
真

宗

に

お

け

る

「
内

的

平

和

と

暴

力

の

克

服

」 

-
-

第

五

回

ル

—
ド

ル

フ

・

オ

ッ

ト

—
.

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
よ
り-
-

 

木 

越 

康

一
 

本

論

の

目

的

一
ー
〇
〇
五
年
五
月
、
ド

イ
ツ

の

マ
ー

ル
ブ
ル
ク

大
学
で

「第

五

回

ル

ー

ド

ル

フ

・
オ

ッ

ト

ー

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
た
。
大 

会
テ
ー
マ
は
、

「
内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
—

試
練
に
立
つ
諸
宗
教
の
伝
統
—

」

で
あ
っ
た
。

こ
の
論
文
は
、
当

日

の

発

表

原

稿(

日
本 

語
版)

と
、
参
加
報
告
で
あ
る
。

発
表
原
稿
は
、

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
真
宗
学
と
し
て
き
わ
め
て
基
本
的
な
事
柄
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
目
新
し
い
思
索 

を
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

「
真
宗
」

に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
予
備
知
識
を
持
た
な
い
学
者
や
聴
衆
に
対
し
て
、
親
鸞
思
想
の 

基
礎
的
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
た
め
で
あ
る
。

『親
鸞
教
学
』
七
四
号
で
も
報
告
し
た
と
お
り
、

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
神
学
部
と
、
真
宗
学
を
中
心
と
す
る
大
谷
大
学
と
の
研
究
交
流 

は
、

一
九
九
九
年
以
降
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
研
究
者
た
ち
に
は
、
親
鸞
思
想
に
関
し
て
、
 

積
み
上
げ
ら
れ
た
か
な
り
の
知
識
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

「内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

の
問
題
に
関 

し
て
、
世
界
中
か
ら
様
々
な
分
野
の
宗
教
研
究
者
を
招
集
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
福
音
主
義
神
学
を
は
じ
め
、

カ
ト
リ
ッ
ク
、
17



ユ
ダ
ヤ
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
等
々
、
参
加
者
の
信
仰
な
ら
び
に
専
門
は
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
に
と
つ 

て

「真
宗
」(

5
1
1
1
1
1

旦!1
0
一
ネ
!
！
！)

と
は
、
初
め
て
耳
に
す
る
名
称
で
あ
る
。8

1
1
4
<
1
1

ー
オ!1

!

と
あ
る
か
ら
、
仏
教
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
想 

像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
私
の
発
表
終
了
後
、
会
場
か
ら
は
じ
め
に
受
け
た
質
問
は
、

「
真
宗
」

に
関
す
る
彼
ら
の
知
識
を
象
徴
す
る
も
の 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
。

真
宗
は
、
国
家
か
ら
認
可
を
得
て
い
る
宗
教
教
団
な
の
で
し
ょ
う
か
。

聴
衆
の
関
心
と
し
て
は
じ
め
に
あ
る
の
は
、
権
威
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
で
、

そ
れ
が
聞
く
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
だ 

っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
今
回
こ
の
よ
う
な
形
で
報
告
論
文
を
書
く
意
図
は
、
発
表
原
稿
の
公
開
よ
り
も
、
む

し

ろ

こ

の

よ

う

な

「
反
応
」

の
い
く 

つ
か
を
紹
介
し
、
吟
味
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

た
だ
し
、

こ

の

論

稿

で

「
反
応
」

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
対
し
て
親
鸞
思
想
が
ど
の 

よ

う

な

「
反
応
」
を
見
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
、
発
表
さ
れ
た
親
鸞
思
想
に
対
し
て
、
会 

場

か

ら

ど

の

よ

う

な

「
反
応
」

が
得
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
反
応
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

「
真
宗
学
」

の
専
門
家
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
学
会
発
表
の
場
が
与 

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、

「
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
」

や

「
日
本
宗
教
学
会
」
、
あ

る

い

は

「
国
際
真
宗
学
会
」
な
ど
で 

あ
る
。
研
究
者
が
そ
れ
ら
に
参
加
す
る
目
的
は
、
自
ら
の
関
心
に
基
づ
い
た
研
究
の
成
果
を
他
者
に
提
示
し
、
評
価
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
に
あ 

る
。
そ
れ
は
言
わ
ば
、

「
こ
ち
ら
側
」

に
あ
る
関
心
を
、

「
あ
ち
ら
側
」

に
伝
達
す
る
作
業
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
報
告
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
真

宗

学

者

と

し

て

「
こ
ち
ら
側
」

に
あ
る
関
心
を
、

「
あ
ち
ら
側
」

に
伝
え
る
こ
と 

が
第
一
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
あ
ち
ら
側
」
か
ら
の
問
い
か
け
の
中
に
、

「
こ
ち
ら
側
」

の
思
想
を
置
き
、
捉
え
直
す
と
い 

う
作
業
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、

「
あ
ち
ら
側
」

の
問
い
か
け
と
は
、
総

合

テ

ー

マ

と

し

て

掲

げ

ら

れ

る

「
内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

で

18



あ
る
。
そ
の
テ
ー
マ
の
中
に
親
鸞
思
想
を
置
い
て
み
た
と
き
、
親

鸞

思

想

が

ど

の

よ

う

な

「
反
応
」
を
み
せ
る
の
か
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ 

ウ
ム
で
は
ま
ず
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
と
な
っ
た
。

今
回
発
表
の
中
核
に
据
え
た
の
が
、

「
悪
人
成
仏
」

の

思

想

と

「
宿
業
」

の
問
題
で
あ
る
。
そ

こ

で

「真

宗

に

お

け

る

「
悪
の
自
覚
」 

と
救
済
」(

匚/
1

も0
1
1

ナ
!1

1
0

后

ー
ー

ナ
!

7
2
1
1
6
1
1
6
5
5
〇

!
！ 2

 5
^

二
劈
ナ!

5
1
1
1
1
1

&

中
亠
ナー

ー
)

と
い
う
題
目
で
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。 

真
宗
の
立
場
か
ら
、
他

に

も

さ

ま

ざ

ま

な

「
反
応
」

の
可
能
性
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
大
谷
大
学
で
事
前
研
究
会
を
重
ね
る
中
で
、
 

親
鸞
思
想
を
紹
介
し
つ
つ
テ
ー
マ
に
対
し
て
応
答
す
る
に
は
、

こ
の
よ
う
な
内
容
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
た
。 

こ

れ
が
こ

の
報
告
論
文
に
お
け

る
「
反
応
」
が
持
つ
、

一
つ
目
の
側
面
で
あ
る
。
こ
の
反
応
は
、
も
ち
ろ
ん
真
宗
が
持
つ
唯
一
の
立
場
で 

は
な
い
。

「
内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

の
問
題
に
対
し
て
真
宗
の
立
場
か
ら
ど
う
応
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
真
宗
者
そ
れ
ぞ
れ
が
ー 

度
自
分
に
問
い
、
互
い
に
議
論
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二

つ

目

の

「
反
応
」

の
視
点
と
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
示
さ
れ
た
親
鸞
思
想
が
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た 

