
淀 

の 

倫 

理

稲 

葉 

秀 

賢

一

教
団
は
信
仰
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
教
団
は
世
俗
団
体
で
な
い
ば
か
り
か
、
却
て
世
俗
と
断
絶
す
る
こ
と
に
於
い
て
、
 

教
団
の
純
粋
性
が
保
持
せ
ら
れ
る
。
仏
教
々
団
が
出
世
間
的
団
体
と
し
て
、
如
何
な
る
世
俗
的
権
威
に
も
屈
服
し
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然 

で
あ
り
、
現
に
南
方
仏
教
の
寺
院
に
於
い
て
は
、
た
と
え
宰
相
国
王
と
雖
も
脱
靴
し
な
け
れ
ば
出
入
が
許
さ
れ
な
い
の
も
、
こ
の
事
実
を 

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
逆
に
若
し
教
団
が
世
俗
的
権
力
と
結
び
つ
い
て
、
利
用
し
利
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
に
陥
る
と
き
、
 

教
団
は
堕
落
し
遂
に
は
自
壊
の
方
向
を
辿
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
々
団
の
歴
史
は
常
に
こ
の
事
実
を
教
え
て
い
る
。
殊
に
政
治 

的
権
力
の
介
入
は
、
最
も
強
く
教
団
の
純
粋
性
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
教
団
は
常
に
信
仰
に
還
る
と
い
う
自
覚
を
失
っ
て 

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
宛
も
宗
教
と
倫
理
と
の
関
係
に
相
似
て
い
る
。
宗
教
と
倫
理
と
の
間
に
は
絶
対
的
な
断
絶
が
あ
っ
て
、
如
何
な
る
意
味
で 

も
倫
理
が
介
入
し
た
と
き
、
そ
の
宗
教
の
純
粋
性
は
傷
つ
け
ら
れ
る
。

『
歎
異
鈔
』
に

「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
へ
は
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
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生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゅ 

へ
に
、
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
へ
に
」

「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
い
は
ん
や
悪
人
を
や
乃
至
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ 

か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
も
と
も 

往
生
の
正
因
な
り
、
よ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」 

等
と
云
え
る
言
葉
は
、
宗
教
と
倫
理
と
の
断
絶
を
最
も
鮮
か
に
画
き
出
し
た
断
言
で
あ
る
。
即
ち
倫
理
が
善
悪
と
い
う
相
対
的
な
価
値
批 

判
の
上
に
成
立
す
る
世
界
で
あ
る
に
対
し
、
宗
教
は
純
粋
に
は
善
悪
と
い
う
相
対
性
を
超
え
て
、
十
方
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
ざ
る
絶
対 

的
慈
悲
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
如
何
に
し
て
も
超
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
断
絶
が
あ
る
。

か
く
の
如
く
教
団
と
世
俗
社
会
、
宗
教
と
倫
理
に
は
超
え
ら
れ
ぬ
断
絶
が
あ
る
と
共
に
、
ま
た
教
団
が
世
俗
と
交
り
、
倫
理
が
宗
教
と 

結
び
つ
く
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
教
団
は
世
俗
を
超
え
る
面
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
し
か
も
社
会 

的
世
俗
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
出
家
生
活
は
社
会
生
活
を
超
え
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
お 

常
に
社
会
生
活
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
も
、
ト
ラ
ピ
ス
ト
派
の
修
道
院
は
 ゝ

修
道
士
に
し
て
も
修
道
女
に
し
て
も
、
純
粋
な
神
の
下
僕
と
し
て
世
俗
と
断
絶
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
修
道
院
が
社 

会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
か
つ
て
私
は
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
修
道
院
を
訪
ね
た
こ 

と
が
あ
る
。
そ
の
時
の
案
内
者
の
説
明
に
依
る
と
、
修
道
士
、
或
は
修
道
女
が
修
道
院
に
入
る
ま
で
に
は
、
そ
の
信
仰
の
深
さ
が
幾
度
も 

た
め
さ
れ
て
後
、
始
め
て
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
入
っ
て
か
ら
は
全
く
世
俗
社
会
と
絶
縁
し
た
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ 

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
農
園
が
あ
り
、
ま
た
種
々
の
生
産
設
備
も
、あ
っ
て
、
殆
ん
ど
自
給
自
足
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
修
道
院
の
参
観
者
の
為
に
、
そ
の
構
内
の
一
部
で
は
そ
の
生
産
品
や
作
品
が
売
却
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
 

修
道
士
修
道
女
は
世
俗
と
断
絶
し
て
い
て
も
、
修
道
院
は
何
ら
か
の
形
で
社
会
と
交
る
こ
と
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
関
係
は
宗
教
と
倫
理
の
場
合
に
も
云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
存
在
は
常
に
我
と
汝
と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か 

ら
、
我
々
は
我
と
汝
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
倫
理
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
の
存
在
す
る
現
実
が 

そ
の
ま
ま
倫
理
的
現
実
で
あ
り
、
人
間
存
在
が
そ
の
ま
ま
倫
理
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
倫
理
的
存
在
と
し
て
我
々
が
、
そ
の
倫
理 

を
超
え
て
身
証
す
る
も
の
が
宗
教
的
信
仰
で
あ
り
、
そ
こ
に
倫
理
が
そ
の
ま
ま
介
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
こ 

と
に
宗
教
的
世
界
で
は
「
善
も
ほ
し
か
ら
ず
」

「
悪
も
お
そ
れ
な
し
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
も
我
々
が
倫
理
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は 

如
何
に
し
て
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
若
し
そ
れ
が
単
な
る
倫
理
の
否
定
で
、あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
自 

ら
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
教
団
は
世
俗
社
会
に
対
し
て
、
常
に
二
の
面
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
ー
は
教
団
が
信
仰
を
代
表
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
 

