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い
う
時
は
、
必
ず
こ
の
「
惻
」
を
使
っ
て
い
る
。（『
定
本
』
一
一

六
・
二
〇
〇
・
二
五
五
・
二
六
三
・
三
二
五
頁
参
照
）
つ
ま
り
、

親
鸞
に
お
い
て
、
仏
智
や
如
来
は
、
凡
夫
と
し
て
の
「
い
た
み
」

を
離
れ
て
は
、
測
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ま
さ
に
、「
仏
意
惻
り
難
し
」（
至
心
釈
）
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
よ
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
、

今
当
に
略
し
て
、
虚
空
の
相
を
住
持
に
能
わ
ざ
る
を
示
し
て
、

用
て
彼
の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
す
。
乃
至

 

（『
定
本
』
七
九
頁
）

と
い
う
引
文
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、『
論
註
』
の
原
文
で
は
、

今
当
に
略
し
て
、
虚
作
の
相
、
住
持
に
能
わ
ざ
る
を
示
し
て
、

用
て
彼
の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
す
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
一
頁
）

と
あ
り
、『
論
註
』
で
は
こ
の
後
に
『
呉
越
春
秋
』
と
『
前
漢

書
』
の
譬
え
を
引
い
て
、
衆
生
の
作
す
こ
と
の
全
て
が
住
持
す
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
虚
作
の
相
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆

に
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
か
に
し
て
い
く
。
そ
れ
を
親
鸞
は
、｢

行
巻｣

に
お
い
て
は
譬
え
を
乃
至
し
て
、
さ
ら
に
、「
虚
作
の

相
」
を
「
虚
空
の
相
」
と
し
て
い
る
。
虚
空
と
い
う
の
は
、
勿
論

涅
槃
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
よ
っ
て
原
文
に
従
え
ば
、「
住

持
に
能
わ
ざ
る
」
の
主
語
は
衆
生
で
あ
る
か
ら
、『
教
行
信
証
』

で
は
、
虚
空
の
相
は
、
衆
生
に
は
住
持
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と

い
う
意
味
と
な
る
。
涅
槃
と
い
う
の
は
、
衆
生
が
住
持
出
来
る
も

の
で
も
な
く
、
全
く
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
よ
う
な

「
知
ら
ず
求
め
ざ
る
」
も
の
を
ど
の
よ
う
に
感
得
す
る
の
か
と
い

え
ば
、
そ
れ
は
転
成
の
事
実
と
し
て
感
得
す
る
の
で
あ
る
。「
逆

謗
闡
提
恒
沙
無
明
の
海
水
」
の
自
覚
こ
そ
、
不
虚
作
住
持
功
徳
の

自
証
で
あ
る
。
無
上
大
涅
槃
は
阿
弥
陀
の
本
願
力
と
し
て
は
た
ら

く
の
で
あ
る
。

『
定
本
』
で
は
、「
喩
ル
ガ
」
と
訓
じ
て
い
る
が
、
文
章
が
繋

が
ら
な
い
の
で
、『
真
宗
聖
典
』
を
参
照
に
し
、「
喩
う
」
と
し
た
。

『
大
経
』「
嘆
仏
偈
」・『
真
聖
全
』
一
・
七
頁

（

）
39

（

）
40

（

）
41

59

は
じ
め
に

　
簡
単
な
自
己
紹
介
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
僧
籍
を
も
つ
一
人
の
真
宗
門
徒
と
し
て
、
学
生
時
代
に
は
仏
教
学
と
宗
教

学
を
専
攻
し
ま
し
た
。
御
縁
を
い
た
だ
い
て
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
は
大
谷
大
学
真
宗
学
科
の
教
員
と
し
て
、
学
生
と
一
緒
に
釈
尊
・
親
鸞

の
教
え
に
学
ん
で
い
ま
す
。
大
学
教
員
と
し
て
も
研
究
者
と
し
て
も
い
ま
だ
に
未
熟
で
す
が
、
仏
教
、
な
か
で
も
浄
土
真
宗
に
は
、
歴
史

的
・
文
化
的
限
定
を
超
え
た
普
遍
性
が
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
の
人
が
「
生
ま
れ
た
意
義
と
生
き
る
喜
び
を
見
つ
け
る
」
力

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
の
大
き
な
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
仏
教
を
語
り
、
真
宗
の
信
心

を
表
現
す
れ
ば
、
社
会
的
・
文
化
的
・
言
語
的
な
背
景
を
異
に
す
る
多
様
な
人
々
に
伝
わ
り
、
理
解
と
共
感
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
方
法
が
な
か
な
か
分
か
ら
ず
、
い
ま
も
模
索
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
現
代
の
真
宗
学
に
お
い
て
解
釈
や
表
現
に
関
す
る
問
題
が
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
こ
と
は
、
私
が
申
す
ま
で
も
な
く
多
く
の
先
学
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
親
鸞
の
思
想
に
関
心
を
寄
せ
る
哲
学
者
や
宗
教
学
者
か
ら
は
、
期
待
を
こ
め
た
厳
し
い
問
い
か
け

普
遍
宗
教
と
し
て
の
浄
土
真
宗

│
│
無
償
の
贈
与
を
平
等
に
分
か
ち
合
う
思
想
│
│

井
　
　
上
　
　
尚
　
　
実
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や
批
判
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
が
特
に
共
感
を
覚
え
た
も
の
を
い
く
つ
か
、
お
手
元
に
お
配
り
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
引
用
し
て
お

き
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
五
年
の
真
宗
学
会
大
会
に
招
か
れ
た
武
内
義
範
先
生
は
、
講
演
の
中
で
次
の
よ
う

に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

宗
教
的
真
理
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
概
念
で
表
現
し
て
も
、
そ
れ
で
十
分
に
表
現
し
切
れ
る
も
の
だ
と
は
か
ぎ
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
都
度
そ
の
都
度
、
精
神
情
況
や
社
会
の
情
況
と
か
、
現
実
の
情
況
と
い
う
も
の
に
即
し
て
、
表
現
の
仕
方
を
変
え
て

