紀
初
頭
よ
り
凋
落
し
、
宗
教

的
タ
ブ
ー
の
観
念
、
地
獄
、
輪
廻
観
等
抜
く

べ
く
も
な
く
、
こ
れ
が
禁
絶
改
革
運
動
多
く

起
こ
り
、
タ
ゴ
ー
ル
の
父
は
そ
の
一
つ
ブ
ラ

フ
マ
ー
・
サ
マ
ー
ジ
の
代
表
者
と
し
て
根
本

印
度
教
は
純
粋
精
神
的
の
一
神
教
に
在
り
と

し
、
ブ
ェ
ー
ダ
の
権
威
を
説
き
、
ウ
パ
ニ
シ

ャ
ッ
ド
に
心
酔
し
た
の
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル

も
亦
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
居
る
こ
と
は
、

本
書
の
叙
述
か
ら
読
書
も
察
せ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
何
か
し
ら
、
中
世
以
降
回
教
徒
等
の

侵
入
に
よ
り
乱
れ
た
る
印
度
に
於
い
て
文
化

と
綱
紀
と
を
維
持
し
来
れ
る
は
婆
羅
門
た
り

し
故
に
、
そ
の
教
説
は
印
度
民
衆
一
般
の
心

に
滲
透
し
、
今
日
全
印
度
民
衆
の
約
七
割
を

占
め
、
印
度
の
思
想
精
神
は
即
ち
婆
羅
門
が

代
表
せ
り
と
云
う
も
不
当
で
は
な
い
。

｢

訳
註

其
の
二｣

終
わ
り
。

×

×

×

×

×

本
稿
訳
註
作
成
に
当
た
り
て
は
、
云
う

迄
も
な
く
、

斯
道
諸
先
覚
の
御
研
鑽
の
結
果
に
負
う
所

多
大
で
あ
る
。
唯
々
一
々
引
用
註
記
を
省
略

せ
し
は
、
本
稿
の
性
質
上
寛
如
怨
を
乞
う
次

第
で
あ
る
。
左
に
参
考
せ
し
書
目
を
掲
げ
御

礼
申
上
ぐ
る
と
共
に
、
読
者
の
た
め
に
向
後
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一
九
頁