世
俗
を
超
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
教
団
が
信
仰
の
本
来
性
を
常
に
回
復
す
る
為
に
復
古
運
動
と
し
て
、
提
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。 

原
始
教
団
に
あ
っ
て
随
犯
随
制
と
し
て
の
戒
律
が
成
立
し
た
こ
と
、
又
釈
尊
が
わ
が
亡
き
あ
と
、
波
羅
提
木
叉
を
光
と
せ
よ
と
云
わ
れ
た 

こ
と
は
、
こ
う
し
た
信
仰
の
純
粋
性
を
保
持
す
る
為
の
必
然
的
な
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
教
団
が
信
仰
に
復
る
運
動
、
即
ち
純
一
な 

復
古
運
動
と
し
て
提
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
の
持
つ
第
一
義
で
あ
る
。

然
る
に
教
団
は
ま
た
、
そ
れ
自
ら
社
会
的
世
俗
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ば
か
り
か
、
自
ら
が
代
表
す
る
信
仰
を 

世
俗
に
媒
介
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
教
団
の
存
在
意
義
が
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
世
俗
社
会
と
の
関
係
に
於
い
て
、
世
俗
社 

会
の
成
立
基
盤
で
あ
る
倫
理
と
の
調
和
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
世
俗
社
会
の
倫
理
と
の
調
和
が
な
け
れ
ば
、
如
何
に
信
仰
が
純 

粋
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
世
俗
に
媒
介
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
世
俗
社
会
と
の
調
和
の
為
に
、
教
団
は
や
は
り
提
を 

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
提
は
世
俗
社
会
の
倫
理
に
包
ま
れ
る
と
い
っ
た
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
教
団
が
成
立
す
る
と
き
、
必
然
的
に
徒.
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
な
る
社
会
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
人
間
に
よ
っ
て
形
成 

さ
れ
る
場
合
、
必
ず
提
を
生
ず
る
が
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
教
団
の
提
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
提
が
宗
教
的
立
場
で
、
信
仰
の
本
来
の
姿
に
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還
る
た
め
の
規
範
で
あ
る
場
合
に
は
、
信
仰
が
提
を
包
ん
で
い
る
。
提
は
常
に
信
仰
の
中
で
成
立
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味 

で
は
提
と
は
云
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
具
体
的
に
は
、
や
は
り
症
の
形
を
以
て
表
現
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
殊

に

「
善
も
ほ
し
か 

ら
ず
」

「
悪
も
お
そ
れ
な
し
」
と
い
う
如
き
倫
理
と
の
絶
対
的
断
絶
を
強
張
す
る
立
場
で
は
、
信
仰
の
持
つ
提
は
、

「
弥
陀
の
誓
願
不
思 

議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
乃
至
、
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
の
お
こ
る
」
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
の
み
で
、
わ
れ
わ
れ
の
行 

動
を
規
定
す
る
如
き
提
は
存
在
し
な
い
。
後
に
問
題
に
す
る
蓮
如
上
人
の
多
く
の
捷
の
御
文
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
一
条
に
必
ず
他
力
の
安 

心
を
決
定
す
べ
き
こ
と
と
い
う
一
条
が
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
こ
の
一
条
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
安
心
起
行
の
関
係
に
於
い 

て
、
幾
多
の
提
が
流
れ
出
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
明
か
に
信
仰
が
倫
理
即
ち
捷
を
包
む
の
で
あ
る
。

然
る
に
教
団
が
信
仰
を
代
表
し
つ
つ
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ぬ
立
場
に
あ
っ
て
は
、
社
会
の
持
つ
提
が
教
団
の
信
仰
を
包
む 

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
教
団
が
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
信
仰
が
そ
の
社
会
に
媒
介
せ
ら
れ
る
契
機
は
見
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
提
が
信 

仰
を
包
む
と
い
う
立
場
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
蓮

師
が

「
王
法
は
額
に
あ
て
よ
」
と
云
い
、

「
世
間
通
途
の
義
に
順
じ
て
」
と
教
え
た 

こ
と
は
、
こ
の
間
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
場
合
匸
も
、
信
仰
は
世
俗
の
提
と
妥
協
す
る
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
は 

社
会
的
な
提
を
批
判
し
、
批
判
す
る
こ
と
に
於
い
て
世
俗
社
会
と
交
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
捷
の
中
に
信
仰
が
包
ま
れ 

る
と
い
っ
て
も
、
無
批
判
に
で
は
な
く
て
、
信
仰
と
矛
盾
せ
ぬ
限
り
に
於
い
て
包
ま
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
物
忌
と
い
う
こ
と
に 

就
い
て
、
念
仏
者
は
物
忌
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
教
え
な
が
ら
、
公
方
等
の
社
会
的
慣
習
に
対
し
て
は
そ
れ
に
従
え
と
教
え
て
い
る
が
如
く 

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
提
が
信
仰
を
包
む
の
で
あ
っ
て
、
提
は
教
団
の
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
又
世
俗
に
属
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ 

こ
に
信
仰
と
捷
と
は
、
互
に
包
み
包
ま
れ
る
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
面
を
特
に
蓮
師 

の
御
文
の
上
で
明
か
に
し
た
い
と
思
う
。
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二

教
団
が
信
仰
を
代
表
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
他
力
の
安
心
を
決
定
す
る
こ
と
が
、
教
団
人
に
課
せ
ら
れ
た
第
一
義
で
あ
る
こ
と
は
云
う 

ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
『
御
一
代
記
聞
書
』(

七
六
条)

に

「
聖
人
の
御
一
流
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
提
な
り
、
さ
れ
ば
御
文
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
仰
ら
れ
け
る
や
う
は
と
あ
そ
ば
さ
れ
候
」

と
云
い
、
そ
れ
は
『
御
文
』(

四
の
九)

に

「
こ
の
ゆ
へ
に
阿
弥
陀
如
来
の
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
や
う
は
、
末
代
の
凡
夫
罪
業
の
わ
れ
ら
た
ら
ん
も
の
、