い
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
変
え
て
い
け
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
あ
る
程
度
は
融
通
を
つ
け
て
、
変
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
面
が
あ

り
ま
す
。
真
宗
教
学
の
場
合
、
む
し
ろ
そ
の
点
が
非
常
に
固
定
的
で
保
守
的
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
を
も
う
少
し
考
え
直
し
て
い
く

必
要
も
あ
る
か
、
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
代
真
宗
教
学
の
「
固
定
的
で
保
守
的
」
な
あ
り
方
の
問
題
に
つ
い
て
、『
親
鸞
と
学
的
精
神
』（
二

〇
〇
九
年
）
の
中
で
、
今
村
仁
司
先
生
は
一
層
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
晩
年
に
清
沢
満
之
の
思
想
を
集
中
的
に
学
び
、
親
鸞

に
深
く
傾
倒
さ
れ
た
今
村
先
生
の
問
い
か
け
は
、
切
実
な
要
請
と
し
て
私
た
ち
の
心
に
響
き
ま
す
。

　
い
か
に
し
て
仏
教
は
現
代
世
界
と
世
界
史
の
現
在
の
な
か
で
、
そ
れ
固
有
の
思
想
的
実
践
的
活
力
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。

　
あ
る
い
は
、
資
本
主
義
現
代
の
真
只
中
で
人
々
は
自
己
利
害
中
心
で
生
き
る
こ
と
を
「
道
徳
的
善
」
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
で
生
き

て
い
る
と
き
、
換
言
す
れ
ば
、
経
済
＝
技
術
体
制
が
知
ら
ぬ
間
に
分
泌
す
る
効
率
主
義
と
生
産
力
中
心
主
義
に
関
す
る
種
々
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
ヴ
ェ
ー
ル
（
妄
念
と
妄
想
、
し
か
も
理
論
的
衣
装
を
ま
と
う
観
念
形
態
）
に
よ
っ
て
心
身
の
隅
々
ま
で
浸
透
さ
れ
て
い

な
が
ら
、
そ
の
現
実
を
疑
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
双
手
を
挙
げ
て
率
先
賛
同
し
て
い
る
強
烈
な
思
想
的
な
空
間
の
な
か
で
仏
教
が
同
時
代

的
に
存
在
し
て
い
る
と
き
に
、
は
た
し
て
仏
教
は
現
代
的
意
義
を
な
お
も
っ
て
い
る
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
仏

教
者
は
自
信
を
も
っ
て
仏
教
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

（

）
1
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あ
る
い
は
、
江
戸
幕
藩
体
制
に
よ
っ
て
人
工
的
に
作
り
あ
げ
ら
れ
た
「
宗
派
別
仏
教
（
宗
門
仏
教
）」
の
共
存
体
制
は
、
何
ら
本

来
の
仏
教
で
は
な
く
、
上
か
ら
降
っ
て
き
た
政
治
的
＝
宗
教
的
制
度
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
根
本
か
ら
規
定
さ
れ
て

今
に
至
る
「
日
本
的
」
仏
教
諸
派
が
、
そ
れ
に
無
自
覚
の
ま
ま
「
宗
門
別
解
釈
学
」（
真
宗
学
と
か
禅
学
と
か
天
台
学
と
か
）
を
固

定
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
宗
門
別
「
解
釈
図
式
」（
教
科
書
的
な
型
ど
お
り
の
繰
り
返
し
形
式
）
は
、
は
た
し
て
現

代
的
有
効
性
、
つ
ま
り
功
利
主
義
的
精
神
に
満
た
さ
れ
た
民
衆
の
心
を
翻
し
て
、
仏
教
の
本
来
の
教
え
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
明
治
時
代
に
お
い
て
と
同
様
に
い
ま
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
疑
い
が
非
常
に
濃
厚
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
心
あ
る
仏
教
者
は
、
宗
門
を
越
え
て
、
仏
教
の
現
状
に
深
い
懐
疑
を
抱
き
は
じ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
少
し
長
い
引
用
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
今
村
先
生
は
、
現
代
資
本
主
義
社
会
の
情
況
と
そ
こ
に
支
配
的
な
精
神
状
況
に
つ
い
て
、

「
自
己
利
害
中
心
」
の
「
功
利
主
義
的
」
な
「
妄
念
と
妄
想
」
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
た
上
で
（
こ
れ
は
人
間
の
苦
悩
の
原
因
に

つ
い
て
の
釈
尊
の
洞
察
と
基
本
的
に
一
致
し
ま
す
が
）、
現
代
の
高
度
に
発
展
し
た
資
本
主
義
の
経
済
＝
技
術
体
制
を
支
え
て
い
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
的
宗
学
や
宗
門
の
枠
に
と
ら
わ
れ
た
近
代
教
学
は
、
そ
れ
を
批
判
し
、
人
々
を
解
放
に
導

く
だ
け
の
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　
同
様
の
問
題
意
識
は
、
近
世
思
想
史
を
専
門
と
さ
れ
る
大
桑
斉
先
生
か
ら
も
「
批
評
的
批
判
的
提
言
」
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
桑
先
生
は
『
真
宗
と
他
者
』（
二
〇
一
〇
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
考
に
お
い
て
、「
内
へ
折
れ
込
む
」
傾
向
の
強
い
真
宗
近
代
教
学
が
現

代
に
応
答
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
さ
れ
、「
自
己
が
他
者
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
可
能
な
の
か
」
と
い
っ
た
現
代
思

想
・
哲
学
の
大
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
よ
う
な
真
宗
学
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の
思
想
を
教
理
的
な
専
門
用
語
の
型

ど
お
り
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
語
る
の
で
は
な
く
、
思
想
の
根
本
に
立
ち
返
っ
た
上
で
、
現
代
の
学
問
の
世
界
に
通
ず
る
よ
う
な
普
遍
性

