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恵
 

わ
れ
わ
れ
が
遭
遇
す
る
も
の
に
友
の
死
が
あ
る
。
親
し
き
友
と
し
て
数 

刻
前
ま
で
は
お
互
に
語
り
合
い
、
意
志
の
交
流
を
な
し
て
き
た
も
の
が
、
 

突
然
不
可
解
な
る
「
死
」
と
い
う
ー
現
象
に
よ
っ
て
、
永
遠
に
語
る
こ
と 

を
し
な
く
な
っ
た
時
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
時
ま
で
は
思
考
の
範
疇
を
出
な 

か
っ
た
と
こ
ろ
の
死
の
観
念
が
、
突
如
と
し
て
実
感
と
な
っ
て
身
に
せ
ま 

っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
生
あ
る
も
の
が
生
無
き
物
質
と
変
化
し
た
と
き
、
 

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
予
想
だ
に
な
し
得
な
か
っ
た
も
の
が
事
実
と
し
て
我 

が
前
に
現
ず
る
。
生
あ
る
も
の
が
無
生
な
る
も
の
へ
と
化
す
る
を
眼
前
に 

し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
自
身
の
存
在
そ
の
も
の
が
無
生
な
る
も
の
へ
の 

限
り
な
き
恐
怖
と
な
っ
て
体
感
さ
れ
て
く
る
。
そ
こ
か
ら
、

「
自
分
は
ー 

体
何
の
為
に
生
き
て
い
る
の
か
」
亦
、

「
何
処
よ
り
来
り
て
何
処
へ
行
か 

ん
と
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
が
惹
起
す
る
。
全
て
の
も
の
が
そ
の
必 

要
性
を
失
い
、
そ
の
功
用
性
を
発
揮
し
得
な
く
な
っ
た
段
階
に
直
面
し
た 

と
き
、
人
は
自
己
の
現
に
生
存
す
る
生
の
足
下
に
無
限
に
広
が
る
無
気
味 

な
深
淵
を
見
る
。
そ
の
深
淵
は
常
に
生
と
共
に
あ
っ
て
、
生
は
絶
え
ず
ー 

瞬
に
し
て
虚
無
に
帰
す
る
よ
う
な
事
実
の
上
に
在
る
を
知
る
。
 

か
く
な
る
生
を
生
き
る
自
身
に
覚
め
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
な
に
も
の

か
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
全
て
の
希
望
す
る
心
の
立
脚
地
の
根
底
的 

否
定
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
「
死
」
に
直
面
し
た
人
間
の
実
感
は
正
し
く 

絶
望
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
点
に
お
け
る
人
間
の
意
識
に
は
何
等 

の
要
求
も
、
希
望
も
介
入
す
る
余
地
は
あ
り
得
な
い
や
も
知
れ
ぬ
。
し
か 

し
な
が
ら
絶
望
を
絶
望
た
ら
し
め
て
い
る
根
源
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識 

を
超
え
た
生
命
そ
の
も
の
の
動
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
 

意
識
す
る
存
在
の
方
向
は
見
失
わ
れ
る
も
、
意
識
に
先
き
だ
っ
た
、
云
う 

な
ら
ば
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
生
命
の
力
用
が
そ
こ
に 

あ
る
。
人
間
に
お
い
て
、
全
て
の
も
の
が
そ
の
効
用
性
を
失
っ
た
段
階
に 

あ
っ
て
も
な
お
、
人
が
人
で
あ
る
限
り
失
う
こ
と
の
な
い
意
志
、
こ
れ
を 

こ
そ
清
沢
満
之
先
生
が
、

「
人
心
の
至
奥
よ
り
生
ず
る
至
盛
の
要
求
」
と 

云
わ
れ
た
宗
教
心
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

㈠

通
常
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
あ
っ
て
は
「
宗
教
は
人
間
に
と
っ
て
必
要
か
、
 

否
か
」
と
い
う
脱
自
的
客
観
的
発
想
で
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
こ
の 

場
合
の
宗
教
は
、
思
考
さ
れ
た
既
存(

意
識
中
に)

の
宗
教
で
あ
っ
て
、
 

そ
れ
は
現
実
存
在
の
根
底
か
ら
問
が
自
分
の
思
い
を
こ
え
て
出
現
し
た
と 

き
、
内
か
ら
し
て
そ
の
宗
教
は
こ
わ
れ
て
ゆ
く
。
自
分
の
思
い
で
と
ら
え 

ら
れ
た
宗
教
は
、
自
我
の
思
い
を
こ
え
た
問
に
は
解
答
し
得
な
い
の
で
あ 

る
〇
か
く
の
如
く
思
い
を
こ
え
た
問
に
直
面
し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
を
し 

て
わ
れ
わ
れ
た
ら
し
め
て
い
る
宗
教
的
要
求
自
体
、
も
は
や
客
観
視
す
る 

こ
と
を
許
さ
な
い
。
い
わ
ば
生
命
と
共
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に 

先
き
だ
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
西
田
幾
多
郎
氏
は
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「
宗
教
的
要
求
は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
。
自
己
の
生
命
に
就
い 

て
の
要
求
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ 

と
を
覚
知
す
る
と
共
に
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
、
之
に
由
り
て
永 

遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
の
要
求
で
あ
る
」 

と
、
人
間
に
お
け
る
宗
教
的
要
求
の
根
源
性
に
就
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
 

故
に
宗
教
的
要
求
、
す
な
わ
ち
宗
教
心
は
人
間
に
お
け
る
特
殊
な
る
出
来 

心
で
は
な
い
。
遇
々
人
間
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
そ
の
必
要
性
を 

失
っ
た
段
階
、
つ
ま
り
自
我
の
力
で
解
決
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
現
実 

問
題
に
触
れ
た
と
き
に
発
動
し
、
表
面
化
す
る
心
で
は
あ
る
が
、
機
会
を 

待
っ
て
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
し
て
人
間
存
在
の
根
源
に
存
在 

し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
も
の
が
た
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
 

親
鸞
は
人
間
の
現
実
問
題
の
開
示
を
教
え
る
ー
「
観
無
量
寿
経
』
の
精
神 

を
、「

浄
邦
縁
熟
し
て
調
逹
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
め
、
浄
業
機
彰
れ 

て
釈
迦
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
め
た
ま
へ
り
」 

と
教
示
し
て
い
る
。
実
業
の
凡
夫
、
韋
提
の
往
生
を
縁
熟
、
機
彰
で
押
え 

ら
れ
た
親
鸞
の
眼
は
、

正

し

く

「
人
心
の
至
奥
よ
り
出
ず
る
至
盛
の
要 

求
」
を
見
取
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
成
就
を
縁
熟
、
機
彰
で 