つ
み
は
い
か
ほ
ど
ふ
か
く
と 

も
わ
れ
を
一
心
に
た
の
ま
ん
衆
生
を
ば
か
な
ら
ず
す
く
う
べ
し
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
、
か
か
る
時
は
い
よ
い
よ
阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く
た
の 

み
ま
い
ら
せ
て
極
楽
に
往
生
す
べ
し
と
お
も
ひ
と
り
て
、

一
向
一
心
に
弥
陀
を
た
ふ
と
き
こ
と
と
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
つ
ゆ
ち
り
ほ
ど
も
も 

つ
ま
じ
き
こ
と
な
り
」

と
あ
る
の
を
指
し
て
、
御
一
流
は
弥
陀
の
御
提
の
ほ
か
は
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
に
は
捷
と
い
う 

文
字
が
用
い
て
あ
っ
て
も
、
直
ち
に
提
の
御
文
と
い
う
場
合
の
提
と
意
味
内
容
が
同
じ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
然
も
捷
と
い 

う
文
字
を
敢
え
て
用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
他
力
の
安
心
以
外
に
真
宗
の
¢5
は
な
く
、
従
っ
て
所
謂
提
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
他
力
の
安 

心
を
決
定
す
る
こ
と
の
な
か
に
自
然
に
含
ま
れ
、
信
仰
が
倫
理
を
包
む
と
い
う
教
団
の
絶
対
的
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は 

改
悔
文
に

「
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
雑
修
自
力
の
心
を
ふ
り
捨
て
て
、

一
心
に
阿
弥
陀
如
来
わ
れ
ら
が
今
度
の
一
大
事
の
後
生
、
御
た
す
け
候
へ
と
た 

の
み
申
し
て
候
ヽ
た
の
む
一
念
の
と
き
往
生
一
定
御
た
す
け
治
定
と
ぞ
ん
じ
、
此
上
の
称
名
は
御
恩
報
謝
と
よ
ろ
こ
び
申
候
。
此
御
こ
と 

は
り
聴
聞
申
わ
け
候
こ
と
、
御
開
山
聖
人
御
出
世
の
御
恩
、
次
第
相
承
の
善
知
識
の
あ
さ
か
ら
ざ
る
御
勧
化
の
御
恩
と
、
有
難
く
ぞ
ん
じ 

候
、
此
上
は
定
め
お
か
せ
ら
る
る
御
捷-

期
を
か
ぎ
り
ま
も
り
ま
を
す
べ
く
候
」
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と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
安
心
、
報
謝
、
師
徳
を
凡
て
法
度
で
承
け
て
、

「
定
め
お
か
せ
ら
る
る
御
提
」
と
云
っ
て
い
る
。
特
に 

こ
こ
に
6!
を
御
提
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
如
来
の
提
で
あ
り
、
こ
の
提
の
中
に
、
即
ち
信
仰
の
中
に
凡
ゆ
る
倫
理
が
凡
て 

包
ま
れ
る
こ
と
を
示
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
『
御
文
』
の
上
で
み
る
な
ら
ば
、(

二
の
一
〇)

に

「
あ
ら
た
ふ
と
の
弥
陀
の
本
願
や
、
あ
ら
た
ふ
と
の
他
力
の
信
心
や
、
さ
ら
に
往
生
に
を
い
て
そ
の
う
た
が
ひ
な
し
、
し
か
る
に
こ
の 

う
へ 

に
を
い
て
な
を
身
の
ふ
る
ま
ひ
に 

つ
い
て
こ
の
む
ね
を
よ
く
こ
こ
ろ
う
べ
き
み
ち
あ
り
」

と
い
っ
て
、
諸
神
諸
仏
を
か
ろ
し
む
な
、
国
に
あ
ら
ば
守
護
地
頭
を
蹄
略
す
る
な
、
い
よ
い
よ
公
事
を
全
く
せ
よ
な
ど
の
提
を
挙
げ
、
そ 

れ
を
承
け
て
、

「
か
く
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
え
た
る
人
を
さ
し
て
、
信
心
発
得
し
て
後
生
を
ね
が
う
念
仏
行
者
の
ふ
る
ま
ひ
の
本
と
ぞ
い
ふ
べ
し
、
こ
れ 

す
な
は
ち
仏
法
王
法
を
む
ね
と
ま
も
れ
る
人
と
な
づ
く
べ
き
も
の
な
り
」

と
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
凡
ゆ
る
提
の
実
践
を
他
力
の
信
心
獲
得
に
帰
せ
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
明
か
に
信
仰
が
倫
理
を
包
む
こ
と
を
し
め 

す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
倫
理
は
常
に
「
汝
な
す
べ
し
」
と
当
為
的
無
上
命
法
と
し
て
実
践
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
の 

倫
理
は
如
来
の
無
上
命
法
と
し
て
、
自
然
に
流
出
す
る
の
で
あ
っ
て
、

「
自
然
の
こ
と
は
り
に
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
い
で
く
べ
し
」 

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
更

に

『
御
文
』(

三
の
一
三)

に
は
、

「
夫
当
流
門
徒
中
に
を
い
て
、
す
で
に
安
心
決
定
せ
し
め
た
ー,
つ
ん
人
の
身
の
う
へ
に
も
、
ま
た
未
決
定
の
人
の
安
心
を
と
ら
ん
と
お
も 

は
ん
人
も
こ
こ
ろ
う
べ
き
次
第
は
、
ま
づ
ほ
か
に
は
王
法
を
本
と
し
」

と
い
っ
て
提
を
示
し
、
そ
れ
を
結
ん
で

「
こ
の
こ
こ
ろ
え
の
と
を
り
を
も
て
、
す
な
は
ち
弥
陀
如
来
の
他
力
の
信
心
を
え
た
る
念
仏
行
者
の
す
が
た
と
は
い
ふ
べ
し
」 