の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
の
中
心
課
題
は
、

こ
の
点
に
あ
る
。

「真
宗
は
、
国
家
か
ら
認
可
を
得
て
い
る
宗
教
教
団
な
の
で 

し
よ
う
か
。
」
と
い
う
先
の
質
問
も
、
親
鸞
思
想
の
現
状
を

顕
著
に
示
す

一
つ
の
「
反
応
」

で
あ
る
と
言
え
る
。 

以
下
、
当
日
の
発
表
原
稿
を
一
部
掲
載
し
た
上
で
、
さ

ら

に

い

く

つ

か

の

「
反
応
」

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ー
ー
真
宗
に
お
け
る
「悪
の
自
覚
」
と
救
済

1
^
1
3
3
3
1
1
0
1
1
1
:
一
ー
!
'
〇
ー
ー
也
!
ー

 
^
0
 

〇̂ 

〇 0
6

 5  
ー
ー  

3
.
5  

^
0
 

3
1
1
1
1
1  8

1
1

 <
2
1
0
.
1
1
1
-̂
は
ー
ー

 

一
九
九
九
年
五
月
、
第

三

回

ル

ー

ド

ル

フ

・
オ

ッ

ト

ー

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
初
め
て
参
加
し
た
。
そ

の

時

テ

ー

マ

は

「
キ
リ
ス
ト
教
と 

仏
教
の
対
話
」
。
日
本
か
ら
大
勢
の
、
特
に
真
宗
に
関
す
る
研
究
者
を
中
心
と
し
た
仏
教
学
者
と
共
に
参
加
し
た
。

日
本
仏
教
の
改
革
者 

と
言
わ
れ
る
親
鸞
と
——

そ
の
教
団
は
、
現
在
の
日
本
で
最
も
大
き
な
勢
力
を
持
つ
仏
教
教
団
と
さ
れ
る
が
——

ヽ
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
に
お
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け
る
改
革
者
で
あ
る
ル
タ
—
—

そ
の
教
会
は
大
き
な
影
響
を
キ
リ
ス
ト
教
や
世
界
の
宗
教
図
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
—

の
思
想
が
、
 

は
じ
め
て
本
格
的
に
対
話
交
流
を
す
る
場
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

ル
タ
—
に

お

け

る

「
信
仰
に
よ
っ
て
の
み(

5
。

云

す
)

」

は
、
親

鸞

に

お

け

る

「
た
だ
念
仏
」

の
思
想
と
極
め
て
類
似
す
る
も
の
で
あ

③
 

る
こ
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
早
く
、

一
六
世
紀
に
日
本
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
第 

一
回
目
の
交
流
を
通
し
て
、
お
互
い
の
信
仰
は
き
わ
め
て
近
似
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
定
的
に
遠
い
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
感
覚
を 

持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

宗
教
間
の
対
話
は
、
双
方
の
類
似
点
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
歩
み
寄
ろ
う
と
し
た
り
、
ま
た
、
安
易
に
一
方
が
他
方
を
肝
要 

に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
包
括
主
義
的
傾
向
に
流
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
真
の
意
味
で
の
対
話
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

宗
教
間
の
対
話
と
は
、
お
互
い
歩
み
寄
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
決
し
て
一
つ
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。 

真
の
宗
教
間
対
話
と
は
、
自
己
の
宗
教
的
信
念
を
表
明
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
互
い
の
宗
教
的
伝
統
の
差
異
が
明
確
に
さ
れ 

て
い
く
過
程
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
互

い

の

宗

教

的

選

び(

信
念
の
確
立)

が
純
潔
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
お
互
い
の
差
異
を
、
 

信
頼
と
尊
敬
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
は
、
私
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん
新
鮮
で
あ
っ
た
し
、
 

驚
き
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
数
年
間
に
わ
た
る
交
流
の
継
続
は
、
お
互
い
に
対
す
る
尊
敬
と
信
頼
の
あ
か
し
で
も
あ
り
、
新
し
い
宗
教 

間
対
話
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
も
言
え
る
。

今
回
は
、

そ
の
よ
う
な
宗
教
の
違
い
を
超
え
、
人
類
が
抱
え
続
け
る
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
多
く
の
宗
教
研
究
者
と
意
見
交 

換
で
き
る
こ
と
を
た
い
へ
ん
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
私
は
真
宗
の
立
場
か
ら
、

「
内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
発
言
す 

る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
、
近
年
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
研
究
者
や
仏
教
者
の
間
で
も
大
き
な
関
心
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ 

る
。
最
も
近
く
は
、

二
〇
〇
五
年
三
月
に
更
乐
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
一
九
回
世
界
宗
教
学
宗
教
史
会
議
世
界
大
会
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
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大

会

の

総

合

テ

ー

マ

は

「宗
教
——
相
克
と
平
和
——
(

忍
1

直0
1
0
0
3
1
1
3
1
1

ユ?
^
0

」
ヽ
世
界
中
か
ら
一
五
〇
〇
名
を
越
す
宗
教
学
者
や 

教
学
者
が
集
ま
り
、

一
週
間
、
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
宗
教
が
、
文
明
間
や
集
団
間
の
平
和
と
安
定 

に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
暴
力
的
相
克
の
原
因
に
な
る
場
合
が
多
い
と
い
う
実
情
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
提
言
は
、
 

今
回
の
テ
ー
マ
に
も
あ
る
、
宗

教

に

お

け

る

「
内
的
平
和
」
が
、
決

し

て

「
暴
力
の
克
服
」

へ
と
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
現
実
を
、
 

宗
教
者
と
し
て
の
我
々
に
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「宗
教
が
平
和
の
推
進
者
で
あ
る
の
か
戦
争
の
推
進
者
で
あ
る
の
か
も
は
や
分 

か
ら
な
い
」
と
い
う
提
言
、
ま
た
、

「宗
教
そ
れ
自
体
は
、
善
で
も
悪
で
も
な
い
の
だ
」
と
い
う
発
言
は
、
私
に
は
特
に
印
象
的
で
あ
っ 

た
。ま

た
、
特

に

仏

教

者

に

お

け

る

「
暴
力
の
克
服
」

の
問
題
に
つ
い
て
は
、

一
九
九
四
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
仏
教
学
会
が
思
い
起
こ
さ 

れ
る
。

こ

の

時

の

大

会

テ

ー

マ

は

「
和
平
」

で
あ
っ
た
。

日
本
仏
教
学
会
は
、

一

九

二

ハ(

昭
和
三)

年
に
設
立
さ
れ
た
学
会
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
伝
統
仏
教
教
団
が
設
置
す
る
大
学
が
中 

核
と
な
り
、

そ
れ
に
東
京
大
学
や
京
都
大
学
な
ど
の
印
度
哲
学
会
が
加
わ
っ
て
設
立
さ
れ
た
、
日
本
に
お
け
る
代
表
的
仏
教
研
究
の
学
会 

で
あ
る
。

「
和
平
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
開
催
さ
れ
た
一
九
九
四
年
は
、
日
本
に
と
っ
て
は
特
別
な
年
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
終 

わ
っ
て
五
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
年
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
侵
略
と
植
民
地
支
配
に
対
し
て
日
本
政
府
が
よ
う
や
く
謝
罪
を
し
、
 

地
上
戦
で
二
十
万
人
の
犠
牲
者
を
出
し
た
沖
縄
や
、
被

爆

都

市

広

島

・
長
崎
な
ど
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
か
ら
、
非
戦
の
誓
い
や
平
和 