押
え
た
親
鸞
は
人
間
を
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
ば
い
か
な
る
ふ
る 

ま
い
を
も
す
べ
」
き
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
等
閑
視 

す
る
こ
と
の
出
来
な
い
生
死
も
、
遇
々
の
縁
に
由
ら
ざ
る
は
な
い
。
素
直 

に
存
在
の
事
実
を
見
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
精
進
努
力
も
つ
い
に
は
死
に 

帰
着
す
べ
き
無
意
味
性
を
も
っ
て
い
る
。
存
在
が
全
て
縁
の
も
よ
お
し
に 

由
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、
縁
を
生
命
と
し
て
生

き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
縁
を
生
命
と
し
て
生
き
る
存
在
な
れ
ば
こ
そ
、
 

縁
熟
を
待
っ
て
機
彰
を
期
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
縁 

に
生
き
つ
つ
、
し
か
も
縁
を
回
避
せ
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ
存
在
が
、
そ
の
縁 

を
全
て
弓
き
受
け
て
生
き
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
縁
熟
、
 

機
彰
す
べ
き
存
在
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
宗
教 

心
は
人
と
共
に
あ
り
、
人
が
人
で
あ
る
限
り
失
う
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
宗
教
心
あ
る
存
在
を
こ
そ
「
人
」
だ
と
云 

う
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

㈡

生
命
と
共
に
あ
る
宗
教
心
の
現
実
的
様
相
は
問
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出 

す
こ
と
が
で
き
る
。
自
身
を
離
れ
て
問
は
無
い
と
同
時
に
、
自
身
の
生
き 

て
い
る
時
代
を
離
れ
て
問
は
な
い
。
時
機
に
即
し
た
問
は
各
人
各
様
で
あ 

っ
て
、
実
に
特
殊
な
る
相
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
如
何 

な
る
問
も
真
に
現
実
的
な
る
問
で
あ
る
限
り
、
そ
の
問
は
時
代
と
社
会
を 

超
え
た
問
で
あ
り
得
る
。
日
常
に
惹
起
す
る
問
は
、
人
生
に
あ
っ
て
は
小 

波
の
如
き
小
さ
な
起
伏
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
人
と
い
う
大
海
を
立
場 

に
し
た
問
で
あ
る
限
り
、

そ
の
根
源
は
深
い
根
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

試
み
に
人
の
実
存
を
歴
史
的
存
在
と
云
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ 

の
問
は
歴
史
的
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
ひ
と
た
び 

人
か
ら
惹
起
さ
れ
た
問
は
、
人
が
人
で
あ
る
こ
と
に
真
率
で
あ
る
か
ぎ
り
、
 

問
は
問
自
身
の
歩
み
と
し
て
根
源
ま
で
深
ま
ら
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

さ
て
人
間
に
於
い
て
「
問
う
」
と
い
う
事
実
は
ま
た
、
人
が
人
に
成
ろ 

う
と
す
る
胎
動
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
人
は
人
に
成
ろ
う
と
す
る
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意
志
を
は
ば
ま
れ
た
と
き
、
人

は

「
問
う
」
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
打
開 

の
道
を
探
究
す
る
。
故
に
問
わ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
現
実
は
苦
悩
で
あ
る
。
 

苦
悩
は
人
を
し
て
そ
の
打
開
の
道
を
問
わ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て 

苦
悩
よ
り
出
た
問
は
苦
悩
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
問
わ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
問
そ
の
も
の
が
明
確
に
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
問
は
問
の
使
命
を
完 

う
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
苦
悩
は
質
的
に
転
換
す
る
。
し 

か
る
に
問
が
無
く
な
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
問
は
真
実
な
る
問
へ
と
純 

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
苦
悩
し
て
い
る
自
己
の
現
実
よ
り
出
発
し 

て
、
苦
悩
し
つ
つ
あ
る
自
己
自
身
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

或
る
対
象
に
よ
っ
て
苦
悩
し
て
い
る
と
意
識
し
、
苦
悩
の
因
を
他
に
求
め 

め
、
そ
の
因
を
除
去
せ
ん
と
し
て
い
た
自
己
が
、
そ
の
苦
悩
の
因
が
意
外 

に
も
自
己
自
身
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
に
あ
っ
た
苦
悩
が
自
己 

で
あ
る
こ
と
の
苦
悩
、

つ
ま
り
人
間
の
苦
悩
が
、

人
間
で
あ
る
こ
と
の 

苦
悩
と
質
転
換
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
個
な
る
特
殊
な 

問
が
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
歴
史
的
問
で
あ
る
と
い
う
、
問
の
根
源
へ
と 

帰
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
が
人
生
を
問
う
に
先
だ
っ
て
、
人 

生
か
ら
既
に
問
わ
れ
て
在
っ
た
自
己
自
身
に
目
覚
め
る
こ
と
を
意
味
す
る 

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
我
々
の
苦
悩
が
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の 

苦
悩
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
て
こ
そ
、
人
間
は
人
間
で
あ
る
こ
と
の
苦
悩
か 

ら
解
脱
す
る
道
を
求
め
る
。
こ
の
求
道
心
こ
そ
宗
教
的
要
求
、
す
な
わ
ち 

宗
教
心
な
の
で
あ
る
。
故
に
人
が
人
で
あ
る
限
り
如
何
に
宗
教
心
を
否
定 

せ
ん
と
し
て
も
、
人
で
あ
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
宗
教
的
存
在
で
あ
り
、
宗 

教
的
要
求
に
よ
っ
て
根
源
的
に
動
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し 

か
ら
ば
人
間
の
攻
化
史
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
宗
教
心
、
す
な
わ
ち

人
間
で
あ
る
こ
と
の
苦
悩
か
ら
の
解
放
の
悪
戦
苦
闘
の
、
歴
史
で
あ
る
と 

い
え
よ
う
。

㈢

か
く
の
如
き
宗
教
的
要
求
の
真
に
成
就
す
る
世
界
を
親
鸞
は
仏
教
に
見 

出
し
、
真
実
を
顕
わ
す
宗
教
と
し
て
の
、
仏
教
の
真
実
を
明
か
に
す
る
こ 

と
に
全
生
涯
を
傾
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
親
鸞
自
身
の 

歩
み
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
六
巻
と
し
て
わ
れ 

わ
れ
の
前
に
顕
現
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
親
鸞
の
求
道
の
軌
跡 

で
あ
る
『
教
行
信
証
』
に
学
び
、
そ
の
歩
み
に
参
画
す
る
こ
と
が
、
と
り 

も
な
お
さ
ず
わ
れ
わ
れ
自
身
の
成
就
す
る
道
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

さ
て
親
鸞
が
生
命
を
か
け
て
『
教
行
信
証
』
を
生
涯
書
き
続
け
な
け
れ 

ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
こ 

そ

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に

「
然
る
に
濁
世
の
羣
萌
穢
悪
の
含
識
乃
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で
て 