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
か
に
「
念
仏
行
者
の
す
が
た
」
と
い
う
信
仰
の
中
に
¢6
の
倫
理
が
包
ま
れ
る
こ
と
を
鮮
か
に
示
し
た
も
の
で
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あ
る
。
そ
れ
故
に
『
御
一
代
記
聞
書
』
に

は(
第
一
五
七
条)

「
仏
法
を
あ
る
じ
と
し
世
間
を
客
人
と
せ
よ
と
い
へ
り
、
仏
法
の
う
へ
よ
り
世
間
の
こ
と
は
時
に
し
た
が
ひ
、
相
は
た
ら
く
べ
き
事
な 

り
と
云
こ

と
も
云
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
世
間
と
あ
る
の
は
、
世
間
の
倫
理
道
徳
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
仏
法
の
う
え
よ
り
相
は
た
ら
く
べ
き
で
あ
る
と 

し
て
、
仏
法
が
世
間
の
道
徳
を
包
み
き
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

三

然
る
に
提
と
し
て
定
め
ら
れ
た
具
体
的
な
条
々
は
直
接
的
に
は
信
仰
と
結
び
つ
か
ず
、
そ
れ
は
寧
ろ
倫
理
的
当
為
と
し
て
示
さ
れ
、
そ 

の
中
に
他
力
の
安
心
を
決
定
す
べ
き
こ
と
が
含
ま
れ
て
、
提
が
信
仰
を
包
む
と
い
う
関
係
に
於
い
て
、
捷

の

『
御
文
』
が
成
立
し
て
い
る 

如
く
に
見
え
る
。
即
ち
、

『
御
文
』
帖
内
の
中
に
あ
っ
て' 

最
も
多
く
の
捷
を
含
む
四
の
ハ(

ハ
ヶ
条)

を
見
る
と
、
 

そ
の
三
条
目
に 

「
こ
の
一
七
ヶ
日
報
恩
講
中
に
を
い
て
は
、

一
人
も
の
こ
ら
ず
信
心
未
定
の
と
も
が
ら
は
、
心
中
を
は
ば
か
ら
ず
改
悔
懺
悔
の
こ
こ
ろ 

を
を
こ
し
て
他
力
信
心
を
獲
得
す
べ
き
も
の
な
り
」

と
い
う
一
条
が
あ
る
ば
か
り
か
、
最
後
の
条
は

「
当
流
の
信
心
決
定
す
と
い
ふ
棘
は
す
な
は
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
す
が
た
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
な
り
」 

と
い
っ
て
、
安
心
の
正
意
を
縷
々
と
説
い
て
い
る
。

或
は
十
ケ
条
篇
目
の
御
文(
『
蓮
如
遗
文
』
七
九)

に
は
、
十
ヶ
条
の
第
四
条
に

「
当
流
の
安
心
の
を
も
む
き
を
く
は
し
く
存
知
せ
し
め
て
、
す
み
や
か
に
今
度
の
報
土
往
生
を
治
定
す
べ
き
事
」 

と
い
う
一
条
を
含
み
、
そ
の
十
ヶ
条
を
承
け
て
、

「
こ
の
十
ヶ
条
の
篇
目
を
も
て
、
自
今
已
後
に
を
い
て
は
、
か
た
く
こ
の
旨
を
ま
も
る
べ
き
な
り
」
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と
結
ん
で
い
る
の
は
、
明
か
に
提
が
信
仰
を
包
む
形
を
な
し
て
い
る
。
更

に

『
遺
文
』
(

三
八)

は
定
と
し
て
、

「
於
ー
真
宗
行
者
中-
可
二 

停
止
一
子
細
事
」
を
十
一
ケ
条
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
倫
理
的
規
制
の
意
を
強
く
も
っ
た
も
の
で
、
「
右
此
十
一
ヶ
条
、
於
レ
背-
一
 

此
制
法
之
儀-
者
堅
衆
中
可-
一
退
出-

者
也
、
仍
制
法
如
レ
件
」
と
い
っ
て
い
る
。
然
も
こ
う
し
た
制
法
の
中
に
あ
っ
て
、
「
於--
自
身
一
未-
一
安 

心
決
定
一
、聞
一
一
人
詞
一
信
心
法
門
讃
嘆
不
レ
可
レ
然
事
」
と
い
う
一
条
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
ハ
ヶ
条
の
場
合
の
如
く
、
 

他
力
の
安
心
を
治
定
す
べ
し
と
は
云
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
未
安
心
を
誡
め
て
い
る
こ
と
に
於
い
て
、
制
法
と
し
て
の
倫
理
の
中
に
、
 

信
仰
を
包
む
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

『
御
一
代
記
聞
書
』(

一
四
一
条)

に

「
王
法
は
額
に
あ
て
よ
、
仏
法
は
内
心
に
深
く
蓄
へ
よ
と
の
仰
に
候
、
仁
義
と
云
事
も
端
々
あ
る
べ
き
こ
と
な
る
よ
し
に
候
」 

と
あ
る
の
も
、
王
法
は
額
に
あ
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
内
心
の
仏
法
を
包
む
の
で
あ
っ
て
、
常
に
倫
理
が
信
仰
を
包
む
立
場
が
貫
か
れ
て 

い
る
。

殊
に
こ
の
点
に
就
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
提
を
説
く
御
文
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
仏
法
者
後
世
者
、
乃
至
は
当
流
の
念
仏
者
と
見
ゆ
る 

よ
う
に
振
舞
う
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
厳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
例
へ
ば
、