宣
言
が
出
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

こ
の
年
、
し
か
し
海
外
に
目
を
転
じ
る
と
、
イ
ラ
ン
の
ク
エ
ー
ト
侵
攻
に
端
を
発
す
る
湾
岸
戦 

争
が
勃
発
し
、

日
本
政
府
も
、
そ
れ
ま
で
海
外
へ
派
遣
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
自
衛
隊
を
、
平
和
維
持
活
動
や
物
資
輸
送
の
名
目
で
で
は 

あ
る
が
、
戦
後
初
め
て
海
外
へ
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
世
界
で
唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
戦
後
五
〇
年
を
迎
え
、
非
戦
の
誓
い
を
あ
ら
た 

に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
再
び
、
争
い
に
積
極
的
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
歩
み
を
は
じ
め
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
仏
教
は
ど
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の

よ

う

に

世

界

の

「
和
平
」

に
寄
与
す
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
を
代
表
す
る
仏
教
学
者
か
ら
、
多
岐
に
わ
た
る
提
言
が
な
さ
れ
た
。 

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
仏

教

者

が

「
和
平
」

に
つ
い
て
議
論
す
る
に
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
特
別
の
理
由
も
あ
っ
た
。
む 

し
ろ
そ
の
こ
と
の
方
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
際
、

日 

本
に
お
け
る
多
く
の
仏
教
教
団
は
、
国
家
の
戦
争
化
過
程
に
強
く
抵
抗
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
協
力
的
で
さ
え
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

そ
の
こ
と
に
対
し
て
の
猛
烈
な
る
反
省
と
、
過
ち
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
検
証
が
、
戦
後
五
〇
年
を
迎
え
、
仏
教
者
内
で
必
要 

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

生
き
物
を
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
ヽ
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
ヽ
ま
た
他
の
人
々
が
殺
害
す
る
の
を
容
認
し
て
は
な
ら
ぬ
。 

「
不
殺
生
」
を
第
一
に
掲
げ
、
争
い
を
望
ま
な
い
は
ず
の
仏
教
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
方
向
へ
と
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
日
本
最
大 

の
信
徒
数
を
有
す
る
真
宗
教
団
も
ま
た
、
国
家
の
戦
争
へ
、
信
徒
の
意
欲
を
喚
起
す
る
方
向
に
力
を
貸
し
た
。

二
度
と
仏
教
が
過
ち
を
繰 

り
返
さ
な
い
た
め
に
何
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
過
ち
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
課
題
が
、
同
学
会
の 

最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
あ
れ
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
本
日
の
私
の
課
題
で
も
あ
る
。
本
年
で
、
戦
後
六
〇
年
を
迎
え
る
。
戦
後
五
〇
年 

の
反
省
は
、

そ
の
後
の
十
年
、
国
内
外
を
見
渡
し
て
も
ま
っ
た
く
活
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
変
わ
ら
ず
の
人
権
侵
害
と 

暴
力
、

そ
の
よ
う
な
と
き
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
者
が
集
ま
り
、

「内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
大 

切
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
発
表
の
流
れ

さ
て
、

「内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

に
つ
い
て
、
真
宗
の
立
場
か
ら
発
言
す
る
前
に
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
か 

な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
仏
教
思
想
の
中
に
お
け
る
真
宗
、

つ
ま
り
は
親
鸞
思
想
が
持
つ
独
自
の
位
置
に
つ
い
て
で
あ 

る
。
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親
鸞
は
日
本
仏
教
に
お
け
る
あ
る
意
味
改
革
者
的
な
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
親
鸞
一
人
に
よ
る
業
績
で
は
な
い
が
、
少
な
く 

と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
仏
教
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
思
想
と
は
一
見
正
反
対
の
こ
と
を
親
鸞
は
主
張
し
、

そ
の
こ
と
が
多
く
の
人

 々

の
心
を
捉
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例

え

ば

仏

教

が

一

般

的

に

「
持
戒
」
を
大
切
に
す
る
の
に
対
し
、
親

鸞

は

「
破
戒
」

や

「無 

戒
」
を
主
張
し
、
ま

た

仏

教

が

「
修
行
」
を
奨
励
す
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は
そ
の
無
効
性
を
強
調
す
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が 

っ
て
今
日
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
も
、
仏

教

一

般

か

ら

み

る

「内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」
と
、
親
鸞
に
お
け
る
そ
れ
と
は
、
自
ず
と
異
な 

っ
た
も
の
と
な
る
に
違
い
な
い
し
、
そ
の
違
い
こ
そ
が
、
直
ハ
宗
に
お
い
て
平
和
や
暴
力
を
考
え
る
と
き
の
本
質
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
思
想
は
仏
教
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
の
で
、

そ
の
二
つ
は
ま
っ
た
く
別
の
原
理
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。 

し
か
し
、
親
鸞
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
親
鸞
自
身
も
潜
っ
た
大
き
な
転
換
を
、
仏
教
的
思
索
を
展
開
し
て
い
く
過
程
で
わ
れ
わ
れ 

も
経
験
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

こ

こ

で

は

ま
ず

仏
教
に
お
け

る
「
内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ 

た
う
え
で
、
真

宗

に

お

け

る

「
内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

仏
教
に
お
け
る
内
的
平
和

は
じ
め
に
、
仏
教
に
お
け
る
内
的
平
和
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
殺
生
を
戒
め
る
言
葉
以
前
に
、
釈
迦
族
の
王
子
で
あ 

っ
た
頃
の
ブ
ッ
ダ
が
、
国
を
捨
て
て
、
修
行
に
向
か
う
途
中
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
言
葉
が
あ
る
。

わ
た
し
は
欲
望
を
希
求
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
欲
望
の
中
に
患
い
を
見
て
、
世
俗
生
活
の
放
棄
を
安
ら
か
さ
と
見
て
、
努

⑥
 

め
い
そ
し
む
た
め
に
わ
た
し
は
行
こ
う
と
す
る
の
で
す
。
そ
こ
に
わ
た
し
の
喜
び
が
あ
る
の
で
す
。
 

ブ

ッ

ダ

に

よ

れ

ば

「
世
俗
生
活
」
と

は

「苦
」

で
あ
り
、

そ
の
放
棄
こ
そ
が
、

「
や
す
ら
か
さ
」
、

つ
ま
り
は
内
的
平
和
へ
の
第
一
歩
で
あ 

る
。
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
で
初
め
て
説
か
れ
た
教
え
も
、

「
こ
の
世
は
苦
で
あ
る
、

こ
れ
は
真
理
で
あ
る
」

か
ら
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と

23



言
わ
れ
る
。

な
ぜ
こ
の
世
は
苦
で
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
、
世

俗

生

活

は

人

間

の

「欲
望
」

に
支
配
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
あ
る
。

「欲
望
」
と
は
、
人 

類
に
進
歩
と
発
展
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ

れ

以

上

に

人

間

の

精

神

に

「
満
た
さ
れ
な
い
」
と
い
う
不
満
を
呼
び
覚
ま
す
。 

「
満
た
さ
れ
た
」
と
い
う
喜
び
は
、
新

し

い

「
満
た
さ
れ
な
い
」
と
い
う
心
の
引
き
金
で
し
か
な
い
。
そ

の

意

味

で

「
欲
望
」
は
、
常
に 

「
満
た
さ
れ
な
い
」
と
い
う
不
満
の
方
が
先
行
し
て
あ
る
と
言
え
る
。

「
世
俗
生
活
の
放
棄
を
安
ら
か
さ
と
見
る
」
と
は
、

そ
の
よ
う
な 

欲
望
に
支
配
さ
れ
た
生
活
を
放
棄
し
、
自
ら
の
欲
望
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
境
地
、
涅
槃
を
目
指
そ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ 