半
満
権
実
の
法
門
に
入
る
と
い
え
ど
も
、
真
な
る
者
は
甚
だ
以
て
難
く 

実
な
る
者
は
甚
だ
以
て
希
な
り
、
偽
な
る
者
は
甚
だ
以
て
多
く
虚
な
る 

者
は
甚
だ
以
て
滋
し
」

と
、
ま
た
後
序
に
、

「
竊
に
以
み
れ
ば
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は 

証
道
今
盛
な
り
、
然
る
に
諸
寺
の
釈
門
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を 

知
ら
ず
、
洛
都
の
儒
林
行
に
迷
っ
て
邪
正
の
道
路
を
弁
る
こ
と
な
し
」 

と
い
う
現
実
の
凝
視
こ
そ
、

そ
の
事
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

親
鸞
自
身 

「
半
満
権
実
之
法
門
」
に
身
を
置
き
、
道
理
と
し
て
は
「
一
切
衆
生
悉
有
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仏
性
」
と
い
い
つ
つ
も
、
現
に
苦
悩
し
迷
妄
し
て
い
る
自
身
の
事
実
は
如 

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
、
仏
教
に
問
い
か
え
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く 

な
る
問
を
憶
念
し
た
と
き
、
既
に
し
て
身
を
も
っ
て
そ
れ
を
問
う
て
い
た 

先
達
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ぞ
七
高
僧
を
以
て
代
表
さ
れ
る
浄
土
教
の
祖
師
方 

で
あ
る
。

「
半
満
権
実
の
法
門
に
入
る
と
い
え
ど
も
真
な
る
も
の
は
甚
だ
以
っ
て 

難
く
、
実
な
る
も
の
は
甚
だ
以
て
希
」
に
し
て
、

「
偽
な
る
も
の
は
甚
だ 

も
っ
て
多
く
、
虚
な
る
者
は
甚
だ
も
っ
て
滋
」
き
現
実
を
凝
視
し
た
親
鸞 

は
、
七
祖
を
は
じ
め
と
す
る
浄
土
教
の
祖
師
の
教
え
を
通
し
て
、
そ
こ
に 

時
機
の
問
題
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
、
二
千
餘
年
に
な
り
た
ま
う
、
正
像 

の
二
時
は
お
は
り
に
き
、
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
。」 

そ
こ
に
真
摯
に
人
間
成
就
の
道
を
求
め
る
遺
さ
れ
し
仏
弟
子
の
悲
泣
が
あ 

っ
た
。
か
く
て
遺
弟
の
悲
泣
が
仏
教
の
歴
史
観
で
あ
る
と
こ
ろ
の
正
像
末 

の
三
時
観
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
正
像
末
の
三
時
は
た
ん
に
釈 

迦
滅
後
、
時
間
が
経
過
す
る
に
従
っ
て
仏
教
の
衰
微
し
て
ゆ
く
過
程
を
示 

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
身
は
仏
弟
子
で
あ
る
と
の
確
認
を
通
し
て
出 

て
来
た
仏
教
史
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
も
通
ず
る
こ
と
で
あ 

っ
て
、
仏
と
人
と
の
決
定
的
な
る
距
離
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま 

り
仏
陀
釈
尊
の
肉
声
を
聞
き
つ
つ
も
真
に
仏
に
遇
う
こ
と
が
な
い
な
ら
ば 

教
行
証
は
具
備
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
釈
尊
の
教
え
に
遇
い
つ
つ
も
教
行
証
の
三
法
が
具
備
し
な
い
の 

は
何
故
か
と
身
を
も
っ
て
実
験
し
た
人
に
鸞
が
あ
る
。
曇
鸞
は
天
親
の 

『
浄
土
論
』
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、
龍
樹
の
『
十
住
毗
婆
沙
論
』
を
冒
頭

に
引
用
し
、
「
五
濁
の
世
、無
仏
の
時
、
阿
毗
跋
致
を
求
む
る
」
道
と
し
て 

易
行
道
を
指
教
し
て
い
る
。
阿
毗
跋
致
、
す
な
わ
ち
証
を
求
め
る
こ
と
こ 

そ
仏
弟
子
の
真
の
願
い
で
あ
る
。
し
か
る
に
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
難 

行
道
の
成
就
は
難
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、

「
一
者
外
道
の
相
善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
。
二
者
声
聞
は
自
利
に
し
て 

大
慈
悲
を
鄆
ふ
。
三
者
悪
を
顧
こ
と
无
き
人
は
他
の
勝
徳
を
破
す
。
四 

者
顚
倒
の
善
果
能
く
梵
行
を
壊
る
。
五
者
唯
是
自
力
に
し
て
他
力
の
持 

っ
な
し
」

の
五
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
故
に
難
行
道
、
つ
ま
り
聖
道
は
不
退
転 

地
を
求
め
る
こ
と
甚
難
で
あ
る
。
し
か
る
に
甚
難
な
れ
ば
と
て
求
め
る
こ 

と
を
断
念
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
と
こ
ろ
に
「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
」 

と
い
う
悲
痛
を
と
も
な
っ
た
問
題
が
惹
起
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り 

「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
」
な
る
が
故
に
証
な
し
と
し
て
環
境
に
責
任
を 

転
嫁
し
て
、
そ
れ
を
等
閑
に
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
身
が
現
実
と
し
て
此 

に
あ
る
と
い
う
切
実
な
る
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
五
濁
の
世
、

無 

仏
の
時
」
と
は
、
い
わ
ば
宗
教
的
偉
人
の
教
訓
に
は
遇
い
得
て
も
、
仏
の 

教
え
に
遇
い
得
ぬ
自
身
が
現
に
あ
る
と
い
う
事
実
の
体
感
に
ほ
か
な
ら
な 

\

。道
綽
は
こ
の
伝
統
を
継
承
し
て
『
安
楽
集
』
に
、

「
一
切
衆
生
皆
仏
性
有
り
、
遠
劫
よ
り
以
来
ま
さ
に
多
仏
に
値
う
べ
し
、
 

何
に
因
っ
て
か
今
に
至
る
ま
で
仍
自
ら
生
死
に
輪
回
し
て
火
宅
を
出
で 

ざ
る
や
」

と
問
う
た
。
何
故
に
仏
教
は
末
法
に
教
の
み
あ
っ
て
行
証
が
無
く
な
っ
た 

の
か
、
亦
、
末
法
に
あ
っ
て
も
教
行
証
の
具
備
す
る
道
は
何
か
、
と
身
を
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通
し
て
仏
法
に
問
う
た
の
で
あ
る
。