を
も
っ
た
言
葉
で
表
現
し
、
異
な
っ
た
背
景
を
も
つ
他
者
と
対
話
で
き
る
よ
う
な
真
宗
学
で
す
。
そ
の
よ
う
に
真
宗
学
が
開
か
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
、
英
語
を
は
じ
め
と
す
る
異
な
っ
た
言
語
圏
の
普
通
の
人
々
に
も
伝
わ
る
よ
う
な
、「
一
切
衆
生
」
を
念
頭
に
お
い
た

（

）
2

（

）
3
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や
批
判
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
が
特
に
共
感
を
覚
え
た
も
の
を
い
く
つ
か
、
お
手
元
に
お
配
り
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
引
用
し
て
お

き
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
五
年
の
真
宗
学
会
大
会
に
招
か
れ
た
武
内
義
範
先
生
は
、
講
演
の
中
で
次
の
よ
う

に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

宗
教
的
真
理
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
概
念
で
表
現
し
て
も
、
そ
れ
で
十
分
に
表
現
し
切
れ
る
も
の
だ
と
は
か
ぎ
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
都
度
そ
の
都
度
、
精
神
情
況
や
社
会
の
情
況
と
か
、
現
実
の
情
況
と
い
う
も
の
に
即
し
て
、
表
現
の
仕
方
を
変
え
て

い
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
変
え
て
い
け
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
あ
る
程
度
は
融
通
を
つ
け
て
、
変
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
面
が
あ

り
ま
す
。
真
宗
教
学
の
場
合
、
む
し
ろ
そ
の
点
が
非
常
に
固
定
的
で
保
守
的
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
を
も
う
少
し
考
え
直
し
て
い
く

必
要
も
あ
る
か
、
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
代
真
宗
教
学
の
「
固
定
的
で
保
守
的
」
な
あ
り
方
の
問
題
に
つ
い
て
、『
親
鸞
と
学
的
精
神
』（
二

〇
〇
九
年
）
の
中
で
、
今
村
仁
司
先
生
は
一
層
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
晩
年
に
清
沢
満
之
の
思
想
を
集
中
的
に
学
び
、
親
鸞

に
深
く
傾
倒
さ
れ
た
今
村
先
生
の
問
い
か
け
は
、
切
実
な
要
請
と
し
て
私
た
ち
の
心
に
響
き
ま
す
。

　
い
か
に
し
て
仏
教
は
現
代
世
界
と
世
界
史
の
現
在
の
な
か
で
、
そ
れ
固
有
の
思
想
的
実
践
的
活
力
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。

　
あ
る
い
は
、
資
本
主
義
現
代
の
真
只
中
で
人
々
は
自
己
利
害
中
心
で
生
き
る
こ
と
を
「
道
徳
的
善
」
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
で
生
き

て
い
る
と
き
、
換
言
す
れ
ば
、
経
済
＝
技
術
体
制
が
知
ら
ぬ
間
に
分
泌
す
る
効
率
主
義
と
生
産
力
中
心
主
義
に
関
す
る
種
々
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
ヴ
ェ
ー
ル
（
妄
念
と
妄
想
、
し
か
も
理
論
的
衣
装
を
ま
と
う
観
念
形
態
）
に
よ
っ
て
心
身
の
隅
々
ま
で
浸
透
さ
れ
て
い

な
が
ら
、
そ
の
現
実
を
疑
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
双
手
を
挙
げ
て
率
先
賛
同
し
て
い
る
強
烈
な
思
想
的
な
空
間
の
な
か
で
仏
教
が
同
時
代

的
に
存
在
し
て
い
る
と
き
に
、
は
た
し
て
仏
教
は
現
代
的
意
義
を
な
お
も
っ
て
い
る
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
仏

教
者
は
自
信
を
も
っ
て
仏
教
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

（

）
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あ
る
い
は
、
江
戸
幕
藩
体
制
に
よ
っ
て
人
工
的
に
作
り
あ
げ
ら
れ
た
「
宗
派
別
仏
教
（
宗
門
仏
教
）」
の
共
存
体
制
は
、
何
ら
本

来
の
仏
教
で
は
な
く
、
上
か
ら
降
っ
て
き
た
政
治
的
＝
宗
教
的
制
度
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
根
本
か
ら
規
定
さ
れ
て

今
に
至
る
「
日
本
的
」
仏
教
諸
派
が
、
そ
れ
に
無
自
覚
の
ま
ま
「
宗
門
別
解
釈
学
」（
真
宗
学
と
か
禅
学
と
か
天
台
学
と
か
）
を
固

定
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
宗
門
別
「
解
釈
図
式
」（
教
科
書
的
な
型
ど
お
り
の
繰
り
返
し
形
式
）
は
、
は
た
し
て
現

代
的
有
効
性
、
つ
ま
り
功
利
主
義
的
精
神
に
満
た
さ
れ
た
民
衆
の
心
を
翻
し
て
、
仏
教
の
本
来
の
教
え
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
明
治
時
代
に
お
い
て
と
同
様
に
い
ま
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
疑
い
が
非
常
に
濃
厚
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
心
あ
る
仏
教
者
は
、
宗
門
を
越
え
て
、
仏
教
の
現
状
に
深
い
懐
疑
を
抱
き
は
じ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
少
し
長
い
引
用
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
今
村
先
生
は
、
現
代
資
本
主
義
社
会
の
情
況
と
そ
こ
に
支
配
的
な
精
神
状
況
に
つ
い
て
、

「
自
己
利
害
中
心
」
の
「
功
利
主
義
的
」
な
「
妄
念
と
妄
想
」
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
た
上
で
（
こ
れ
は
人
間
の
苦
悩
の
原
因
に

つ
い
て
の
釈
尊
の
洞
察
と
基
本
的
に
一
致
し
ま
す
が
）、
現
代
の
高
度
に
発
展
し
た
資
本
主
義
の
経
済
＝
技
術
体
制
を
支
え
て
い
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
的
宗
学
や
宗
門
の
枠
に
と
ら
わ
れ
た
近
代
教
学
は
、
そ
れ
を
批
判
し
、
人
々
を
解
放
に
導