の
勉
学
上
何
等
か
の
参
考
と
な
れ
ば
幸
甚
で

あ
る
。（

著
者
名
に
よ
る

イ
ロ
ハ
順
）

井
原
眉
山
著

｢

印
度
教｣

大
東
出
版

社

池
田
澄
達
著

｢
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
ー
タ
と

ラ
マ
ー
ヤ
ナ｣

東
洋
思
想
叢
書

日
本
評

論
社

岩
波
書
店
殿

｢

哲
学
事
典｣
岩
波

ﾓ
ﾆー

ﾙ
･
ｳ
ｲ
ﾘ
ｱ
ﾑ
ｽ

著

｢

梵
英
辞
典｣

ｵ
ｯ
ｸ
ｽ
ﾎ

ﾄー゙和
辻
哲
郎
著

｢

原
始
仏
教
の
実
践
哲
学｣

岩
波

金
倉
圓
照
著

｢

印
度
古
代
精
神
史｣

岩
波

高
楠
・
木
村
共
著

｢

印
度
哲
学
宗
教
史｣

丙午出版社

高
楠
順
次
郎
訳

｢

聖
婆
伽
梵
歌｣

丙
午

出
版
社

高
楠
・
河
合
共
著

｢

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
よ

り
佛
教
ま
で

（H

・ｵ
ﾙ

ﾃ゙
ﾝ
ﾍ゙

ﾙ
ｸ゙

）｣

大
雄
閣

ﾗ
ｽ

・ﾋ゙
ﾊ
ﾘ
･
ﾎ゙ー

ｽ゙

、
高
田
雄
種
共
著

｢

印
度
神
話
・
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ｣

敏
傍
書
房

福
島
直
四
郎
著

｢

吠
陀
及
ブ
ラ
ー
フ
マ

ナ
の
思
想｣

岩
波
・
東
洋

思
潮

福
島
直
四
郎
著
（
辻
と
改
姓
）｢

ウ
パ
ニ

シ
ャ
ド｣

ﾗ

ｼ゙
ｵ

新
書
七
五

高
山
岩
男
著

｢

文
化
類
型
学｣

弘
文
堂

佐
保
田
鶴
治
著

｢

印
度
古
代
史｣

弘
文
堂
佐
保
田
鶴
治
著

｢

ラ
パ
ニ
シ

ャ
ド｣

弘
文
堂

木
村
泰
賢
著

｢

印
度
思
想
史｣

大

東
出
版
社
木
村
泰
賢
著

｢

原
始
佛
教
思

想
論｣

丙
午
出
版
社
木
村
日
紀
著

｢

印

度
現
代
思
潮｣

岩
波
・
東
洋
思
潮
宇
井
伯

壽
著

｢

印
度
哲
学
史｣

岩
波
版
と
日
本

評

論
社
版

×

×

×

×

訳
者
略
歴

大
正
二
年

千
葉
県
に
生
ま
れ
る
。

大
阪
府
立
高
津
中
学
校
、
大
阪
高
等
学
校

文
科
甲
類
を

経
て
昭
和
十
二
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部

法
律
科
卒
業

直
ち
に
東
洋
紡
績
株
式
会
社

へ
入
社
今
日
に
至
る
。

（
追
記

昭
和
二
二
年
五
月

入
隊
後
帰

宅
死
去

享

年
三
六
歳
）

―

了

―

平
成
二
六
年
十
月
三
日

完
写

鈴
木
勲
訳

手
書
き
原
稿
、
ソ
フ
ト
一
太

郎
に
て
写
。

U
SB

メ
モ
リ
ー
保
存.

パ
ソ
コ
ンﾌ゚

ﾘ
ﾝ
ﾀー

印
刷
者
。

昭
和
十
六
年

大
阪
府
に
生
ま
れ
る

鈴
木
俊
藏

（
訳
者
・

勲

長
男
七
三
歳
。
）

プロローグ



一
二
〇
頁

父
死
去
後
、
今
日
ま
で
、
訳
書
は
常
に
、

そ
ば
に
置
い
て
居
り
ま
し
た
が
、
な
か
な
か

に
紐
解
け
ず､
漸
く
、
齢
重
ね
書
の
内
容
を
知

り
た
い
と
思
い
が
強
く
な
る
と
共
に
、
且
つ

自
身
存
命
中
、
若
く
し
て
冥
府
に
旅
立
つ
を

得
な
か
っ
た
父
の
最
後
の
心
境
を
知
り
た
く､

全
稿
パ
ソ
コ
ン
入
力
に
挑
戦
し
ま
し
た
が
、

当
時
は､

文
語
体
で
且
つ
旧
漢
字
、
字
数
も
多

く､

且
つ
父
は
東
大､

文
科
系
法
律
科
の
出
身

で
、
私
に
は､

判
読
出
来
ぬ
語
句
も
多
く
、
且

つ
英
・
独
等
の
表
示
ス
ペ
ル
等
写
文
中
誤
記
、

誤
字
多
く
あ
り
ま
す
が
、
読
む
に
は
堪
え
る

も
の
に
出
来
た
こ
と
に
は
、
不
肖
の
息
子
と

し
て
感
無
量
で
あ
り
ま
す
。
ご
関
係
の
方
々

に
は
、
父
が
何
を
悟
っ
て
い
た
の
か
ご
存
じ

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、､

私
に
は､

何
も
残
し

て
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
此
の
書
の
中

に､

私
自
身
は､

こ
れ
か
ら
も
答
え
を
求
め
て

い
く
事
に
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

父
の
生
前
に､

並
々
な
ら
ぬ
ご
支
援
頂
き
ま

し
た
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
若

し
、
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
な
ら
、
冥
府
の

父
の
歓
び
は
如
何
ば
か
り
な
る
か
と､

思
う
次

第
で
す
。

平
成
二
六
年
十
月
三
日

鈴
木

俊
藏

訳
者
の
父
に
捧
ぐ
」
と
あ
る
父
は,

鈴
木
周
作
。

.