「
経
は
常
」
で
あ
り
、
従
っ
て
教
え 

が
永
遠
不
滅
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
末
法
に
あ
っ
て
も
三
法 

具
備
す
る
道
が
あ
る
は
ず
だ
と
、
教
え
に
信
頼
を
も
っ
て
問
う
た
の
で
あ 

る
。
し
こ
う
し
て
、

「
答
え
て
日
く
、
大
乗
の
聖
教
に
依
る
に
良
に
二
種
の
勝
法
を
得
て
生 

死
を
排
は
ざ
る
に
由
て
な
り
。
是
を
以
て
火
宅
を
出
で
ず
。
何
者
を
か 

二
と
為
す
。

一
に
は
謂
く
聖
道
、
二
に
は
謂
く
往
生
浄
土
な
り
。
其
の 

聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
。

ー
に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な 

る
に
由
る
。
二
つ
に
は
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る
。
」 

と
の
二
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。

「
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
」
と 

は
、
史
観
よ
り
見
た
理
由
で
あ
り
、
そ
の
意
は
釈
尊
在
世
よ
り
年
月
が
経 

る
と
得
証
は
本
当
に
不
可
能
か
と
逆
に
問
い
か
え
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

「
理
深
く
解
微
な
る
」
と
は
人
間
観
よ
り
見
た
理
由
で
あ
っ
て
、
そ
の
意 

は
仏
教
を
学
ん
で
い
た
と
い
え
ど
も
、
時
が
経
つ
に
従
っ
て
消
滅
し
て
ゆ 

く
よ
う
な
聞
き
方
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
理
解
に
よ
っ
て
教
を
確 

か
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
か
く
経
道
滅
尽
せ 

し
め
る
方
向
に
し
か
步
む
こ
と
の
な
い
機
の
確
認
が
徹
底
さ
れ
た
の
で
あ 

る
。
そ
し
て
つ
い
に
『
大
集
月
蔵
経
』
の
文
を
引
い
て
、

「
我
が
末
法
の
時
の
中
の
億
々
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
 

一
人
も
得
る
者
有
ら
ず
。
当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
五
濁
悪
世
な
り
。
 

唯
浄
土
の
一
門
の
み
有
り
て
通
入
す
可
き
路
な
り
。」 

と
。
こ
れ
を
体
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
難
証
な
る
事
実
は
仏
教 

に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
仏
弟
子
の
姿
勢
に
問
題
が
あ
る
の
だ 

と
結
論
づ
け
て
い
る
の
だ
と
領
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

か
く
の
如
き
仏
弟
子
の
姿
勢
の
問
題
を
如
実
に
も
の
が
た
る
も
の
に
、
 

実
に
中
国
仏
教
の
黄
金
時
代
と
し
て
語
ら
れ
る
隋
唐
時
代
に
於
い
て
、
浄 

土
教
を
寓
宗
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
歴
史
的
事
実
が
あ
る
。
自
己 

の
旨
と
し
て
い
る
宗
を
真
実
だ
と
し
、
仏
教
だ
と
云
い
つ
つ
も
、
真
に
納 

得
す
る
こ
と
の
出.
来
な
い
自
身
が
そ
こ
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
難
証
の
因 

を

世
(

環
境)

に
見
ず
に
居
れ
な
か
っ
た
、
自
身
に
対
す
る
甘
さ
が
し
か 

ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
、
人
間
の
中
に
内
か
ら
な
る
心
情
と 

し
て
根
源
的
に
納
得
出
来
な
い
も
の
、
そ
れ
こ
そ
業
縁
を
生
命
と
し
て
生 

き
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
生
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
如
何
に
理 

論
を
完
備
し
よ
う
と
も
、
現
実
と
し
て
苦
悩
よ
り
の
解
脱
が
無
か
っ
た
な 

ら
ば
、
真
の
仏
教
で
は
な
い
。

か
く
て
寓
宗
を
待
た
ず
し
て
は
成
就
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
 

そ
こ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
本
宗
は
、
人
の
自
負
心
が
画
い
た
幻
影
に
す
ぎ 

な
い
で
は
な
い
か
、
む
し
ろ
寓
宗
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
本
宗
で
は 

な
い
か
。
こ
れ
ぞ
浄
土
宗
で
あ
る
と
言
い
切
っ
た
の
が
元
祖
法
然
で
あ
っ 

た
。
か
く
し
て
法
然
は
善
導
の

「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
行
住
坐
臥
、
時
節
の
久
近
を
問
わ 

ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
れ
ば
、
是
を
正
定
之
業
と
名
づ
く
、
彼
の
仏
願
に 

順
ず
る
が
故
に
。」

の
文
に
う
な
が
さ
れ
て
、

「
南
无
阿
弥
陀
仏
、
往
生
之
業
念
仏
為
本
」 

と
標
挙
す
る
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
著
わ
し
、
 

「
夫
れ
速
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
且
く
聖 

道
門
を
閣
き
て
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ(
乃
至)

称
名
は
必
ず
生
を
得
、
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仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
」

と
、
順
彼
仏
願
に
直
参
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
法
然
の
「
廃 

立
教
学
」
は
厳
に
し
て
明
晰
な
る
が
故
に
既
成
仏
教
の
立
場
を
根
底
的
に 

批
判
し
、
且
つ
立
脚
地
を
失
わ
し
め
る
も
の
と
な
り
、
必
然
的
に
承
元
の 

法
難
を
招
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
に
こ
そ
法
然
の
歴
史
的
意 

義
が
あ
っ
た
と
云
い
得
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
法
然
は
歴
史
を
信
頼
し
て 

逝
か
れ
、
そ
の
歴
史
へ
の
信
頼
に
応
え
た
の
が
、
宗
祖
親
鸞
で
あ
っ
た
。
 

か
く
し
て
『
教
行
信
証
』
は
法
然
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
ア
ミ
ダ
の
本 

願
に
生
き
た
親
鸞
の
步
み
で
あ
る
と
領
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

つ
ま
り
、
 

「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ 

か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
ま 

ふ
べ
か
ら
ず
、
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご 

と
な
ら
ん
や
、
法
然
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
ま
ふ
す
む
ね
、
 

ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
愚
身
の
信
心
に
お 

き
て
は
か
く
の
ご
と
し
」

と
釈
尊
が
語
ら
れ
た
根
源
に
直
参
し
、
か
く
の
如
き
「
愚
身
が
信
心
」
の 

表
白
が
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
六
巻
な
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
如
く
、
万
人
普
遍
の
法
た
る
べ
き
仏
教
が
僧
俗
の
差
別
を 

し
、
超
時
代
の
法
た
る
べ
き
仏
教
が
そ
の
本
来
性
を
見
失
う
に
到
ら
し
め 

た
人
間
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け 

ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か 

に
別
の
子
細
な
き
」
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
し
く
教
を
宗
と
す
る
宗
教
と
し
て
、
 