く
だ
け
の
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　
同
様
の
問
題
意
識
は
、
近
世
思
想
史
を
専
門
と
さ
れ
る
大
桑
斉
先
生
か
ら
も
「
批
評
的
批
判
的
提
言
」
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
桑
先
生
は
『
真
宗
と
他
者
』（
二
〇
一
〇
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
考
に
お
い
て
、「
内
へ
折
れ
込
む
」
傾
向
の
強
い
真
宗
近
代
教
学
が
現

代
に
応
答
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
さ
れ
、「
自
己
が
他
者
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
可
能
な
の
か
」
と
い
っ
た
現
代
思

想
・
哲
学
の
大
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
よ
う
な
真
宗
学
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の
思
想
を
教
理
的
な
専
門
用
語
の
型

ど
お
り
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
語
る
の
で
は
な
く
、
思
想
の
根
本
に
立
ち
返
っ
た
上
で
、
現
代
の
学
問
の
世
界
に
通
ず
る
よ
う
な
普
遍
性

を
も
っ
た
言
葉
で
表
現
し
、
異
な
っ
た
背
景
を
も
つ
他
者
と
対
話
で
き
る
よ
う
な
真
宗
学
で
す
。
そ
の
よ
う
に
真
宗
学
が
開
か
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
、
英
語
を
は
じ
め
と
す
る
異
な
っ
た
言
語
圏
の
普
通
の
人
々
に
も
伝
わ
る
よ
う
な
、「
一
切
衆
生
」
を
念
頭
に
お
い
た

（

）
2

（

）
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宗
教
と
し
て
の
真
宗
の
広
さ
が
現
実
に
活
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
方
向
性
に
関
し
て
、
長
年
に
わ
た
り
大
谷
派
の
真
宗
学
を
リ
ー
ド
さ
れ
て
き
た
廣
瀬
杲
先
生
も
、
今
年
（
二
〇
一
一
年
）

元
旦
の
『
南
御
堂
』
に
「
悲
願
の
一
乗
」
と
題
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
「
教
学
」
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
教
理
学
的
な
表
現
を
と
ら
な
け
れ
ば
教
学
で
な
い
と
考
え
ま
す
が
、
こ
こ
で
言
う
教
学
は

難
し
い
教
理
学
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
う
な
れ
ば
、
教
え
を
学
ん
で
い
く
基
本
姿
勢
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
基
本

姿
勢
と
い
う
も
の
が
教
学
体
系
の
中
に
表
現
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
教
学
」
が
い
つ
し
か
教
理
の

積
み
重
ね
と
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
浄
土
教
の
教
学
を
も
、
聖
道
仏
教
の
教
理
学
で
学
ん
で
き

た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
浄
土
教
の
教
学
と
し
て
自
立
し
き
れ
な
い
曖
昧
さ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
…

（
中
略
）
…
あ
る
意
味
で
は
、
聖
道
の
教
理
を
超
え
て
い
く
よ
う
な
も
の
を
見
い
出
し
、
親
鸞
の
「
教
学
」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ

は
「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
一
語
を
展
開
し
て
い
く
ほ
か
に
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

　
何
故
な
ら
ば
、
あ
の
「
聖
道
権
仮
の
方
便
に
　
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て
　
諸
有
に
流
転
の
身
と
ぞ
な
る
　
悲
願
の
一
乗
帰
命

せ
よ
」（
真
宗
聖
典
四
八
五
頁
）
と
い
う
教
相
判
釈
の
中
で
、「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、「
諸
有
に
流
転
の

身
と
ぞ
な
る
」
聖
道
仏
教
の
在
り
方
と
い
う
も
の
を
徹
底
し
て
批
判
し
尽
く
す
わ
け
で
、
教
理
の
上
で
戦
い
を
す
る
と
い
う
の
で
は

な
く
て
、
教
え
を
学
ん
だ
も
の
に
お
い
て
頷
い
た
事
柄
を
道
理
と
し
て
公
開
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
教
え
を
聞
い
た
も
の
が
持
た
ね

ば
な
ら
な
い
責
任
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

　
こ
こ
で
「
悲
願
の
一
乗
」
と
は
、
す
べ
て
の
生
命
を
苦
し
み
か
ら
解
放
し
、
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
本
願
の
働
き
、

普
遍
的
で
平
等
な
慈
悲
の
働
き
を
さ
し
ま
す
。「
一
乗
（
エ
ー
カ
・
ヤ
ー
ナ
）」
の
「
一
（
エ
ー
カ
）」
は
、「
普
遍
・
一
般
（
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
）」
の
「
一
（
ユ
ニ
）」
に
通
じ
、
文
字
通
り
す
べ
て
を
摂
め
取
る
「
普
遍
的
救
済
の
教
え
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
普
遍
性
を
「
道

理
と
し
て
公
開
し
て
い
く
」
と
い
う
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
の
基
本
姿
勢
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
中
に

（

）
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差
別
と
排
除
を
も
た
ら
す
よ
う
な
分
析
的
思
考
（
苦
し
み
を
も
た
ら
す
虚
妄
分
別
。
神
聖
さ
を
装
い
、
理
論
的
ヴ
ェ
ー
ル
を
被
っ
た
「
宗

教
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
む
）
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
根
本
を
公
に
開
こ
う
と
努
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
代

の
真
宗
学
に
お
い
て
、
自
力
聖
道
の
教
理
に
代
わ
る
べ
き
学
問
は
何
で
あ
る
の
か
、
煩
瑣
で
難
解
な
教
理
用
語
の
代
わ
り
に
、
ど
の
よ
う

な
範
疇
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
有
力
な
候
補
の
一
つ
は
、
現
代
の
哲
学
で
あ
り
、
そ
の

普
遍
性
を
も
っ
た
概
念
や
思
想
の
言
葉
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
明
治
初
期
に
お
け
る
仏
教
存
続
の
危
機
に
あ
た
っ
て
井
上
円
了
や
清
沢
満

之
が
試
み
た
の
と
同
様
に
、
同
時
代
の
哲
学
を
参
照
し
引
用
す
る
こ
と
は
、「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
展
開
し
て
い
く