る
。
内
的
平
和
と
は
、
仏

教

の

言

葉
で

言

う

な

ら

ば

「
涅
槃
」

で
あ
ろ
う
。
涅
槃
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
炎
が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
を 

言
う
。
自
ら
の
欲
望
に
し
た
が
っ
て
、
自
ら
を
含
め
た
す
べ
て
の
現
象
を
支
配
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
生
き
る
の
で
は
な
く
、
そ
の 

よ
う
な
欲
望
を
離
れ
て
、
真

如(

昌
各!
！̂

乙
を
生
き
る
道
を
目
指
す
、

そ
れ
が
仏
教
の
内
的
平
和
の
基
本
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
内
的
平
和
を
目
指
す
仏
教
者
は
ま
た
、
外
に
は
暴
力
性
を
克
服
し
て
生
き
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
 

ブ
ッ
ダ
の
次
の
言
葉
が
浮
か
ぶ
。

怨
み
に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な
ら
ば
、

つ
い
に
怨
み
の
息
む
こ
と
が
な
い
。
怨
み
を
棄
て
て
こ
そ
息
む
。
こ
れ
は
永
遠
の
真 

理
で
あ
る
。

仏
教
は
、
欲
望
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
忍
耐
と
宥
和
と
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
願
い
に
立
つ
者
は
、
よ 

く
自
制
し
、
宥
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
争
い
を
避
け
、
戦
い
止
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
争
い
あ
う
こ
と
、
殺
し
合
う
こ
と
は
い
つ
止 

ま
る
の
か
。
そ
れ
は
た
だ
、
自

分

の

心

の

内

に

あ

る

「
怨
み
」
が
無
く
な
っ
た
と
き
だ
け
で
あ
る
。
相
手
で
は
な
く
、
自
己
の
内
に
あ
る 

「
怨
み
」
を
沈
め
る
こ
と
に
、
仏
教
に
お
け
る
暴
力
の
克
服
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
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親
鸞
に
お
け
る
内
的
平
和
—

悪
の
自
覚
—

親
鸞
の
思
想
は
、

こ
の
よ
う
な
仏
教
思
想
を
背
景
に
持
ち
つ
つ
、
し
か
し
大
き
な
転
換
の
上
に
な
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け 

る
内
的
平
和
が
、

「欲
望
」

の
克
服
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
親
鸞
思
想
に
お
け
る
内
的
平
和
は
、
む
し
ろ
欲
望
を
克
服
す 

る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
懺
悔
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
に
あ 

る

「内
的
平
和
」

は
、
親
鸞
思
想
を
表
現
す
る
に
は
不
適
切
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

「
内
的
に
平
和
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
信
仰
的 

自
覚
に
、

「
暴
力
の
克
服
」
を
含
め
た
す
べ
て
の
行
動
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
人
間
存
在
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、

い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お

⑧
 

く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず 

煩
悩
と
は
、
人
間
を
悩
ま
せ
煩
わ
せ
る
本
体
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
人
間
と
は
、
死
ぬ
そ
の
瞬
間
ま
で
、
煩
悩
が
消
え
な
い
存
在
で 

あ
る
。

仏
教
で
は
煩
悩
を
、
三
つ
の
精
神
活
動
の
連
関
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
そ
の
三
っ
と
は
、
貪

欲

・
瞋
恚
・
愚
癡
で
あ
る
。
貪
欲
と
は
、
 

欲
望
で
あ
り
、
好
き
な
も
の
を
求
め
て
止
ま
な
い
心
で
あ
る
。
瞋
恚
と
は
、

い
か
り
で
あ
り
、
嫌
い
な
も
の
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
感
情 

で
あ
る
。
そ
し
て
愚
癡
と
は
無
明
と
も
言
い
、
真
理
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
常
に
貪
欲
と
瞋
恚
の
間
で
心
を
動
か
し
、
好
き 

な
も
の
を
求
め
、
嫌
い
な
も
の
に
憎
し
み
を
い
だ
く
。
好
き
な
も
の
が
得
ら
れ
な
い
時
は
欲
望
が
か
き
立
て
ら
れ
、
嫌
い
な
こ
と
が
身
近 

に
起
こ
る
時
に
烈
し
い
い
か
り
の
心
を
抱
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
貪
欲
と
瞋
恚
で
あ
り
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
暴
力
は
こ
こ
か
ら 

生
ま
れ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
心
が
人
間
を
支
配
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
が
、
煩
悩
の
三
つ
目
の
要
素
で
あ
る
無
明
に 

あ
る
と
さ
れ
る
。
無
明
は
、
根
本
煩
悩
と
も
言
わ
れ
、

「
真
理
に
暗
い
」
、

つ

ま

り

「
本
当
の
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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花
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
真
理
を
人
間
は
決
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
人
間
は
花
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
知
る 

よ
り
も
先
に
、
そ
れ
が
美
し
い
だ
と
か
醜
い
だ
と
か
を
認
識
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
花
に
は
本
来
、
美
し
い
も
醜
い
も
無
い
。
と
こ 

ろ
が
人
間
は
、
あ
る
花
を
好
ま
し
い
と
認
識
し
て
大
切
に
し
、
あ
る
花
を
醜
い
と
認
識
し
て
排
除
す
る
。
繰
り
返
し
、
花
そ
の
も
の
に
美 

し
い
も
醜
い
も
な
い
。
そ
れ
は
見
る
主
体
に
と
っ
て
の
好
・
醜
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
決
し
て
花
の
本
質
を
言
い
当
て
る
も
の 

で
は
な
い
。
そ

も

そ

も

「
こ
れ
は
花
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
自
体
も
、
花
の
本
質
を
言
い
当
て
る
も
の
で
は
な
い
。
花
と
は
、

「
そ
こ
に 

在
る
よ
う
に
見
え
る
何
か
」

で
し
か
な
い
。

仏
教
は

そ
の
よ
う
な
認
識
作
用
を
超
越
し
た
「
無
分
別
」

の
世
界
を
志
向
す
る
。
そ
れ
が
真
如
の
智
慧
で
あ
り
、
悟
り
へ
の
道
で
あ
る
。 

好
醜
が
な
け
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
来
る
苦
悩
や
、
生
ま
れ
出
る
争
い
は
な
い
。
先
に
見
る
よ
う
に
仏
陀
は
、

「
怨
み
を
離
れ
よ
」
と
言
う
。 

こ
れ
は
真
如
の
智
慧
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
平
安
を
獲
得
し
、
暴
力
の
克
服
を
は
か
ろ
う
と
す
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
を
学
ぶ
親
鸞
は
、
先
に
示
す
よ
う
に
人
間
は
死
ぬ
瞬
間
ま
で
無
明
存
在
で
あ
り
、
貪
欲
と
瞋
恚
に
支
配 

さ
れ
続
け
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
親
鸞
独
自
の
仏
道
体
験
と
思
索
の
上
に
成
り
立
つ
信
仰
的
自
覚
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰 