仏
教
本
来
の
姿
に
立
ち
か
え
っ
た
の
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
こ
そ
、
そ 

れ
を
顕
浄
土
の
精
神
に
よ
っ
て
顕
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
以
っ
て

金
子
大
栄
先
生
は
「
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
は
仏
法
で
あ
る
と
い
う
点
に 

お
い
て
は
聖
道
と
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
宗
教
で
あ
る
点
に
お 

い
て
は
一
般
に
宗
教
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
の
共
通
点
が
あ
る
」
と
仰 

せ
ら
れ
、

「
仏
教
に
し
て
宗
教
な
る
も
の
が
浄
土
真
宗
で
あ
る
。
」

と
道 

破
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

㈣

親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の
標
挙
に 

「
大
無
量
寿
経
、
真
実
之
教
、
浄
土
真
宗
」 

と
表
明
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
浄
土
真
宗
こ
そ
、
金
子
先
生
に
よ
っ
て 

「
仏
教
に
し
て
宗
教
な
る
も
の
」
と
押
え
ら
れ
た
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
種 

々
在
る
宗
教
の
中
よ
り
取
捨
選
択
し
て
「真
実
の
宗
教
」
と
は
何
か
を
示 

し
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
宗
教
的
要
求
を
持
つ
自
身
の
存
在
の
内 

奥
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
が
人
で
あ
る
か
ぎ
り
、
必
然
的
に 

帰
趣
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
の
「
宗
教
の
真
実
」
を
顕
証
し
た
も
の
で 

あ
る
。

さ

て

「
大
無
量
寿
経
、
真
実
之
教
浄
土
真
宗
」
と
云
わ
れ
る
『
大
無
量 

寿
経
』
と
は
如
何
な
る
経
で
あ
ろ
う
か
、
亦
、
親
鸞
が
『
大
無
量
寿
経
』 

を
真
実
之
教
と
し
た
所
以
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の 

教
巻
に「

夫
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
則
ち
大
無
量
寿
経
是
也
。
斯
の
経
の
大
意 

は
弥
陀
誓
を
超
発
し
て
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
み
て
選
び
て 

功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
致
す
。
釈
迦
世
に
出
興
し
て
道
教
を
光
闌 

し
て
群
前
を
拯
ひ
恵
に
真
実
之
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
是
を
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以
て
如
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
致
と
為
す
、
即
ち
仏
の
名
号
を
以 

て
経
の
体
と
為
る
也
」

と
云
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
大
意
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
弥
陀
と
い 

う
の
は
『
大
経
』
の
表
示
に
よ
れ
ば
本
願
者
法
蔵
菩
薩
が
、
そ
の
本
願
に 

実
動
せ
し
め
ら
れ
て
、
光
明
と
寿
命
と
に
於
い
て
無
量
な
る
仏
と
し
て
成 

就
し
、
そ
の
内
証
外
用
を
名
号
、
即
ち
南
无
阿
弥
陀
仏
に
顕
わ
し
て
、
衆 

生
救
済
の
根
本
帰
依
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
阿
弥
陀
経
』
に
も
、
 

「
彼
の
仏
の
光
明
は
無
量
に
し
て
十
方
の
国
を
照
す
に
障
碍
す
る
所
無 

し
。
是
故
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
為
す
。
又
舎
利
弗
、
彼
の
仏
の
寿
命
及 

び
其
の
人
民
も
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
な
り
。
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
く
」 

と
教
え
る
如
く
で
あ
る
。
し
こ
う
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
こ
の
弥
陀
の 

願
意
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
を
根
本
使
命
と
す
る
釈
迦
の
教
意
と
の 

内
面
的
一
致
表
現
の
経
典
で
あ
る
。
つ
ま
り
所
説
の
法
よ
り
見
れ
ば
「
弥 

陀
誓
を
超
発
し
て
広
く
法
蔵
を
開
き
、
凡
小
を
哀
み
て
選
び
て
功
徳
之
宝 

を
施
す
こ
と
を
致
す
」
と
こ
ろ
の
ア
ミ
ダ
の
根
本
願
意
で
あ
り
、
亦
こ
れ 

を
能
説
の
人
よ
り
み
れ
ば
「
釈
迦
世
に
出
興
す
る
所
以
は
道
教
を
光
闡
し 

群
萌
を
拯
い
恵
に
真
実
之
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
」
と
こ
ろ
の
釈
迦
の
根 

本
教
意
の
表
現
で
あ
る
。
ア
ミ
ダ
の
根
本
願
意
と
は
、
無
限
が
相
対
有
限 

の
中
に
自
己
を
顕
現
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
誓
願
で
あ
る
。
そ
れ
が
無
限 

の
法
蔵
を
広
開
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
個
を
哀
み
拯
わ
ん
が
た
め 

に
選
施
功
徳
之
宝
し
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
又
釈
迦
の
根
本
教
意
は
「
光 

闌
道
教
恵
以
真
実
之
利
」
で
あ
り
、
こ
れ
即
ち
、
ア
ミ
ダ
の
絶
対
無
限
に 

触
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
釈
迦
の
出
世
本
懐
は
ア
ミ
ダ
の
根
本
願
意 

に
よ
っ
て
成
就
し
、
ア
ミ
ダ
の
願
意
は
釈
迦
の
教
意
に
よ
っ
て
全
顕
す
る

の
で
あ
る
。

さ

て

『
一
念
多
念
文
意
』
に

「
真
実
之
利
と
ま
ふ
す
は
、
弥
陀
の
誓
願
を
ま
ふ
す
な
り
。
」 

と
あ
る
を
思
う
に
、
ア
ミ
ダ
が
自
己
を
衆
生
の
上
に
全
顕
す
る
名
告
り
を 

聞
い
た
と
き
、
本
願
と
し
て
釈
迦
は
説
き
あ
か
し
た
の
で
あ
る
。
 

か
く
て
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
は
、
ア
ミ
ダ
の
本
願
名
号
は
釈
迦 

の
教
説
の
内
容
で
あ
り
、
釈
迦
の
教
説
は
ア
ミ
ダ
の
本
願
名
号
の
表
現
で 

あ
る
と
云
え
よ
う
。
か
か
る
相
に
於
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
『
大
無 

量
寿
経
』
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
親
鸞
が
「
斯
を
以
て
如
来
の
本
願
を
説
い 

て
経
の
宗
致
と
為
す
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
る
な
り
」
と 

述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
は
本
願
を
宗
と 

し
、
名
号
を
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
願
と
は
ア
ミ
ダ
因
位
の
純 