有
効
な
方
法
と
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
今
年
度
の
真
宗
学
会
大
会
に
学
内
の
講
師
と
し
て
機
会
を
与
え
ら
れ
、
学
外
か
ら
柄
谷
行
人
先
生
を
お
招
き
し
ま
し
た
の
は
、
昨
年
五

月
の
大
谷
学
会
に
お
け
る
講
演
を
拝
聴
し
、
さ
ら
に
翌
月
発
行
さ
れ
た
『
世
界
史
の
構
造
』
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
こ
に
提
示
さ

れ
た
「
普
遍
宗
教
」
の
定
義
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。「
悲
願
の
一
乗
」
の
現
代
的
な
表
現
と
し
て
「
普
遍
宗
教
」
と

い
う
概
念
は
的
確
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
交
換
様
式
Ｄ
」（
贈
与
と
返
礼
の
高
次
元
で
の
回
復
）
で
あ
る
と
す
る
柄
谷
先
生
の
定

義
は
、「
二
種
回
向
」
と
し
て
の
浄
土
真
宗
の
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
そ
の
回
向
論
解
釈
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。「
功
徳
を
廻
施
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
「
回
向
」
と
は
、
基
本
的
に
贈
与
あ
る
い
は
交
換
の
あ
り
方
で
す
が
、
親
鸞
は
、

通
仏
教
的
・
常
識
的
な
自
力
回
向
を
否
定
し
批
判
し
て
、
そ
の
方
向
を
逆
転
し
ま
し
た
。「
与
え
ら
れ
て-

あ
る
」
こ
と
、
阿
弥
陀
仏
に

よ
る
無
量
の
功
徳
の
純
粋
贈
与
を
、
無
数
の
他
者
と
共
に
「
い
た
だ
い
て
分
か
ち
合
う
」
他
力
回
向
の
働
き
の
中
に
、
平
等
で
普
遍
的
な

目
覚
め
の
鍵
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
。「
往
還
の
二
種
回
向
は
、
交
換
様
式
Ｄ
す
な
わ
ち
贈
与
と
返
礼
の
高
次
元
で
の
回
復
で
あ
る
」
と

い
う
よ
う
に
解
釈
し
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
理
と
し
て
公
開
す
る
道
が
一
つ
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
『
世
界
史
の
構
造
』
の
中
で
、
柄
谷
先
生
は
交
換
様
式
か
ら
宗
教
を
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
贈
与
論
的
な
視
点
か
ら
の
「
教
相

判
釈
」
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
四
つ
の
タ
イ
プ
の
交
換
様
式
に
つ
い
て
は
、
本
日
の
講
演
の
た
め
に
柄
谷
先
生
が
御
用
意
く
だ
さ
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宗
教
と
し
て
の
真
宗
の
広
さ
が
現
実
に
活
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
方
向
性
に
関
し
て
、
長
年
に
わ
た
り
大
谷
派
の
真
宗
学
を
リ
ー
ド
さ
れ
て
き
た
廣
瀬
杲
先
生
も
、
今
年
（
二
〇
一
一
年
）

元
旦
の
『
南
御
堂
』
に
「
悲
願
の
一
乗
」
と
題
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
「
教
学
」
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
教
理
学
的
な
表
現
を
と
ら
な
け
れ
ば
教
学
で
な
い
と
考
え
ま
す
が
、
こ
こ
で
言
う
教
学
は

難
し
い
教
理
学
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
う
な
れ
ば
、
教
え
を
学
ん
で
い
く
基
本
姿
勢
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
基
本

姿
勢
と
い
う
も
の
が
教
学
体
系
の
中
に
表
現
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
教
学
」
が
い
つ
し
か
教
理
の

積
み
重
ね
と
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
浄
土
教
の
教
学
を
も
、
聖
道
仏
教
の
教
理
学
で
学
ん
で
き

た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
浄
土
教
の
教
学
と
し
て
自
立
し
き
れ
な
い
曖
昧
さ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
…

（
中
略
）
…
あ
る
意
味
で
は
、
聖
道
の
教
理
を
超
え
て
い
く
よ
う
な
も
の
を
見
い
出
し
、
親
鸞
の
「
教
学
」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ

は
「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
一
語
を
展
開
し
て
い
く
ほ
か
に
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

　
何
故
な
ら
ば
、
あ
の
「
聖
道
権
仮
の
方
便
に
　
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て
　
諸
有
に
流
転
の
身
と
ぞ
な
る
　
悲
願
の
一
乗
帰
命

せ
よ
」（
真
宗
聖
典
四
八
五
頁
）
と
い
う
教
相
判
釈
の
中
で
、「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、「
諸
有
に
流
転
の

身
と
ぞ
な
る
」
聖
道
仏
教
の
在
り
方
と
い
う
も
の
を
徹
底
し
て
批
判
し
尽
く
す
わ
け
で
、
教
理
の
上
で
戦
い
を
す
る
と
い
う
の
で
は

な
く
て
、
教
え
を
学
ん
だ
も
の
に
お
い
て
頷
い
た
事
柄
を
道
理
と
し
て
公
開
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
教
え
を
聞
い
た
も
の
が
持
た
ね

ば
な
ら
な
い
責
任
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

　
こ
こ
で
「
悲
願
の
一
乗
」
と
は
、
す
べ
て
の
生
命
を
苦
し
み
か
ら
解
放
し
、
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
本
願
の
働
き
、

普
遍
的
で
平
等
な
慈
悲
の
働
き
を
さ
し
ま
す
。「
一
乗
（
エ
ー
カ
・
ヤ
ー
ナ
）」
の
「
一
（
エ
ー
カ
）」
は
、「
普
遍
・
一
般
（
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
）」
の
「
一
（
ユ
ニ
）」
に
通
じ
、
文
字
通
り
す
べ
て
を
摂
め
取
る
「
普
遍
的
救
済
の
教
え
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
普
遍
性
を
「
道