は
、
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
無
分
別
の
状
態
に
入
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
苦
悩
に
は
じ
ま
る
転
換
で
あ
っ
た
。
そ
し
て 

親
鸞
は
、
師
で
あ
る
法
然
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
、
煩
悩
を
払
拭
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
煩
悩
存
在
で
あ
る
自
己
を
覚
知
す
る 

こ
と
に
人
間
の
苦
悩
か
ら
の
解
放
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ

れ

が

親

鸞

に

お

け

る

「
愚
者
」

へ
の
目
覚
め
と
救
い
で
あ
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
親
鸞
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

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

り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、

み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
 

ヽ
 

⑨

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
。
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親
鸞
に
と
っ
て
人
間
と
は
決
し
て
真
如
を
さ
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ

れ

が

「
如
来
」

の

「
お
ぼ
し
め
し
」
を
知
る
こ
と 

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
本
来
的
に
何
が
善
で
何
が
悪
か
決
し
て
知
り
分
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

親
鸞
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
の
は
、
善
悪
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
善
悪
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
存
在
で
あ 

る
こ
と
に
対
す
る
無
知
で
あ
る
。

「
悪
人
の
自
覚
」
と
は
、
人
間
は
何
が
善
で
あ
り
悪
で
あ
る
の
か
ま
っ
た
く
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
 

と
い
う
自
己
把
握
で
あ
る
。
こ

の

場

合

の

「悪
」
と
は
、
決
し
て
善
と
対
比
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
倫
理
的
・
道

徳

的

「
悪
」

で
は
な
く
、
 

人
間
存
在
の
根
本
に
あ
る
そ
の
よ
う
な
無
明
性
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
到
っ
た
の
は
、
直
接
に
は
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
晚
年
に
、
法
然
の
思
い
出
を
次
の
よ
う
に 

弟
子
に
伝
え
て
い
る
。

故
法
然
聖
人
は
、

「
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
候
い
し
こ
と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
わ
り
候
い
し
う
え
に
、
 

も
の
も
お
ぼ
え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
人
々
の
ま
い
り
た
る
を
御
覧
じ
て
は
、
往
生
必
定
す
べ
し
と
て
え
ま
せ
た
ま
い
し
を
み
ま
い
ら
せ
候 

い
き
。
ふ
み
ざ
た
し
て
、
さ
か
さ
か
し
き
ひ
と
の
ま
い
り
た
る
を
ば
、
往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
わ 

り
き
。

い
ま
に
い
た
る
ま
で
お
も
い
あ
わ
せ
ら
れ
候
う
な
り
。

ま
た
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
出
来
事
を
も
と
に
、
次
の
よ
う
な
和
讃
を
つ
く
っ
て
い
る
。

よ
し
あ
し
の
文
字
を
も
し
ら
ぬ
ひ
と
は
み
な 

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
り
け
る
を 

善
悪
の
字
し
り
が
お
は

お
お
そ
ら
ご
と
の
か
た
ち
な
り

「
愚
者
に
な
る
」

こ

と

が

「往
生
」

へ
の
道
で
あ
る
と
語
っ
た
法
然
の
教
え
を
受
け
る
親
鸞
は
、

「
よ
し
あ
し
の
文
字
を
も
し
ら
ぬ
ひ 

と
」

こ

そ

が

「
ま
こ
と
」

で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
善
悪
の
分
別
を
よ
く
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
も
の
が
、
逆
に
噓
偽
り
に
満
ち
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た
存
在
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
人
間
の
本
質
と
し
て
あ
る
無
明
性
へ
の
目
覚
め
を
、
最
も
端
的
に
語
る
も
の
で
あ
る
と 

言
え
る
。
し
か
も
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
愚
者
へ
の
覚
醒
は
決
し
て
絶
望
で
は
な
く
、
仏

教

者

と

し

て

の

「
ま
こ
と
」

へ
の
目
覚
め 

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

信

仰

者

の

生

き

方

—

「
暴
力
の
克
服
」

に
向
け
て
— 

そ
の
よ
う
な
信
仰
的
自
覚
を
持
つ
親
鸞
に
と
っ
て
、

「
暴
力
の
克
服
」

に
向
け
た
人
間
の
行
為
は
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
得
る
の 

で
あ
ろ
う
か
。

よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
、
宿
善
の
も
よ
お
す
ゆ
え
な
り
。
悪
事
の
お
も
わ
せ
ら
る
る
も
、
悪
業
の
は
か
ら
う
ゆ
え
な
り 

親
鸞
は
人
間
の
行
為
を
、
す
べ
て
宿
業
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
宿
業
と
は
、
最
も
単
純
に
言
え
ば
、
行
為
者
の
背
景
に
あ
る 

過
去
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
指
す
。
そ
れ
は
身
体
的
経
験
で
あ
り
、
精
神
的
経
験
で
あ
り
、
意
識
上
の
経
験
で
あ
り
、
意
識
下
の
経
験
で
も 

あ
る
。
ま
た
行
為
者
自
身
の
経
験
の
み
な
ら
ず
、
行
為
者
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
指
す
。

こ
れ
に
は
一
見
行
為
者
と
は
無
関
係
な 

も
の
、
し
た
が
っ
て
行
為
者
が
誕
生
す
る
以
前
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
も
含
ま
れ
る
。
親
鸞
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
契
機
と
な
っ
て
、
 

現
在
の
一
つ
の
行
為
が
生
ま
れ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
悪
行
と
し
て
あ
る
暴
力
も
、
あ
る
い
は
暴
力
の
克
服
に
つ
な
が
る
善
行
も
、
 

す
べ
て
は
こ
の
宿
業
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
こ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
行
為
者
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と 

言
う
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
言
う
。

わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
、

こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ
じ
と
お
も
う
と
も
、
百
人
千
人
を
こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
…
中
略 

…
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
ば
、

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し

無
明
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
何
が
善
で
あ
る
か
、
何
が
悪
で
あ
る
か
を
決
し
て
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
も
、
知
る
こ
と
が
出
来
な
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い
上
に
、
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
百
人
千
人
と
人
を
殺
す
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
宿
業
存
在
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
思
想
は
、
し
た
が
っ
て
、
信
仰
者
に
対
し
て
い
か
な
る
倫
理
的
実
践
を
規
定
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
人
間
は 

「
善
悪
の
二
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ず
」

で
あ
り
、

「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
ば
、

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」

で
あ
る
。 

親
鸞
に
と
っ
て
念
仏
と
は
、
教
え
に
よ
っ
て
、
自

ら

が

そ

の

よ

う

な

「
悪
人
」

で
あ
る
こ
と
を
知
り
続
け
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ 

る
。

「
悪
人
の
自
覚
」

や

「宿
業
存
在
と
し
て
の
自
覚
」

に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
実
践
へ
の
態
度
に
つ
い
て
、
真
宗
は
よ
り
積
極
的
に
社
会 

に
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。

「
エ
ン

ゲ
ー

ジ
ド

・
ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
運
動
は
、

そ
の 

よ
う
な
真
宗
に
お
け
る
実
践
理
解
に
対
す
る
批
判
的
立
場
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
暴
力
の
克
服
を
含
め
た
理
想
の
社
会
実
現
に
向 

け
て
、
仏
教
も
具
体
的
形
で
社
会
に
関
与
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
真
宗
者
の
中
に
も
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
実 

践
者
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
き
た
し
、
今
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
た