粋
な
る
救
済
意
志
で
あ
り
、
仏
の
名
号
は
そ
の
本
願
の
成
就
表
現
で
あ
る
。
 

故

に

『
大
無
量
寿
経
』

は

「
本
願
を
信
じ
念
仏
申
さ
ば
仏
に
な
る
」

と 

『
歎
異
抄
』
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
救
済
の
根
本
的
相
を
顕
現
し 

た
経
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

㈤

「
本
願
を
信
じ
念
仏
申
さ
ば
仏
に
な
る
」
こ
れ
浄
土
真
宗
で
あ
り
、
「
そ 

の
ほ
か
は
何
の
学
問
か
は
往
生
の
要
た
る
べ
き
ゃ
」
で
あ
る
。
し
か
ら
ば 

浄
土
真
宗
と
い
う
名
の
も
と
に
顕
わ
さ
れ
る
真
実
な
る
宗
教
と
は
如
何
な 

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

万
人
普
遍
の
教
で
あ
っ
て
、
し
か
も
如
何
な
る
時
代
に
も
相
応
す
る
永 

遠
不
変
な
る
教
え
が
真
実
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
如
何
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な
る
時
代
に
あ
っ
て
も
そ
の
時
代
に
相
応
し
、
そ
の
本
来
性
を
失
う
こ
と 

の
な
い
も
の
、
こ
れ
永
遠
な
る
も
の
で
あ
り
、
如
何
な
る
人
に
も
異
和
感 

を
抱
か
し
め
な
い
も
の
、
こ
れ
普
遍
な
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
真
理 

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
全
て
永
遠
に
し
て
普
遍
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
親 

鸞
は
、
た
ん
な
る
理
念
と
し
て
の
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
 

理
念
と
し
て
で
あ
る
な
ら
ば
、
既
に
仏
教
に
於
い
て
語
り
尽
さ
れ
て
い
た 

と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
親
鸞
が
そ
の
理
念
に
満
足
出
来
ず
、
真
に
具
体 

的
な
永
遠
普
遍
な
る
も
の
を
求
め
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
事
由
は
、
 

「
定
水
を
凝
ら
す
と
雖
も
識
浪
頻
に
動
き
、
心
月
を
観
ず
と
雖
も
妄
雲 

猶
覆
ふ
」

親
鸞
の
存
在
の
事
実
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
「
一
息
追
が
ざ
れ 

ば
千
載
に
長
う
往
く
」
と
こ
ろ
の
有
限
な
る
現
実
は
、
あ
ま
り
に
も
冷
厳 

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
な
る
存
在
の
事
実
は
い
わ
ゆ
る
限
定
さ
れ
た 

有
限
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
は
か
く
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
中
に
永
遠 

普
遍
な
る
も
の
を
求
め
ず
に
は
、
彼
自
身
の
存
在
そ
の
も
の
が
成
就
せ
ず 

真
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
十
方
衆
生
」 

と
呼
ば
れ
、
又
久
遠
の
歴
史
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
も
の
を
自
己
の
中
に 

確
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
つ
い
に
「
一
切
の
有
情
は
皆
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟 

な
り
」
と
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
を
自
己
と
す
る
世
界
を
発
見
さ 

れ
た
。
又

「
一
息
追
が
ざ
れ
ば
千
載
に
長
う
往
く
」
と
こ
ろ
の
有
限
な
る 

生

命

は

「
前
に
生
ぜ
ん
も
の
は
後
を
導
き
後
に
生
れ
ん
も
の
は
前
を
訪
へ
、
 

連
続
无
窮
に
し
て
願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
无
辺
の
生
死 

海
を
尽
さ
ん
が
為
の
故
に
」
と
い
う
、
永
遠
な
る
願
に
参
画
す
る
生
命
で

あ
る
と
、
瞬
間
の
生
の
中
に
永
遠
な
る
も
の
を
感
得
す
る
よ
う
な
本
来
の 

自
己
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。

生
き
て
い
る
事
実
を
如
実
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
存
在
で
あ 

り
、
十
方
衆
生
と
生
命
を
共
に
す
る
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
。

『
歎
異
抄
』 

の

「
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
」
と
い
う
の
は
、
万
人
は
勿
論
の
こ
と
一
木 

一
 

草
に
至
る
ま
で
自
己
と
の
血
の
連
り
を
持
つ
自
己
の
内
な
る
も
の
と
し 

て
発
見
さ
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

か
く
の
如
く
業
縁
存
在
と
し
て
在
る
自
己
は
、
そ
の
ま
ま
永
遠
の
歴
史 

的
存
在
と
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
久
遠
劫
よ
り
未
来
際
ま
で
包
ん
だ
自
己
、
 

又
今
の
事
実
の
中
に
一
切
衆
生
を
含
ん
だ
自
己
、
そ
の
自
己
が
本
当
に
成 

就
す
る
道
は
、
万
人
の
成
就
す
る
道
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

点
の
選
民
性
、
又
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
個
別
的
な
も
の
で
あ
っ
て 

は
な
ら
な
い
。

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人 

が
た
め
な
り
け
り
」

と
い
う
一
人
が
た
め
な
る
も
の
こ
そ
万
人
が
救
済
さ
れ
る
本
願
以
外
に
な 

い
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
自
己
の
生
命
の
中
に
十
方
衆
生
を
包
み
、
 

一
瞬
の
生
の
中
に
久
遠
を
顕
現
し
て
い
る
事
実
の
納
得
、
こ
れ
こ
そ
生
命 

の
感
動
で
あ
り
、
真
の
救
済
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
る
に
人
間
は
自
性
と
し
て
利
己
的
な
る
存
在
で
あ
る
。
如
何
な
る 

言
動
と
い
え
ど
も
自
他
の
差
別
を
離
れ
ざ
る
は
な
い
。
こ
れ
は
と
り
も
な 

お
さ
ず
、
本
来
の
自
己
に
対
す
る
反
逆
で
あ
り
、
自
己
自
身
に
対
す
る
罪 

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
罪
と
は
遇
縁
存
在
な
る
自
己
に
納
得
出
来
な
い 

相
を
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
は
遇
縁
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
如
く
、

57



縁
に
依
っ
て
身
は
在
り
つ
つ
も
心
は
そ
れ
に
随
順
せ
ず
、
業
繫
と
し
て
受 

け
と
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
縁
に
随
順
す
る
草
木
に
は
業
繫
を
感
ず
る 

こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
苦
悩
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
遇
縁
存
在
の
事
実 

に
頷
き
、
業
繫
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
仏
教
の
救
済
で
あ
る
と
い
え
よ 

う
。
事
実
に
そ
む
い
て
在
っ
た
心
が
存
在
の
唯
中
に
本
当
の
立
場
を
見
出 

し
た
と
き
、
真
に
世
に
随
順
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

「
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
任
運
に
法
爾
に
、
 

此
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。
」 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。