理
と
し
て
公
開
し
て
い
く
」
と
い
う
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
の
基
本
姿
勢
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
中
に

（

）
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差
別
と
排
除
を
も
た
ら
す
よ
う
な
分
析
的
思
考
（
苦
し
み
を
も
た
ら
す
虚
妄
分
別
。
神
聖
さ
を
装
い
、
理
論
的
ヴ
ェ
ー
ル
を
被
っ
た
「
宗

教
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
む
）
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
根
本
を
公
に
開
こ
う
と
努
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
代

の
真
宗
学
に
お
い
て
、
自
力
聖
道
の
教
理
に
代
わ
る
べ
き
学
問
は
何
で
あ
る
の
か
、
煩
瑣
で
難
解
な
教
理
用
語
の
代
わ
り
に
、
ど
の
よ
う

な
範
疇
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
有
力
な
候
補
の
一
つ
は
、
現
代
の
哲
学
で
あ
り
、
そ
の

普
遍
性
を
も
っ
た
概
念
や
思
想
の
言
葉
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
明
治
初
期
に
お
け
る
仏
教
存
続
の
危
機
に
あ
た
っ
て
井
上
円
了
や
清
沢
満

之
が
試
み
た
の
と
同
様
に
、
同
時
代
の
哲
学
を
参
照
し
引
用
す
る
こ
と
は
、「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
展
開
し
て
い
く

有
効
な
方
法
と
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
今
年
度
の
真
宗
学
会
大
会
に
学
内
の
講
師
と
し
て
機
会
を
与
え
ら
れ
、
学
外
か
ら
柄
谷
行
人
先
生
を
お
招
き
し
ま
し
た
の
は
、
昨
年
五

月
の
大
谷
学
会
に
お
け
る
講
演
を
拝
聴
し
、
さ
ら
に
翌
月
発
行
さ
れ
た
『
世
界
史
の
構
造
』
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
こ
に
提
示
さ

れ
た
「
普
遍
宗
教
」
の
定
義
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。「
悲
願
の
一
乗
」
の
現
代
的
な
表
現
と
し
て
「
普
遍
宗
教
」
と

い
う
概
念
は
的
確
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
交
換
様
式
Ｄ
」（
贈
与
と
返
礼
の
高
次
元
で
の
回
復
）
で
あ
る
と
す
る
柄
谷
先
生
の
定

義
は
、「
二
種
回
向
」
と
し
て
の
浄
土
真
宗
の
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
そ
の
回
向
論
解
釈
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。「
功
徳
を
廻
施
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
「
回
向
」
と
は
、
基
本
的
に
贈
与
あ
る
い
は
交
換
の
あ
り
方
で
す
が
、
親
鸞
は
、

通
仏
教
的
・
常
識
的
な
自
力
回
向
を
否
定
し
批
判
し
て
、
そ
の
方
向
を
逆
転
し
ま
し
た
。「
与
え
ら
れ
て-

あ
る
」
こ
と
、
阿
弥
陀
仏
に

よ
る
無
量
の
功
徳
の
純
粋
贈
与
を
、
無
数
の
他
者
と
共
に
「
い
た
だ
い
て
分
か
ち
合
う
」
他
力
回
向
の
働
き
の
中
に
、
平
等
で
普
遍
的
な

目
覚
め
の
鍵
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
。「
往
還
の
二
種
回
向
は
、
交
換
様
式
Ｄ
す
な
わ
ち
贈
与
と
返
礼
の
高
次
元
で
の
回
復
で
あ
る
」
と

い
う
よ
う
に
解
釈
し
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
理
と
し
て
公
開
す
る
道
が
一
つ
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
『
世
界
史
の
構
造
』
の
中
で
、
柄
谷
先
生
は
交
換
様
式
か
ら
宗
教
を
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
贈
与
論
的
な
視
点
か
ら
の
「
教
相

判
釈
」
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
四
つ
の
タ
イ
プ
の
交
換
様
式
に
つ
い
て
は
、
本
日
の
講
演
の
た
め
に
柄
谷
先
生
が
御
用
意
く
だ
さ
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っ
た
資
料
の
中
に
、
田
の
字
型
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
そ
ち
ら
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
（
本
書
86
頁
、
図
1
）。
右
上
の

交
換
様
式
Ａ
：
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）
か
ら
時
計
と
反
対
周
り
に
、
Ｂ
：
収
奪
と
再
分
配
（
服
従
と
安
堵
）、
Ｃ
：
商
品
交
換
（
貨
幣
と

商
品
）、
Ｄ
：
Ｘ
（
Ａ
の
高
次
元
で
の
回
復
）
と
い
う
よ
う
に
、
未
開
社
会
に
支
配
的
な
交
換
様
式
か
ら
発
展
段
階
に
応
じ
て
配
列
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
四
つ
の
交
換
様
式
に
対
応
し
て
、
Ａ
：「
呪
術
」、
Ｂ
：「
宗
教
」、
Ｃ
：「
世
界
（
帝
国
）
宗
教
」、
Ｄ
：「
普
遍

宗
教
」
と
い
う
よ
う
に
宗
教
現
象
が
段
階
的
に
分
類
配
置
さ
れ
ま
す
。
交
換
様
式
Ｄ
す
な
わ
ち
「
贈
与
と
返
礼
の
高
次
元
で
の
回
復
」
は
、

現
実
と
し
て
は
存
在
し
な
い
の
で
「
Ｘ
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
Ｘ
は
普
遍
宗
教
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
と
い
う
の
が
柄
谷
先
生
の

考
え
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
宗
教
現
象
を
そ
こ
に
支
配
的
な
交
換
様
式
に
よ
っ
て
類
型
化
す
る
こ
と
は
、
観
念
的
な
教
義
の
内
容
に
偏
り
が
ち
な
「
教

相
判
釈
」
と
比
較
し
た
と
き
、
現
実
社
会
に
お
け
る
働
き
を
重
視
し
て
い
る
点
で
優
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
交
換
様
式
と
い
う
視
点
を