明
治
、
海
軍
造
船
大
監
工
学
博
士
櫻
井
省
三
氏
渡
米
時
入

手
さ
れ
た
、
ペ
ル
リ
提
督
の
報
告
書
日
本
遠
征
記
三
卷
を

数
年
後
拝
文
し
て
抄
訳
を
願
い
快
諾
を
得
て
同
四
五
年
ペ

ル
リ
提
督
日
本
遠
征
記
（
文
学
士
鈴
木
周
作
訳
）
神
田
大

同
館
よ
り
発
刊
＼
大
正
三
年
三
版
を
遺
品
の
中
に
見
出
し,

祖
父
の
存
在
を
し
る
事
と
な
り
ま
し
た
。

追
拝

父
は
，
第2

次
太
平
洋
戦
争
に
，
内
地
召
集
さ
れ
，
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
，
重
砲
部
隊
に
配
属
さ
れ
，
肋
膜

(

肺
結
核
）
を
煩
い
帰
宅
、
昭
和18

年
東
京
か
ら
妻
の
故

郷
近
く
海
辺
に
転
地
療
養
、
私
＼
妹
二
人
を
授
か
り
ま
し

た
。
然
し
乍
ら
、
戦
時
中
の
こ
と
，
結
核
の
薬
を
入
手
で

き
ず
，
子
供
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
も
出
来
ず
，
個
室
に
に
隔

離
状
態
で
過
ご
し
，
昭
和22

年5

月
に
，

歳
で
甲
斐
無

36

く
死
去
い
た
し
ま
し
た
。
私
の
母
の
献
身
的
な
介
護
も
か

な
わ
ず
，
無
念
な
事
と
思
い
ま
す
が
，
私
、
早
産
で
，
あ

る
種
の
発
達
障
害
児
に
で
，
当
時
の
記
憶
全
く
な
く
，
父

の
顔
、
姿
声
な
ど
、
何
も
覚
え
あ
り
ま
せ
ん
。.

父
の
遺
品

に
色
々
な
専
門
書
が
蜜
柑
箱
に
何
箱
も
有
り
、
東
京
の
書

店
が
，
買
い
に
来
た
と
母
が
話
し
て
い
た
こ
と
が
有
り
ま

し
た.
又
佛
教
＼
基
督
教
、
そ
の
他
諸
々
の
宗
教
関
係
の
本

も
，
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
，
死
後
、
度
々
の
引
っ
越
し
の

中
で
，
遂
に
今
手
元
に
あ
り
ま
す
の
は
、
鈴
木
三
重
吉
全

集
と
祖
父
周
作
著
と
遺
稿
だ
け
と
な
り
ま
し
た
。.

母
も
私

へ
の
期
待
は
出
来
ず
，
「
父
に
よ
く
叱
ら
れ
た
，
立
派
な

人
だ
っ
た
」
と
し
か
語
り
ま
せ
ん
で
し
た
。.

そ
の
母
も17

回
忌
過
ぎ
と
な
り
、
父
の
こ
と
知
る
す
べ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

父
の
，
遺
稿
、
製
本
す
る
力
は,
私
に
は
、
あ
り
ま
せ
ん

が
，
若
し
，
印
度
文
学
を
，
勉
強
さ
れ
る
若
い
方
々
に
，

此
の
訳
が
，
役
立
つ
こ
と
が
有
り
ま
し
た
ら
，
ご
紹
介
頂

き
，
使
っ
て
頂
け
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
す
。
私
も
，
今
年

78

歳
と
な
り
，
断
捨
離
を
す
る
年
齢
と
な
り
ま
し
た
。.

手

元
に
置
い
て
お
い
て
も
，
今
後
こ
れ
を
役
立
て
る
す
べ
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
，
廃
棄
処
分
と
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
，
父
が
何
を
悟
り
、
此
の
書
を
選
ん
で
訳
し
た

か
，
深
淵
の
思
い
を
ゴ
ミ
箱
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
と
な
り
、

如
何
に
，
不
肖
の
息
子
と
し
て
も
忍
び
得
ま
せ
ん
。
タ
ゴ

ー
ル
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
引
き
ま
し
た
ら
，
貴
交
流
会

が
目
に
止
ま
り
ま
し
た
。
大
海
の
中
に
小
舟
を
見
付
け
た

思
い
で
す
。
お
手
元
に
，
お
届
け
い
た
し
ま
す
が
，
そ
の

後
の
処
置
は
，
総
て
，
そ
ち
ら
に
、
お
任
せ
い
た
し
ま
す
。

ど
の
様
な
、
形
で
有
り
ま
し
て
も
，
苦
情
な
ど
，
申
し
あ

げ
ま
せ
ん
。
父
の
思
い
を
，
く
み
取
っ
て
頂
け
れ
ば
と
，

た
だ
，
そ
れ
だ
け
を
，
望
む
次
第
で
す
。

2,019

年1

月
吉
日

鈴
木
俊
藏
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