的

仏
教
が
仏
教
で
あ
る
限
り
、
時
処
諸
縁
を
選
ば
ず
時
節
の
久
近
を
問
う 

こ
と
な
く
、
自
己
自
身
の
あ
る
が
ま
ま
の
相
に
於
い
て
安
住
出
来
る
道
を 

説
教
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
苦
悩
す
る
現
実
が
こ
こ 

に
あ
る
。
親
鸞
は
、
仏
教
は
そ
れ
に
応
え
て
い
る
か
と
、
仏
教
の
中
に
身 

を
置
い
て
自
己
の
根
源
に
そ
れ
を
問
う
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
出 

て
き
た
言
葉
が
、

「
ひ
そ
か
に
以
み
れ
ば
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃 

れ
」
た
現
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
聖
道
と
浄
土
を
比
較
対
象
し
て
い
る
の 

で
は
な
い
。
自
身
の
深
み
に
お
い
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り 

人
間
は
聖
道
的
あ
り
方
で
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
確
認
し
て
の
言
で
あ 

る
。
元
来
宗
教
は
、

「
聖
な
る
も
の
へ
」
と
い
う
倫
理
的
要
求
よ
り
出
発 

す
る
。
そ
の
意
味
で
は
宗
教
と
い
わ
れ
る
も
の
は
全
て
聖
道
で
あ
る
と
云 

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
ら
ば
「
聖
な
る
も
の
へ
」
と
い
う
要
求
の
根
源
を
更
に
思
考
し
て

み
る
に
、
か
く
の
如
き
聖
道
な
る
宗
教
は
、
そ
の
心
根
に
お
い
て
「
聖
な 

ろ
も
の
に
成
り
得
ろ
」
と
い
う
可
能
性
を
認
め
な
く
て
は
成
立
し
得
な
い 

と
こ
ろ
の
宗
教
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
こ
に
は
自
負
心
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の 

で
あ
る
。
更

に

「
聖
な
る
も
の
へ
」
と
の
要
求
の
深
み
に
あ
る
も
の
は
、
 

た
ん
に
現
実
に
対
す
る
不
満
の
み
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
が
蠢
め
い
て
い 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
云
う
な
れ
ば
運
命
へ
の
恐
怖
で
あ
る
。

つ
ま
り
自 

己
の
現
実
を
納
得
し
、
安
住
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

身
の
事
実
の
全
責
任
を
負
わ
さ
れ
、
更
に
今
后
如
何
な
る
状
態
に
成
る
や 

も
知
れ
ぬ
と
い
う
不
安
で
あ
る
。
こ
の
恐
怖
に
対
処
し
得
る
自
己
を
作
ろ 

う
と
い
う
気
持
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
こ
の
恐
怖
を
背 

負

っ
て

「
聖
な
る
も
の
へ
」
と
喷
憬
す
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
に
「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
」
な
く 

て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
こ
そ
、

「
信
に
知
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
在
世
正
法
の
為
に
し
て
全
く
像
末
法
滅 

之
時
機
に
非
ず
、
已
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る
也
」 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
時

は

「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
」
で
あ
り
、
機
は
業 

縁
存
在
と
し
て
在
る
。
善
導
に
依
れ
ば
、

「
自
身
は
現
に
是
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常 

に
流
転
し
て
出
離
之
縁
有
る
こ
と
な
し
」

で
あ
る
。

「
聖
な
る
も
の
へ
」
と
い
う
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
聖
な
る
も
の
に
成
り 

得
る
と
い
う
期
待
が
一
挙
に
無
と
否
定
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
在
り
方
こ 

そ
業
縁
存
在
の
事
実
で
あ
る
。

「
聖
道
権
仮
の
方
便
に
、
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て
、
諸
有
に
流
転
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の
み
と
ぞ
な
る
」

と
親
鸞
を
し
て
云
わ
し
め
た
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
聖
道
で 

助
か
る
と
期
待
し
た
身
が
流
転
の
身
と
な
っ
た
と
い
う
厳
し
い
批
判
で
あ 

る
。
こ
れ
即
ち
人
は
聖
道
的
在
り
方
で
あ
る
と
い
う
親
鸞
自
身
の
批
判
に 

ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
、

「
い
ず
れ
の
行
も
及
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
 

と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
素
直
に
信
知
せ
ざ
る
を
得
な
か 

っ
た
の
で
あ
る
。

流
転
は
救
い
の
無
い
と
こ
ろ
に
救
い
あ
り
と
し
て
き
た
人
間
の
歴
史
で 

あ
る
。
し
か
る
に
「
無
有
出
離
之
縁
」
と
事
実
に
頷
い
た
時
、
現
に
か
く 

あ
る
自
己
の
存
在
に
目
を
開
い
た
の
が
宗
祖
親
鸞
で
あ
っ
た
。
人
間
は
生 

存
の
事
実
に
開
眼
し
な
い
限
り
、
か
く
あ
り
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
脱
す 

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
が
か
く
あ
り
た
い
と
い
う
想
い
に
先
き
だ
っ 

て
か
く
あ
る
自
分
が
現
に
実
在
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
か
く
あ
る 

事
実
が
自
身
に
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
今
か
ら
の
救
済
で
は 

な
く
、
今
の
救
済
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
力
の
行
に
依
頼
し
て
い
た
自
身 

が
、
自
力
無
効
と
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
時
、
信
知
せ
し
め
ら
れ
た
自
身
は
・ 

既
に
乗
彼
願
力
の
身
で
あ
っ
た
事
実
に
開
眼
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を 

「
自
致
不
退
転
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
さ
ば
仏
に
な
る
」
と
こ
ろ
の
浄
土 

真
宗
は
、前
述
の
如
く
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
往
生
す
る
宗
教
で
も
な
く
、
 

亦
絶
対
者
の
救
済
に
よ
っ
て
完
成
す
る
宗
教
で
も
な
い
。
そ
の
両
者
を
選 

ん
で
し
か
も
真
実
の
宗
教
で
あ
り
、
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る
教
で
あ
る
。
 

か
く
な
る
宗
教
は
神
の
宗
教
で
も
な
く
、
い
わ
ん
や
人
間
の
宗
教
で
も
な 

い
。
正
し
く
本
願
の
宗
教
で
あ
る
。
こ
の
本
願
の
宗
教
は
、
救
済
の
成
就

す
る
場
は
私
の
上
で
あ
る
が
、
私
が
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
成
就
す
る
の 

で
は
な
い
。
私
の
上
に
現
行
す
る
が
私
が
執
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
 

私
の
実
感
と
し
て
は
「
奉
持
し
頂
戴
す
」
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