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
と
宗
教
の
間
の
密
接
な
関
係
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
普
遍
宗
教
の
特
質
と
可
能
性
が
明
ら
か
に

な
り
ま
す
。
講
演
資
料
の
図
1
に
示
さ
れ
た
交
換
様
式
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
支
配
的
な
社
会
の
あ
り
方

と
し
て
図
2
に
示
さ
れ
た
Ａ
：
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
Ｂ
：
国
家
、
Ｃ
：
資
本
、
Ｄ
：
Ｘ
に
対
応
し
ま
す
。
現
代
の
資
本
主
義
社
会
は
、
Ｃ
が
支

配
的
で
す
が
、
Ａ
と
Ｂ
も
変
化
し
た
形
で
存
続
し
て
お
り
、「
資
本
＝
ネ
ー
シ
ョ
ン
＝
国
家
」
が
接
合
さ
れ
た
構
造
と
し
て
捉
え
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
社
会
的
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
Ｘ
は
、
交
換
様
式
Ｄ
が
支
配
的
な
社
会
で
す
。
さ
ら
に
社
会
構
成

体
の
規
模
や
そ
の
相
互
の
関
係
を
考
慮
に
い
れ
た
の
が
、
図
3
に
示
さ
れ
た
「
世
界
シ
ス
テ
ム
の
諸
段
階
」
で
す
。
こ
こ
で
柄
谷
先
生
は
、

交
換
様
式
Ｄ
が
支
配
的
と
な
る
新
た
な
世
界
シ
ス
テ
ム
を
、
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
「
世
界
共
和
国
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
『
世
界
史
の
構
造
』
に
お
け
る
普
遍
宗
教
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
優
氏
が
注
目
し
て
論
じ
て
い
ま
す
し
、
本
日
の
講
演

で
も
柄
谷
先
生
か
ら
詳
し
く
お
話
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
こ
れ
以
上
こ
こ
で
私
の
不
確
か
な
要
約
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
図
1
〜
3
の
マ

ト
リ
ッ
ク
ス
の
縦
と
横
の
軸
が
、
そ
れ
ぞ
れ
不
平
等
Ｂ-

Ｃ
／
平
等
Ａ-

Ｄ
、
拘
束
Ａ-
Ｂ
／
自
由
Ｃ-

Ｄ
と
い
う
よ
う
に
、
社
会
の
平

（

）
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等
性
と
個
人
の
自
由
度
に
関
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
／
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
を
示
す
配
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
付
言
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
交

換
様
式
Ｄ
を
開
示
す
る
普
遍
宗
教
は
、
個
人
の
自
由
と
社
会
的
な
平
等
が
両
方
と
も
実
現
す
る
よ
う
な
社
会
を
作
る
方
向
に
人
を
動
か
す

宗
教
な
の
で
す
。

　
こ
の
交
換
様
式
と
い
う
視
点
を
仏
教
の
伝
統
に
適
用
す
る
と
、
釈
尊
の
仏
教
・
初
期
大
乗
浄
土
教
・
浄
土
真
宗
が
普
遍
宗
教
と
し
て
通

底
し
て
い
る
事
実
を
明
確
に
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
僧
院
の
学
問
仏
教
で
あ
る
聖
道
門
の
教
理
に
依
っ
て
い
て
は
、
そ
の
根
底
に
お

け
る
つ
な
が
り
を
明
示
す
る
の
は
困
難
で
す
。
教
理
学
を
構
築
し
た
学
僧
た
ち
の
間
で
は
、「
た
だ
念
仏
」
の
浄
土
教
は
理
知
的
・
修
道

的
な
仏
教
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
能
力
の
な
い
世
俗
生
活
者
の
た
め
の
劣
っ
た
教
え
と
み
な
す
よ
う
な
偏
見
が
ず
っ
と
支
配
的
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
彼
ら
の
土
俵
で
あ
る
教
理
学
よ
り
も
、
む
し
ろ
交
換
様
式
か
ら
み
た
教
相
判
釈
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
本
領
が
は
っ
き
り
し

ま
す
。

　
釈
尊
と
親
鸞
の
共
通
性
が
、
呪
術
的
な
供
犠
や
加
持
祈
祷
を
否
定
し
、
国
家
の
支
配
を
支
え
る
「
宗
教
」
を
厳
し
く
批
判
し
た
点
に
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
普
遍
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
特
質
が
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
普
遍
宗
教
性
の
表
現
、
交
換
様

式
Ｄ
を
開
示
し
て
い
る
聖
典
の
言
葉
を
吟
味
し
、
そ
の
歴
史
的
社
会
的
文
脈
を
含
め
て
解
釈
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
真
宗
学
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
以
下
、
最
初
期
の
仏
教
、
初
期
大
乗
仏
教
・
浄
土
教
、
浄
土

真
宗
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
い
く
つ
か
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
実
際
に
は
、
す
で
に
柄
谷
先

生
が
『
世
界
史
の
構
造
』
第
二
部
第
四
章
「
普
遍
宗
教
」
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
伝
統
と
し
て
仏
教
を
と
り
あ
げ
、
釈

尊
の
時
代
の
仏
教
と
と
も
に
十
三
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
上
で
、

若
干
の
典
拠
を
挙
げ
て
解
釈
を
加
え
る
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
現
実
の
国
家
や
社
会
に
深
く
関
わ
る
部
分
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
例
示
で
き
た
ら
と
思
い
ま

す
。
交
換
様
式
Ｄ
と
し
て
見
た
と
き
、「
二
種
回
向
は
、
往
相
の
み
な
ら
ず
そ
の
還
相
が
主
体
的
に
受
け
と
め
ら
れ
、
社
会
的
に
発
現
す

（

）
6
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っ
た
資
料
の
中
に
、
田
の
字
型
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
そ
ち
ら
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
（
本
書
86
頁
、
図
1
）。
右
上
の

交
換
様
式
Ａ
：
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）
か
ら
時
計
と
反
対
周
り
に
、
Ｂ
：
収
奪
と
再
分
配
（
服
従
と
安
堵
）、
Ｃ
：
商
品
交
換
（
貨
幣
と