と

え

ば

「
暴
力
の
克
服
」

に
向
け
た
積
極
的
社
会
関
与
の
形
に 

つ
い
て
、
具
体
的
方
向
性
を
打
ち

だ
し
て

い
な
い
の
が
真
宗(

も
し
く
は
真
宗
教
団)

の
現
状
で
あ
る
と
言
え
る
。 

親
鸞
は
、
浄
土
真
宗
に
帰
依
す
る
自
己
を
、
徹

底

し

た

「
悪
の
自
覚
」

で
も
っ
て
語
る
。
親

鸞

に

お

け

る

「内
的
平
和
」
を
語
る
な
ら 

ば
、

お

そ

ら

く

こ

の

よ

う

な

「
悪
の
自
覚
」

に
基
づ
く
懺
悔
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
者
は
、
外
へ
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
な
形
で 

「
暴
力
克
服
」

へ
の
道
を
展
開
す
る
の
か
。
繰
り
返
し
、

「
宿
業
」
を
語
る
親
鸞
は
、
決
し
て
具
体
的
に
行
者
の
行
為
を
指
示
す
る
こ
と 

は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
暴
力
の
克
服
」

に
向
け
て
真
宗
者
が
ど
の
よ
う
な
歩
み
を
展
開
し
て
い
く
の
か
、

そ

れ

は

「
さ
る
べ
き 

業
縁
」

の
催
し
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
真

宗

者

に

お

け

る

「
さ
る
べ
き
業
縁
」

の
う
ち
に
は
、
も

ち

ろ

ん

そ

の

よ

う

な

「
悪
人 

の
自
覚
」

に

基

礎

付
け

ら

れ

る

よ
う

な

「信
心
」
も
含
ま
れ
る
。

つ
ま
り
、
念

仏

者

に

お

け

る

「
悪
の
自
覚
」
は
、
強
烈
な
契
機
と
な
っ 

て

そ

の

人

の

「
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
」
を
も
基
礎
付
け
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
ず
と
、
真

宗

者

に

お

け

る

「
暴
力
の
克
服
」
も
展
開 

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
、つ
。(

以
下
の
発
表
内
容
は
「付
記
」
に
概
要
を
掲
載
す
る
。)
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三

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

で

の

「
反

応

」

以
上
が
発
表
原
稿
の
一
部
で
あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
に
あ
た
り
、

「
内
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」

に
対
し
て
真
宗
の
立
場 

か

ら

ど

の

よ

う

な

角

度

で

「
反
応
」
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
学
内
の
研
究
班
の
メ
ン
バ
ー
で
数
度
の
検
討
を
重
ね
た
。
そ
こ
で
、
上
掲
の 

通
り
、

「内
的
平
和
」
は
各
宗
教
に
お
け
る
信
仰
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
親

鸞

に

お

い

て

そ

れ

は

「悪
の
自
覚
」
と
し
て
特
徴
づ
け 

ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、

そ

し

て

「
暴
力
の
克
服
」

に
向
け
た
具
体
的
行
為
に
つ
い
て
は
、

「宿
業
」

の
思
想
に
つ
い
て
紹 

介
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
確
認
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
今
回
、
同
じ
く
真
宗
の
立
場
か
ら
発
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
本
学
教
授
門
脇 

健
氏
は
、
宗
教
学
的
視
点
を
も
含
め
な
が
ら
、
慙
愧
を
中
心
と
し
た
阿
闍
世
の
救
済
に
つ
い
て
発
表
を
行
っ
た
。 

発
表
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

「内
的
平
和
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
信

仰

的

自

覚

の

特

質

を

「
愚
者
」
も

し

く

は

「
悪
人
」
と
し
て
確 

認
せ
ざ
る
を
得
な
い
親
鸞
の
信
心
を
表
現
す
る
の
に
は
決
し
て
適
切
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
同
シ
ン
ポ 

ジ
ウ
ム
で
も
、
信

仰

的

自

覚

と

し

て

「
悪
」

や

「
慙
愧
」
を
語
る
真
宗
の
立
場
は
、
特
別
な
印
象
を
も
っ
て
、
聴
衆
に
受
け
止
め
ら
れ
た 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
宗
教
研
究
者
が
、

「
内
的
平
和
」

に

関

し

て

基

本

的

に

は

「善
」

の
立
場
か
ら
発
表
し
た
の
と
対
照 

を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
発
表
し
た
マ
ル
ゴ
ッ
ト
・
ケ
ス
マ
ン
氏
は
、

「
ロ
マ
書
」

の
次
の
言
葉
を
引 

用
し
、
論
を
展
開
し
た
。

悪
に
負
け
る
こ
と
な
く
、
善
を
持
っ
て
悪
に
勝
ち
な
さ
い
。

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
規
範
と
し
て
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ

の

場

合

の

「善
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
内
な
る
信
仰
を
指 

す
。
そ

し

て

打

ち

勝

つ

べ

き

「
悪
」
と
は
、
外
な
る
世
界
に
存
在
す
る
他
者
、
あ
る
い
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
暴
力
的
現
象
を
指
す
。
彼
女
は 

こ
の
ロ
マ
書
の
言
葉
を
機
軸
と
し
、
教
会
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
外
な
る
暴
力
に
対
面
し
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
今
後
対
面
す
れ
ば
よ
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い
の
か
に
つ
い
て
語
っ
た
。
親
の
子
に
対
す
る
暴
力
、
国
民
の
外
国
人
に
対
す
る
暴
力
、

テ
ロ
と
戦
争
の
暴
力
、

こ
れ
ら
に
対
す
る
教
会 

の
実
践
の
道
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

そ
れ
ま
で
の
教
会
の
過
ち
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
上
で
語
ら
れ
て
い
た
。
十
字
軍
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の 

迫
害
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
こ
そ
ま
た
暴
力
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
し

た

が

っ

て

「
暴
力
の
克
服
」
を
語
る
の
も
、
過
去
の
罪
を
告
白 

し
、
赦
し
を
請
い
、
和
解
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
歩
み
が
前
提
と
な
っ
て
こ
そ
、
動
き
始
め
る
の
で
あ
る
。
親
鸞 

に

お

け

る

「
悪
の
自
覚
」
も
、

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
深
化
と
精
神
的
交
流
を
持
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ 

れ
で
も
決
定
的
な
違
い
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、

や

は

り

最

終

的

に

「
善
」
は
信
仰
の
内
に
、

「
悪
」
は
外
な
る
世
界
に
見
出 

さ
れ
る
と
い
、つ
点
で
あ
る
。

教
会
は
、
平
和
の
た
め
に
祈
り
た
い
。
祈
り
ぬ
か
れ
た
世
界
は
、
別
な
る
世
界
と
な
る
こ
と
を
信
じ
て
。

教
会
に
お
け
る
祈
り
に
よ
っ
て
触
れ
る
こ
と
と
な
る
内
な
る
平
和
が
、

い
か
に
し
て
暴
力
に
彩
ら
れ
た
外
な
る
世
界
へ
と
展
開
し
共
有
さ 

れ
る
の
か
。
そ
こ
に
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
具
体
的
実
践
が
あ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
発
言
に
福
音
主
義
思
想
の
す
べ
て
を
代
表
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
親