旧

さ
て
云
う
と
こ
ろ
の
本
願
は
、
ア
ミ
ダ
の
本
願
と
し
て
語
ら
れ
、
迷
え 

る
衆
生
に
か
け
ら
れ
た
願
で
あ
る
。
迷
え
る
衆
生
と
は
現
に
か
く
あ
る
自 

身
の
存
在
に
納
得
出
来
ず
、

一
如
を
失
っ
た
生
活
を
し
て
い
る
も
の
を
指 

す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
の
如
き
衆
生
を
迷
え
る
衆
生
と
云
い
得
る 

所
以
は
、
迷
に
先
だ
っ
て
本
来
的
な
、
迷
う
と
い
う
言
葉
を
生
み
出
す
根 

源
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
非
本
来
的
な
る
衆
生
に
か
け
ら
れ
た 

本
願
で
あ
る
か
ら
に
は
、
本
来
的
な
あ
り
方
へ
の
確
信
が
な
く
て
は
「
非
」 

と
は
云
え
な
い
。
人
は
元
来
「
独
生
独
死
独
去
独
来
」
で
あ
る
。
に
も
か 

か
わ
ら
ず
独
に
安
住
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
誘
起
さ
れ 

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
救
い
は
真
の
独
立
者
と
し
て
誕
生
す
る
こ 

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
既
に
広
瀬
杲
先
生
に
よ
っ
て
指
教
さ
れ
る
如
く
、
 

親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
本
文
が

「
大
無
量
寿
経
、
真
実
之
教
浄
土
真
宗
」 

で
始
ま
り
、
そ
れ
が
親
诱
独
自
の
訓
点
を
も
っ
て
読
ま
れ
た
「
論
語
」
の 

文

「
季
路
問
は
く
、
鬼
神
に
事
え
ん
か
と
、
子
の
日
く
、
事
ふ
る
匸
と
能 

は
ず
、
人
焉
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
え
ん
や
と
」 

を
以
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
深
さ
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
即
ち 

そ
こ
に
は
真
実
の
教
で
始
ま
っ
て
、
人
間
の
独
立
で
終
る
世
界
が
明
ら
か
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に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
り
し
こ
う
し
て
、
人
間
の
真
の
救
済
は
、
本
来
の
人
間
に
成
る
こ 

と
以
外
に
あ
り
得
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
人
間
が
本
来
的
な 

あ
り
方
へ
帰
っ
て
行
く
と
い
う
か
た
ち
で
救
済
は
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
 

一
切
衆
生
を
救
わ
ず
に
は
お
か
ぬ
と
い
う
如
来
の
本
願
は
、

一
切
衆
生
は 

救
済
さ
れ
る
べ
く
し
て
在
る
と
の
深
い
確
信
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如 

何
な
る
相
で
在
っ
て
も
、
人
間
は
必
然
的
に
人
間
本
来
の
在
り
方
へ
と
帰 

る
べ
く
し
て
在
る
と
の
深
い
信
頼
で
あ
る
。
故
に
証
は
、
人
間
に
あ
っ
て 

は
果
で
あ
る
が
、
如
来
に
あ
っ
て
は
因
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は 

本
願
の
文
が
「
国
中
人
天
」

「
国
中
菩
薩
」
と
呼
び
か
け
て
あ
る
の
を
憶 

う
と
き
頷
か
し
め
ら
れ
る
。

「
国
中
人
天
」
と
は
仏
国
の
人
天
と
の
こ
と 

で
あ
る
。
し
か
ら
ば
「
国
中
人
天
」
と
呼
び
か
け
、
し
か
も

「
若
不
生
者 

不
取
正
覚
」
と
誓
わ
れ
た
意
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
の
起 

さ
れ
る
世
界
は
、
つ
い
に
我
々
が
帰
す
る
世
界
で
あ
る
。
故
に
仏
は
如
何 

な
る
衆
生
に
対
し
て
も
「
国
中
人
天
」
と
呼
ば
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た 

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
本
願
が
大
悲
の
本
願
と
呼
ば
れ
た
所
以
が
あ
り
、
 

本
願
の
性
格
が
頷
か
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
願
心
が
国
中
の
人
天
と
約
束
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間 

が
迷
い
苦
悩
し
て
い
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
こ
こ
に
あ
る
。
理
を
も 

て
あ
そ
ぶ
な
ら
ば
、迷
っ
た
仏
が
凡
夫
で
あ
り
、悟
っ
た
凡
夫
が
仏
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
し
か
る
に
親
鸞
は
、
空
理
に
よ
っ
て
自
己
を 

誤
魔
化
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
凡
夫
は
本
来
仏
な
ん
だ
と
云
い
切
る 

と
こ
ろ
に
は
既
に
本
願
は
不
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
来
的
で
あ
り
っ 

つ
、
非
本
来
的
な
現
実
存
在
を
誤
魔
化
さ
ぬ
と
こ
ろ
に
真
の
道
が
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
事
実
が
迷
っ
て
い
る
故
に
本
来
も
迷
っ
て
い
る
と
思
考
す
る
の 

は
疑
で
あ
り
、
迷
っ
て
は
い
る
が
本
来
仏
な
ん
だ
と
す
る
の
は
観
念
論
で 

あ
る
。
非
本
来
的
な
在
り
方
を
本
来
に
帰
す
と
こ
ろ
に
仏
は
生
命
を
か
け 

る
の
で
あ
っ
て
、
仏
は
衆
生
救
済
を
自
己
の
生
命
と
し
て
本
願
を
建
立
し
、
 

「
若
不
生
者
」
と
誓
わ
れ
た
の
・
で
あ
る
。

無
限
は
有
限
を
包
摂
す
る
こ
と
が
無
い
な
ら
ば
、
無
限
で
あ
り
得
な
い
。
 

迷
え
る
衆
生
が
本
来
の
世
界
に
摂
取
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
仏
は
仏
の 

生
命
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
仏
は
衆
生
と
そ
の
運
命 

を
と
も
に
す
る
と
こ
ろ
に
仏
の
仏
た
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ミ
ダ
の
本
願
に
頷
く
こ
と
に
よ
っ
て
全
生 

活
が
浄
土
往
生
の
步
み
、
す
な
わ
ち
念
仏
行
と
な
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ 

れ
が
見
失
っ
た
故
郷
こ
そ
、
ア
ミ
ダ
の
出
発
点
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の 

帰
る
世
界
は
即
ち
ア
ミ
ダ
の
用
き
出
ず
る
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
帰 

る
わ
れ
わ
れ
は
、
常
に
そ
の
世
界
か
ら
招
喚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
 

一
步
一
步
の
生
活
す
る
生
命
は
、
遂
に
本
願
酬
報
の
世
界
、
浄
土
へ
帰
入 

し
て
行
く
生
命
な
の
で
あ
る
。
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