『
御
文
』

一
の
九
に
は
「
そ
れ
当
流
の
を
き
て
を
ま
も
る
と
い 

ふ
は
我
流
に
っ
た
ふ
る
と
こ
ろ
の
義
を
し
か
と
内
心
に
た
く
は
へ
て
、
外
相
に
そ
の
い
ろ
を
あ
ら
は
さ
ぬ
を
よ
く
物
に
こ
こ
ろ
え
た
る
人 

と
は
い
ふ
な
り
」
又
、

『
同
』
二
の
二
に
は
「
さ
れ
ば
聖
人
の
い
は
く
、
た
と
ひ
牛
盗
人
と
は
い
は
る
と
も
、
も
し
は
後
世
者
、
も
し
は 

善
人
、
も
し
は
仏
法
者
と
み
ゆ
る
や
う
に
ふ
る
ま
ふ
べ
か
ら
ず
と
こ
そ
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
」
或
は
三
の 

ニ
ニ
に
「
こ
と
に
ま
づ
王
法
を
も 

て
本
と
し
、
仁
義
を
さ
き
と
し
て
、
世
間
通
途
の
儀
に
順
じ
て
、
当
流
安
心
を
ば
内
心
に
ふ
か
く
た
く
は
へ
て
、
外
相
に
法
流
の
す
が
た 

を
他
宗
他
家
に
み
え
ぬ
よ
う
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し
」 

等
、
殆
ん
ど
の
捷
の
『
御
文
』
に
は
こ
の
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
。

蓋
し
か
く
の
如
き
制
誡
は
、
当
時
の
教
団
が
お
か
れ
て
い
た
社
会
的
条
件
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
出
て
こ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
あ 

っ
た
。
ま
こ
と
に
教
法
が
社
ム
占
的
に
広
く
行
は
れ
る
為
に
は
、
如
何
に
信
仰
が
絶
対
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
社
会
的
環
境
か
ら
生
れ
る
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制
約
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
社
会
的
倫
理
的
制
約
の
中
に
信
仰
が
包
ま
れ
る
と
い
う
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ 

て
、
こ
こ
に
仏
法
は
深
く
内
心
に
蓄
へ
よ
、
王
法
は
額
に
あ
て
よ
と
い
う
二
元
的
表
現
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
然
し
仏
法
と
王
法
は 

一
雙
の
法
と
し
て
二
元
的
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
両
者
の
関
係
は
決
し
て
二
元
的
で
な
く
、
却
っ
て
倫
理
が
信
仰
を
包 

む
と
共
に
、
ま
た
信
仰
が
倫
理
を
包
む
と
い
う
不
離
一
体
の
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宛
も
念
仏
為
本
と
信
心
為
本
が
二
元
的
で 

あ
る
如
く
に
見
え
つ
つ
、
却
っ
て
念
仏
為
本
で
な
け
れ
ば
信
心
為
本
で
な
く
、
信
心
為
本
で
な
い
念
仏
為
本
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
如
き 

不
離
一
体
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
教
と
倫
理
の
原
理
的
関
係
、
真
宗
に
於
け
る
倫
理
の
地
位
を
規
定
す
る
原
理
が
示
さ
れ
る
こ
と
と 

な
る
で
あ
ろ
う
。

四

一
般
に
宗
教
と
倫
理
と
の
間
に
絶
対
の
断
絶
が
あ
る
こ
と
は
常
に
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
倫
理
的
立
場
は
善
と
悪
、
 

当
為
と
存
在
と
の
対
立
の
上
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
悪
を
止
め
て
善
を
積
み
あ
げ
、
存
在
を
当
為
に
高
め
て
ゆ
く
無
窮
な
る 

徳
の
成
就
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
は
本
来
的
に
倫
理
的
存
在
で
あ
り
、
我
々
の
立
つ
現
実
が
ま
た
倫
理
的
で
あ
る
。
と
い
う 

の
は
人
間
は
単
な
る
個
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
汝
に
対
す
る
我
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
と
汝 

と
の
人
倫
的
関
係
が
正
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
人
倫
的
理
法
の
実
現
が
徳
の
成
就
で
あ
る
。
然
る
に
か
く 

の
如
き
徳
の
成
就
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
若
し
徳
の
実
現
と
し
て
人
倫
的
理
法
の
実
践
が
容
易
で
あ
る
な
ら
ば
、
存
在
を
当
為 

に
高
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
倫
理
的
自
覚
、
悪
を
止
め
て
善
を
積
み
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
道
徳
的
意
識
は
生
れ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

ま
こ
と
に
我
々
の
住
む
現
実
は
倫
理
的
現
実
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
倫
の
理
法
が
容
易
に
行
は
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
 

却
っ
て
徳
の
実
現
を
阻
む
根
本
的
障
礙
が
横
た
わ
り
、
そ
れ
を
突
破
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
倫
理
的
自
覚
、
道
徳
的
意
識
が
呼
び
さ
ま 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
倫
の
理
法
の
実
践
を
阻
む
根
本
的
障
礙
、
そ
れ
が
我
執
と
い
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
我
執
あ
る
が
故
に
、
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汝
の
立
場
を
忘
れ
、
た
だ
我
の
立
場
を
の
み
主
張
し
、
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
現
実
が
倫
理
的
現
実
と
い
は
れ
る
の
は
、
か
く
の 

如
き
利
己
的
な
私
心
を
捨
て
て
、
倫
理
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
道
徳
的
意
識
が
高
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ 

て
深
い
倫
理
的
自
覚
は
不
徳
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
逆
説
が
成
立
す
る
。
こ
の
不
徳
の
限
り
な
い
克
服
、
そ
こ
に
倫
理
的
自
覚
が
あ
る
。 

然
る
に
倫
理
的
価
値
の
完
成
と
し
て
の
至
上
善
が
若
し
成
立
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
倫
理
的
自
覚
は
も
は
や
存
在
し
得
な
い
。 

何
故
な
ら
倫
理
的
自
覚
は
不
徳
の
自
覚
で
あ
り
、
存
在
と
当
為
と
の
対
立
の
上
に
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
若
し
倫
理
を
か
く
の 