鸞

思

想

が

「
暴
力
の
克
服
」 

に
向
け
て
持
つ
独
自
の
出
発
点
と
、
明
確
に
対
照
を
な
す
発
言
で
あ
っ
た
。

四

お

わ

り

に

そ
れ
で
は
真
宗
に
お
け
る
悪
の
自
覚
は
、
ど

の

よ

う

な

形

で

「
暴
力
の
克
服
」
と
い
う
人
類
の
課
題
に
寄
与
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。 

自

ら

「
愚
者
」
と
信
知
す
る
念
仏
者
は
、
外
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
に
暴
力
を
克
服
し
て
い
く
の
か
。

親
鸞
の
場
合
、
克

服

さ

れ

る

べ

き

「
暴
力
性
」
と
は
、
決
し
て
単
純
に
他
者
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
自
己
の
内
に
、
自
己
の
本 

質
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
よ
り
、
克
服
さ
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
の
自
覚
で
あ
る
と
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も

い
え
る
。

し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
形
で

自
己
の
暴
力
性
を
知
り
、
宿
業
存
在
と

し
て

人
間
を
知
る
も
の
は
、
必
ず
外
に
向
か
っ
て

、
 

「
暴
力
の
克
服
」

へ 

の
眼
差
し
を
有
す
る
者
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

念
仏
者
も
も
ち
ろ
ん
、

「
さ
る
べ
き
業
縁
」

の

催

し

に

よ

っ

て

「
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
」
を
も
す
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
表
で 

も
述
べ
る
よ
う
に
、
念

仏

者

の

「
さ
る
べ
き
業
縁
」

の
内
に
は
、
法
へ
の
出
遇
い
の
讃
嘆
と
、
自
身
へ
の
出
遇
い
の
懺
悔
と
が
有
さ
れ
て 

い
る
。
念

仏

者

の

行

う

「
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
」

の
中
に
も
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
的
自
覚
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
そ

の

よ

う

な

念

仏

者

の

「
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
」

の
中
に
は
、
必

ず

や

「
暴
力
の
克
服
」

に
向
け
た
眼
差
し
が
現
れ
て
く 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
自
己
の
暴
力
性
を
知
る
も
の
は
、
自
己
の
暴
力
性
が
外
に
向
か
っ
て
常
に
罪
障
を
生
み
出
し
て
や 

ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
自
覚
の
類
が
、
す

べ

て

「
懺
悔
」

や

「
慙
愧
」
と
い
う
形
で
表
現 

さ
れ
る
質
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の

慙

愧
は

外

に

向

か

っ
て

「
暴
力
の
克
服
」

へ
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て 

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も 

弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば 

功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
う 

と
い
う
親
鸞
の
悲
歎
述
懐
和
讃
は
、
念
仏
者
の
暴
力
克
服
に
向
け
た
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
淡
い
夢
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
語
る
も
の 

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
暴
力
の
克
服
」
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
の
中
に
、
真
宗
の
、
宗
教
と
し
て
の
位
置
を
確
か
め
る 

場
合
、
あ
え
て
発
言
と
し
て
は
一
歩
踏
み
出
し
た
形
で
展
開
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
者
か
ら
の
問
題 

提
起
の
中
に
親
鸞
思
想
を
置
こ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
責
任
も
担
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
無
慚
無
愧
」
と
自
覚
す
る
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
安
易
な
結
論
を
許
さ
な
い
ほ
ど
の
厳
し
さ
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
 

そ
の
こ
と
は
さ
ら
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
さ

ま

ざ

ま

な(

新
し
い)

問
い
か
け
の
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中
に
あ
え
て
身
を
置
き
、
議
論
を
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

付 

記

「悪
の
自
覚
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
間
を
生
み
出
し
、
ど
の
よ
う
に
「暴
力
の
克
服
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
。
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
 

こ
の
点
に
主
眼
を
お
い
た
大
会
で
あ
っ
た
が
、
同
会
で
私
は
、
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
発
表
を
閉
じ
た
。
そ
れ
は
、
以

前

『南
御
堂
新
範
』
に
掲 

載
し
た
、
イ
ン
ド
旅
行
で
の
体
験
で
あ
っ
た
。
事
前
の
学
内
打
ち
合
わ
せ
で
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
紹
介
し
、
悪
の
自
覚
が
ど
の
よ
う
な
人
間
を 

生
み
出
す
の
か
語
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
こ
と
に
よ
る
。

紹
介
し
た
の
は
、
大
谷
大
学
主
催
イ
ン
ド
研
修
旅
行
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
二
人
の
学
生
の
感
話
に
、
「悪
の
自
覚
」
に
立
つ
人
間
像
を
垣 

間
見
た
気
が
し
た
の
で
あ
る

イ
ン
ド
研
修
旅
行
へ
学
生
引
率
と
し
て
出
か
け
た
と
き
の
体
験
で
あ
る
。
多
く
の
学
生
は
、
日
本
と
は
あ
ま
り
に
も
違
う
イ
ン
ド
の
環
境
に
シ
ョ
ッ
ク 

を
受
け
、
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
入
国
以
来
、
し
ば
ら
く
は
イ
ン
ド
や
イ
ン
ド
の
人
々
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
旅
行
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
研
修
旅
行
で
は
、
 

仏
教
遺
跡
を
め
ぐ
り
、
そ
こ
で
勤
行
や
感
話
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
あ
る
研
修
地
で
の
学
生
の
感
話
に
、
悪
の
自
覚
が
持
つ
人
間
像
に
つ
い
て
、
考
え
る 

ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
あ
る
。

一
人
は
、
工
学
部
に
所
属
す
る
学
生
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
イ
ン
ド
研
修
時
の
感
話
で
、
自
分
は
イ
ン
ド
に
来
て
、
将
来
や
る
べ
き
仕
事
が
見
つ
か
っ
た 

と
述
べ
た
。
彼
女
は
、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
道
端
で
、
裸
足
の
子
供
が
泥
水
を
口
に
含
ん
で
う
が
い
を
し
て
い
る
姿
を
見
た
と
い
う
。
そ
こ
で
カ
ル
カ
ッ
タ
の 

街
に
上
下
水
道
を
完
備
し
た
い
と
い
う
夢
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
、
と
涙
な
が
ら
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
涙
は
、
日
本
と
比
べ
て
決
し
て
清
潔
と
は 

言
え
な
い
カ
ル
カ
ッ
タ
の
街
が
与
え
た
強
い
印
象
に
シ
ョ
ツ
ク
を
受
け
る
と
共
に
、
自
分
の
学
ん
で
き
た
専
門
知
識
を
生
か
す
べ
き
場
所
を
見
つ
け
た
と 

い
う
喜
び
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
イ
ン
ド
と
仏
教
に
関
心
が
あ
り
旅
行
に
参
加
し
た
と
い
う
一
人
の
学
生
は
、
同
じ
よ
う
に
泣
き
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
全
く
別
の
こ
と
を
語
っ 

た
。
彼
女
も
、
カ
ル
カ
ッ
タ
到
着
以
来
、
埃
ま
み
れ
の
イ
ン
ド
の
貧
し
い
様
子
に
シ
ョ
ツ
ク
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
れ
以
来
、
イ
ン
ド
を
怖 

い
と
思
い
、
汚
い
と
思
っ
て
旅
を
続
け
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
旅
行
も
中
盤
を
迎
え
、
イ
ン
ド
の
子
供
達
の
笑
顔
を
ず
っ
と
見
て
い
る
う
ち
に
、
そ 