如
き
意
味
に
於
い
て
認
め
る
な
ら
ば
、
真
宗
の
信
仰
に
は
倫
理
は
存
在
し
な
い
し
、
倫
理
と
宗
教
と
の
間
に
は
超
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
溝 

渠
が
存
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
倫
理
と
宗
教
と
は
無
関
係
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
却
っ
て
超
え 

る
こ
と
の
で
き
ぬ
溝
渠
を
距
て
も
交
渉
し
あ
う
の
が
両
者
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

凡
そ
倫
理
と
宗
教
と
の
断
絶
を
宗
祖
ほ
ど
明
確
に
云
い
き
っ
た
人
は
な
い
。
そ
れ
が
最
も
端
的
に
表
現
さ
れ
た
の
は
歎
異
鈔
第
三
章
で 

あ
る
。
即
ち

「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
い
は
ん
や
悪
人
を
や
、
し
か
る
を
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な
を
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や 

善
人
を
や
と
、
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
、
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
、
そ
の
ゆ
へ
は
自
力
作
善
の
ひ
と
は
他 

力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
、
し
か
れ
ど
も
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
他
力
を
た
の
み
た
て
ま 

つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
、
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ 

は
れ
み
た
ま
ひ
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
も
と
も
往
生
の
正
因
な 

り
、
よ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」 

と
あ
っ
て
、
真
宗
に
於
け
る
倫
理
性
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
時
、
ま
ず
注
目
せ
ら
れ
る
の
が
こ
の
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
は
第
一
章 

に
、「

弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
、
そ
の
ゆ
へ
は
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
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生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
、
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゅ 

へ
に
、
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
へ
に
と
」 

と
共
に
、
倫
理
を
超
え
た
宗
教
的
世
界
を
最
も
鮮
か
に
開
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
悪
人
な
を
往
生
す
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」
と 

い
う
世
の
人
の
提
言
に
対
し
、

「
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
」
と
一
応
肯
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の 

立
つ
普
遍
的
な
倫
理
の
立
場
を
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、

「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と 

を
え
ら
ば
れ
ず
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
善
も
要
に
あ
ら
ず
」

「
悪
を
も
お
そ
れ
な
し
」
で
あ
り
、
も
は
や
倫
理
的
善
悪
に
繋
縛
せ
”つ 

れ
ぬ
絶
対
無
碍
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
開
示
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
宗
教
と
倫
理
と
の
絶
対
的
断
絶
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
然
し 

「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
悪
を
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
老
少
善
悪
が
救
済
の
条 

件
と
な
ら
ぬ
大
慈
悲
の
世
界
を
明
か
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
本
願
他
力
を
た
の
む
悪
人
は
悪
を
肯
定
し
許
し
て
い
る
悪
人
で
は
な 

く
て
、
却
っ
て
悪
を
救
済
の
障
礙
と
し
て
苦
し
み
抜
い
た
悪
人
で
あ
る
。
善
悪
に
縛
ら
れ
て
い
る
限
り
、

「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪 

を
え
ら
ば
れ
ず
」
と
い
う
明
信
仏
智
の
世
界
は
開
か
れ
て
来
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
は
、
悪
の
苦
悩
を
通
し
て
到
達
し 

た
大
慈
悲
の
世
界
で
始
め
て
云
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
倫
理
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
そ
の
背
面
に
倫
理
的
自
覚
が
渦
巻
い 

て
い
る
。
誠
に
倫
理
は
背
面
で
強
く
悪
人
正
機
の
本
願
を
支
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
な
い
と
真
宗
の
信
仰
は
、
悪
無
碍
の
邪
信
に
陥
る 

の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
 

い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
自
力
作
善
の
立
場
を
尽
し
て
、
そ
こ
に
成
立
す
る
宗
教
的
世
界
で 

あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
全
く
善
悪
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
か
く
の
如
き
善
悪
の
超
絶
を
支
え
て
い
る
の
は
、
却
っ
て

「
い 

ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
善
悪
へ
の
傷
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
傷
み
な
し
に
は
明
信
仏 

智
の
転
回
は
生
れ
て
こ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
信
仰
は
絶
対
的
溝
渠
を
距
て
つ
つ
、
大
き
く
倫
理
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
こ
こ 

に
信
仰
の
世
界
の
絶
対
性
が
あ
る
。
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然
る
に
人
間
存
在
は
、
個
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
汝
に
対
す
る
我
で
あ
る
こ
と
に
於
い
て
倫
理
的
存
在
で
あ
る
。
従 

っ
て
我
々
の
凡
ゆ
る
生
活
行
為
は
倫
理
的
規
定
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
我
々
の
凡
ゆ
る
生
活
行
為
は
、
常
に
人
倫
的
関 

係
、
普
遍
的
共
同
体
の
中
に
於
い
て
生
起
し
、
そ
れ
が
倫
理
的
現
実
の
内
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
我
々
の
生
活
行
為
は
個
人
意
識
か
ら 

は
起
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
行
為
が
個
別
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
個
人
意
識
か
ら
起
る
如
く
見
え
る
け
れ
ど
、
そ
の
個
人
意
識
や
行
動 

は
実
は
常
に
人
倫
的
現
実
か
ら
規
定
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
人
倫
の
理
法
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
凡
ゆ
る
生
活
行
為
が
人
倫
的
現 

実
に
規
定
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
相
応
し
て
起
る
の
で
あ
る
か
ら
、
凡
ゆ
る
生
活
行
為
が
倫
理
的
支
配
を
受
け
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。 

ま
た
生
活
行
為
は
共
同
関
係
的
で
あ
り
、
連
帯
的
で
あ
る
。
勿
論
個
別
的
な
行
動
と
し
て
は
単
独
に
行
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
如
何
な
る 