ん
な
自
分
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
当
に
貧
し
く
て
汚
い
の
は
、
自
分
た
ち
で
は
な
い
か
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
カ
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ッ
タ
以
来
イ
ン
ド
に
恐
怖
感
を
抱
き
、
イ
ン
ド
の
人
々
を
バ
ス
の
中
か
ら
眺
め
て
い
る
自
分
た
ち
の
方
が
恥
ず
か
し
い
と
言
っ
て
、
涙
を
流
し
た
の
で
あ 

る
。

こ
の
二
つ
の
涙
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
イ
ン
ド
の
劣
悪
な
水
道
事
情
に
驚
き
、
何
と
か
日
本
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ 

た
い
と
思
っ
た
一
人
目
の
学
生
の
気
持
ち
は
、
彼
女
の
学
問
に
直
結
す
る
よ
う
な
誠
実
さ
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
生
活
水
準
を
現
在
の
状
況
に
ま
で
押
し
上 

げ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
情
熱
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
意
味
で
、
社
会
に
役
立
つ
実
践
的
人
間
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
方
の
学
生 

は
、
「貧
し
く
て
汚
い
の
は
自
分
だ
」
と
涙
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
涙
は
、
お
そ
ら
く
社
会
に
は
何
も
生
み
出
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な 

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
彼
女
の
得
た
、
大
き
な
智
慧
で
あ
り
、
い
か
な
る
形
で
で
も
、
彼
女
の
生
涯
を
方
向
付
け
る
原
動
力
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
悪 

の
自
覚
が
生
み
出
す
人
間
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
と
、
そ
の
時
感
じ
た
の
で
あ
る
。

同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
発
表
終
了
後
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
も
最
も
印
象
に
残
っ
た
も
の
を 

紹
介
し
て
、
こ
の
報
告
を
閉
じ
た
い
。

発
表
終
了
後
、
先
に
も
記
す
よ
う
に
基
本
的
な
質
問
が
続
い
て
、
休
憩
時
間
に
入
っ
た
。
そ
の
時
、

一
人
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
教
員
が
近
づ
い
て 

き
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
も
、
学
生
を
イ
ン
ド
へ
連
れ
て
い
く
と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
時
カ
ル
カ
ッ
タ
の
空
港
で
、
私
が
発
表
中
で 

紹
介
し
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
経
験
を
、
学
生
た
ち
が
し
た
の
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
は
、
貧
し
い
子
供
た
ち
に
学
生
の
団
体
が
囲
ま
れ
る
と
い
う
体
験
で
あ 

る
。
し
か
し
そ
の
時
、
引
率
教
員
の
一
人
が
、
学
生
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
、
彼
は
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
先
生
は
囲
ま
れ
る
学
生
に
向
け
て
、
「
よ
く
見 

な
さ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
、
語
っ
た
の
だ
と
い
う
。
短
い
休
憩
時
間
の
混
雑
し
た
ロ
ビ
ー
で
、
近
づ
い
て
き
た 

研
究
者
と
、
貧
し
い
語
学
力
で
そ
れ
以
上
話
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
彼
は
、
私
の
イ
ン
ド
で
の
体
験
を
聞
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
真 

宗
と
い
う
異
な
る
宗
教
的
伝
統
に
立
つ
も
の
の
受
け
取
め
の
違
い
を
、
強
く
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
真
宗
的
態
度
と
キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
の
決 

定
的
な
違
い
を
、
個
人
的
に
は
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

註
①
 

同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
活
躍
し
た
神
学
者
，
宗
教
学
者
で
あ
る
ル
ー
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー(

一
ハ
九
六
——

一
九
三
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を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
る
、
宗
教
間
対
話
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
大
谷
大
学
と
の
対
話
は
一
九
九
九
年
五
月
に
第
三
回
大
会
と
し
て
開 

催
さ
れ
、
そ
の
記
録
は
『仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
』
と
し
て
法
蔵
館
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。

当
日
の
発
表
は
英
語
で
行
っ
た
が
、
発
表
原
稿
に
つ
い
て
は
、
現
在
本
学
博
士
課
程
在
籍
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
君
に
下
訳
を
つ
け
て
も
ら 

い
、
そ
の
後
、
同
君
と
討
議
を
重
ね
な
が
ら
文
章
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
載
す
る
日
本
語
版
に
つ
い
て
は
、
発
表
後
さ
ら
に
訂
正
を
加 

え
た
た
め
、
当
日
の
も
の
と
の
間
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
英
語
版
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ5
^

之

艮

晶!
^

ヨ
す
品
よ
り
出
版
の
予
定
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、

一
五
七
〇
年
に
日
本
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
布
教
長
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
に
よ
る
一
五
七
一
年
九
月
ニ
ニ
日
付
け
の
報 

告

に

は

「
こ
の
宗
派
は
ル
ー
テ
ル
の
宗
派
に
似
て
、
救
わ
れ
る
た
め
に
は
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
だ
け
で
よ
い
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ 

い
て
は
、
東
本
願
寺
出
版
部
『キ
リ
シ
タ
ン
か
ら
見
た
真
宗
』
参
照
の
こ
と
。

大
会
二
日
目
に
行
わ
れ
た
全
体
会
議
に
お
け
る
マ
ー
ク
・
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー(

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
教
授)

の
基
調
講
義
よ
り
。
題
目
は 

「宗
教
戦
争
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
平
和
」
で
あ
っ
た
。

中

村

元

『ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば(

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ)

』
岩
波
文
庫
ハ
一
頁 

山
口
益
編
『仏
教
聖
典
』
平
楽
寺
書
店 

ニ
ニ
頁 

中

村

元

『ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
感
興
の
こ
と
ば(

ダ
ン
マ
パ
ダ)

』
岩
波
文
庫
一
〇
頁

『
一
念
多
念
文
意
』
『真
宗
聖
典
』
五
四
五
頁 

『歎
異
抄
』
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁 

『末
灯
鈔
』
『真
宗
聖
典
』
六
〇
三
頁 

『正
像
末
和
讃
』
『真
宗
聖
典
』
五
一 

ー
頁 

『歎
異
抄
』
『真
宗
聖
典
』
六
三
三
頁 

同

右
 

ベ
ト
ナ
ム
出
身
の
僧
侶
テ
イ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
中
心
と
な
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「行
動
す
る
仏
教
」
。
仏
道
の
出
発
と
し
て
あ
る
「苦
」
を
、

個
に
と
ど
ま
ら
ず
社
会
的
問
題
に
ま
で
拡
大
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
運
動
。
 

「福
音
主
義
の
見
地
か
ら
見
た
暴
力
と
そ
の
克
服
」
と
題
す
る
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
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新
共
同
訳
『聖
書
』
「
ロ
ー
マ
信
徒
へ
の
手
紙
」

一
ニ
ー
ー
ー
ー

ケ
ス
マ
ン
氏
の
発
表
原
稿
を
、
国
際
仏
教
研
究
班
で
翻
訳
し
た
も
の
に
よ
る
。
 

『正
像
末
和
讃
』
『真
宗
聖
典
』
五
〇
九
頁

大
阪
難
波
別
院
発
行
の
新
聞
『南
御
堂
』
ニ
〇
〇
二
年
一 

ー
月
発
行
。

36