個
別
的
行
為
も
、
そ
れ
は
常
に
普
遍
的
共
同
関
係
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
如
何
な
る
生
活
行
為
も
こ
う
し
た
共
同
的
連
帯
に 

於
い
て
、
倫
理
的
批
判
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
人
が
如
何
な
る
宗
教
信
仰
を
持
つ
こ
と
も
自
由
で
あ
る
が
、
然
し
如
何
な 

る
信
仰
も
か
く
の
如
き
倫
理
規
定
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
我
々
が
如
何
な
る
信
仰
を
持
つ
場
合
に
も
、
我
々
が
倫
理
的 

社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
倫
理
は
ま
た
信
仰
を
包
む
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
然
し 

こ
の
場
合
に
、
信
仰
を
包
む
倫
理
は
、
単
な
る
倫
理
、
即
ち
信
仰
を
包
ま
ぬ
倫
理
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
捷
の 

倫
理
が
あ
る
。
提
の
倫
理
は
信
仰
を
包
む
こ
と
に
於
い
て
、
信
仰
の
理
法
を
人
倫
の
理
法
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
倫
理
は
人 

倫
の
理
法
と
し
て
、
無
上
法
的
権
威
を
以
て
、

「
汝
な
す
べ
し
」
と
命
令
す
る
の
で
あ
る
が
、
提
の
倫
理
は
信
仰
の
理
法
が
行
わ
れ
る
と 

こ
ろ
に
、
自
然
必
然
に
人
倫
の
理
法
が
具
る
こ
と
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
提
が
如
来
の
提
と
云
わ
れ
る
の
は
、

「
汝
為
す 

べ
し
」
と
い
う
無
上
命
法
が
、
人
倫
の
理
法
を
根
拠
と
す
る
の
で
な
し
に
、
信
仰
の
理
法
と
し
て
、

「
汝
犯
す
こ
と
勿
れ
」
と
い
う
形
で
、
 

自
然
法
爾
と
し
て
流
出
す
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
安
心
起
行
と
云
わ
れ
る
関
係
が
そ
れ
で
あ
っ
て
安
心
か
ら
自
然
必
然
に
起
行 

が
流
出
す
る
の
で
あ
る
。

『
歎
異
鈔
』
の
後
序
に

「
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
、
そ
の
ゆ
へ
は
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
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に
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ 

し
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
と
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
ま
こ
と 

あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
と.
こ
そ
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
」 

と
あ
る
の
は
、
信
仰
の
理
法
の
上
に
人
倫
の
理
法
を
見
出
す
も
の
で
あ
っ
て
、

「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ず
」
と
い
っ
て
も
、
 

善
悪
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
深
い
善
悪
の
内
観
に
於
い
て
人
間
の
理
性
が
真
実
に
善
悪
を
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
 

寧
ろ
如
来
の
ま
こ
と
の
み
が
善
悪
を
見
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
信
知
し
、
念
仏
も
う
す
こ
と
に
於
い
て
の
み
、
善
悪
の
道
が
自
然 

に
見
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
ま

た

『
同
』
第
十
六
章
に
も
、

「
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば
、
往
生
は
弥
陀
に
は
か
ら
は
れ
ま
い
ら
せ
て
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
わ
が
は
か
ら
ひ
な
る
べ
か
ら
ず
、
わ
ろ
か
ら 

ん
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
願
力
を
あ
を
ぎ
ま
い
ら
せ
ば
、
自
然
の
こ
と
は
り
に
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
い
で
く
べ
し
」 

と
あ
る
の
も
、

「
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば
」

「
自
然
の
こ
と
は
り
に
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
い
で
く
べ
き
」
こ
と
を
示
し
た
の
で
、
こ
こ 

に
も
信
仰
の
理
法
の
上
に
人
倫
の
理
法
が
自
ら
行
わ
れ
る
こ
と
を
説
き
示
し
て
い
る
。
か
く
て
凡
て
の
生
活
行
動
が
人
倫
的
規
定
で
信
仰 

を
包
む
こ
と
に
於
い
て
、
人
倫
の
理
法
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
信
仰
の
立
場
で
は
信
仰
が
第
一
義
で
、
倫
理
を
内
に
包 

む
の
で
あ
る
が
、
人
倫
的
存
在
と
し
て
は
却
っ
て
信
仰
を
内
に
包
む
の
で
あ
る
。

五

か
く
て̂

は
信
仰
に
包
ま
れ
る
と
共
に
信
仰
を
包
む
の
で
あ
っ
て
、
提

の

『
御
文
』
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
多
く
後
者
を
代
表
す
る
も 

の
と
云
っ
て
い
い
。
そ
れ
故
に
王
法
は
額
に
あ
て
よ
と
云
い
、
仁
義
を
先
と
せ
よ
と
説
く
の
で
あ
る
。
然
し
提
は
信
仰
を
包
む
こ
と
に
於 

い
て
単
な
る
倫
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
第
一
義
的
な
条
々
は
、
内
心
に
深
く
他
力
の
信
心
を
た
く
わ
え
て
、
外
相
に
そ
の
い 

ろ
を
見
せ
る
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
捉
の
基
本
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
人
倫
的
関
係
に
於
け
る
も
ろ
も
ろ
の
規
定
が
提
の
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条
々
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
々
は
、
或
は
ハ
ヶ
条(
帖
四)

、
或
は
定
と
し
て
十
一
ヶ
条
な
ど
い
ろ
い
ろ
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど 

も
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
三
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

ー
に
は
国
法
で
あ
る
。
但
し
国
法
と
い
っ
て
も
、
現
在
の
如
き
律
法
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
当
時
の
庶
民
が
直
接
触
れ
る
政 

治
的
関
係
は
守
護
地
頭
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
守
護
地
頭
を
疎
略
す
る
な
と
誡
め
た
の
で
あ
る
。

『
御
文
』(

三
の
一
三)

に

「
国
と
こ
ろ 

に
あ
ら
ば
、
守
護
地
頭
方
に
む
き
て
疎
略
な
く
、
か
ぎ
り
あ
る
年
貢
所
当
を
つ
ぶ
さ
に
沙
汰
を
い
た
し
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
代
表
的
な 

も
の
で
あ
る
。

二
に
は
一
般
道
徳
と
の
関
係
で
あ
る
。

『
御
文
』
に
は

「
こ
と
に
ほ
か
に
は
王
法
を
も
て
お
も
て
と
し
、
内
心
に
は
他
力
の
信
心
を
ふ
か
く
た
く
は
へ
て
、
世
間
の
仁
義
を
も
て
本
と
す
べ
し
」 

(

二
の
六)

「
そ
の
う
へ
に
は
な
を
王
法
を
さ
き
と
し
、
仁
義
を
本
と
す
べ
し
」
と
云
っ
て
、
王
法
為
本
仁
義
為
先
を
強
張
せ
ら
れ
た
の
は
、
 

倫
理
が
信
仰
を
包
む
立
場
に
於
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る
王
法
、
仁
義
と
い
う
言
葉
は
、
王
法
を
国
法
、
仁
義
を
道
徳
と
規
定 

す
る
よ
う
な
狭
義
の
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
広
義
の
人
倫
の
道
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
念
仏
申
す
ほ
ど
の
も
の
は
自
然
必
然
に 

王
法
仁
義
が
守
ら
れ
、
そ
れ
を
旨
と
す
べ
き
こ
と
が
誡
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三
に
は
社
会
生
活
に
於
け
る
習
慣
に
対
す
る
態
度
の
説
示
で
あ
る
。
そ
れ
は
広
義
に
於
い
て
は
、

「
世
間
通
途
の
義
に
順
じ
て
」
と
説 

か
れ
て
い
る
が
、
更
に
具
体
的
に
は

「
つ
ぎ
に
物
忌
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
流
に
は
仏
法
に
つ
い
て
も
の
い
ま
は
ぬ
と
い
へ
る
こ
と
な
り
。
他
宗
に
も
公
方
に
も
対
し
て
は
、
 

な
ど
か
物
を
い
ま
ざ
ら
ん
や
。
他
宗
他
門
に
む
か
ひ
て
は
、
も
と
よ
り
い
む
べ
き
こ
と
勿
論
な
り
、
又
よ
そ
の
人
の
物
い
む
と
い
ひ
て
そ 

し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
仏
法
を
修
行
せ
ん
ひ
と
は
、
念
仏
者
に
か
ぎ
ら
ず
物
さ
の
み
い
む
べ
か
ら
ず
と
、
あ
き 

ら
か
に
諸
経
の
文
に
あ
ま
た
み
え
た
り
」(

一
の
九)

と
あ
る
が
如
く
、
物
忌
と
い
う
最
も
根
強
い
社
会
的
習
慣
に
対
し
て
は
、
柔
軟
な
態
度
で
細
心
の
注
意
を
払
わ
れ
て
い
る
。
蓋
し
人
間
存
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在
が
社
会
的
で
あ
る
こ
と
に
於
い
て
、
信
仰
が
社
会
の
秩
序
を
乱
す
な
ら
ば
、
信
仰
は
そ
れ
が
行
わ
れ
る
地
盤
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ 

故
に
信
仰
の
第
一
義
を
損
し
な
い
限
り
に
於
い
て
社
会
的
習
慣
に
対
し
て
は
柔
軟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
王
法
は
額
に
あ
て
よ
、
王
法
を
本
と
せ
よ
と
い
う
教
示
が
捉
と
し
て
説
か
れ
る
の
は
、
我
々
の
存
在
が
人
倫
的
関
係
を
離
れ
て 

は
存
在
せ
ず
、
少
く
も
具
体
的
な
人
間
生
活
で
は
人
倫
の
理
法
が
信
仰
の
理
法
に
伴
っ
て
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
そ 

れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
倫
理
が
信
仰
よ
り
も
優
位
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
人
倫
的
関
係
が
人
間
生
活
と
し
て
最
も
具
体
的
で 

あ
り
、
そ
の
中
で
信
仰
が
働
く
と
こ
ろ
に
宗
教
信
仰
の
持
つ
意
味
が
あ
り
、
教
団
の
社
会
的
使
命
も
そ
れ
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
。
そ 

れ
故
に
信
仰
の
立
場
か
ら
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
最
も
優
位
に
立
つ
の
は
勿
論
信
仰
で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
は
倫
理
を
包
む
と
共
に
、
倫 

理
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
於
い
て
、
具
体
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
仏
法
と
王
法
は
一
雙
の
法
と
し
て 

「
こ
れ
を
も
て
真
宗
の
信
心
を
え
た
る
行
者
の
ふ
る
ま
ひ
の
正
本
な
ず
く
べ
き
と
こ
ろ
如
件
」(

二
の
三)

「
も
し
こ
の
む
ね
を
そ
む
か 

ん
と
も
が
ら
は
、
な
が
く
門
徒
中
の
一
列
た
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」(

三
の
一
〇)

「
こ
の
衆
中
に
を
ひ
て
万
一
相
違
せ
し
む
る
仔
細 

こ
れ
あ
ら
ば
、
な
が
き
世
開
山
聖
人
の
御
門
徒
た
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」(

四
の
六) 

と
強
い
言
葉
で
提
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
教
団
の
持
つ
社
会
的
意
味
が
強
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
握
は
強
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ 

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
面
に
は
教
団
の
自
制
で
あ
る
と
共
に
、
他
面
で
は
純
粋
な
信
仰
へ
の
回
帰
運
動
で
も
あ
る
。 

さ
れ
ば
提
の
倫
理
が
強
張
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
教
団
の
生
命
が
潑
涮
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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