商
品
）、
Ｄ
：
Ｘ
（
Ａ
の
高
次
元
で
の
回
復
）
と
い
う
よ
う
に
、
未
開
社
会
に
支
配
的
な
交
換
様
式
か
ら
発
展
段
階
に
応
じ
て
配
列
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
四
つ
の
交
換
様
式
に
対
応
し
て
、
Ａ
：「
呪
術
」、
Ｂ
：「
宗
教
」、
Ｃ
：「
世
界
（
帝
国
）
宗
教
」、
Ｄ
：「
普
遍

宗
教
」
と
い
う
よ
う
に
宗
教
現
象
が
段
階
的
に
分
類
配
置
さ
れ
ま
す
。
交
換
様
式
Ｄ
す
な
わ
ち
「
贈
与
と
返
礼
の
高
次
元
で
の
回
復
」
は
、

現
実
と
し
て
は
存
在
し
な
い
の
で
「
Ｘ
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
Ｘ
は
普
遍
宗
教
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
と
い
う
の
が
柄
谷
先
生
の

考
え
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
宗
教
現
象
を
そ
こ
に
支
配
的
な
交
換
様
式
に
よ
っ
て
類
型
化
す
る
こ
と
は
、
観
念
的
な
教
義
の
内
容
に
偏
り
が
ち
な
「
教

相
判
釈
」
と
比
較
し
た
と
き
、
現
実
社
会
に
お
け
る
働
き
を
重
視
し
て
い
る
点
で
優
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
交
換
様
式
と
い
う
視
点
を

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
と
宗
教
の
間
の
密
接
な
関
係
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
普
遍
宗
教
の
特
質
と
可
能
性
が
明
ら
か
に

な
り
ま
す
。
講
演
資
料
の
図
1
に
示
さ
れ
た
交
換
様
式
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
支
配
的
な
社
会
の
あ
り
方

と
し
て
図
2
に
示
さ
れ
た
Ａ
：
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
Ｂ
：
国
家
、
Ｃ
：
資
本
、
Ｄ
：
Ｘ
に
対
応
し
ま
す
。
現
代
の
資
本
主
義
社
会
は
、
Ｃ
が
支

配
的
で
す
が
、
Ａ
と
Ｂ
も
変
化
し
た
形
で
存
続
し
て
お
り
、「
資
本
＝
ネ
ー
シ
ョ
ン
＝
国
家
」
が
接
合
さ
れ
た
構
造
と
し
て
捉
え
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
社
会
的
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
Ｘ
は
、
交
換
様
式
Ｄ
が
支
配
的
な
社
会
で
す
。
さ
ら
に
社
会
構
成

体
の
規
模
や
そ
の
相
互
の
関
係
を
考
慮
に
い
れ
た
の
が
、
図
3
に
示
さ
れ
た
「
世
界
シ
ス
テ
ム
の
諸
段
階
」
で
す
。
こ
こ
で
柄
谷
先
生
は
、

交
換
様
式
Ｄ
が
支
配
的
と
な
る
新
た
な
世
界
シ
ス
テ
ム
を
、
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
「
世
界
共
和
国
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
『
世
界
史
の
構
造
』
に
お
け
る
普
遍
宗
教
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
優
氏
が
注
目
し
て
論
じ
て
い
ま
す
し
、
本
日
の
講
演

で
も
柄
谷
先
生
か
ら
詳
し
く
お
話
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
こ
れ
以
上
こ
こ
で
私
の
不
確
か
な
要
約
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
図
1
〜
3
の
マ

ト
リ
ッ
ク
ス
の
縦
と
横
の
軸
が
、
そ
れ
ぞ
れ
不
平
等
Ｂ-

Ｃ
／
平
等
Ａ-

Ｄ
、
拘
束
Ａ-

Ｂ
／
自
由
Ｃ-

Ｄ
と
い
う
よ
う
に
、
社
会
の
平

（
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等
性
と
個
人
の
自
由
度
に
関
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
／
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
を
示
す
配
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
付
言
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
交

換
様
式
Ｄ
を
開
示
す
る
普
遍
宗
教
は
、
個
人
の
自
由
と
社
会
的
な
平
等
が
両
方
と
も
実
現
す
る
よ
う
な
社
会
を
作
る
方
向
に
人
を
動
か
す

宗
教
な
の
で
す
。

　
こ
の
交
換
様
式
と
い
う
視
点
を
仏
教
の
伝
統
に
適
用
す
る
と
、
釈
尊
の
仏
教
・
初
期
大
乗
浄
土
教
・
浄
土
真
宗
が
普
遍
宗
教
と
し
て
通

底
し
て
い
る
事
実
を
明
確
に
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
僧
院
の
学
問
仏
教
で
あ
る
聖
道
門
の
教
理
に
依
っ
て
い
て
は
、
そ
の
根
底
に
お

け
る
つ
な
が
り
を
明
示
す
る
の
は
困
難
で
す
。
教
理
学
を
構
築
し
た
学
僧
た
ち
の
間
で
は
、「
た
だ
念
仏
」
の
浄
土
教
は
理
知
的
・
修
道

的
な
仏
教
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
能
力
の
な
い
世
俗
生
活
者
の
た
め
の
劣
っ
た
教
え
と
み
な
す
よ
う
な
偏
見
が
ず
っ
と
支
配
的
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
彼
ら
の
土
俵
で
あ
る
教
理
学
よ
り
も
、
む
し
ろ
交
換
様
式
か
ら
み
た
教
相
判
釈
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
本
領
が
は
っ
き
り
し

ま
す
。

　
釈
尊
と
親
鸞
の
共
通
性
が
、
呪
術
的
な
供
犠
や
加
持
祈
祷
を
否
定
し
、
国
家
の
支
配
を
支
え
る
「
宗
教
」
を
厳
し
く
批
判
し
た
点
に
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
普
遍
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
特
質
が
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
普
遍
宗
教
性
の
表
現
、
交
換
様

式
Ｄ
を
開
示
し
て
い
る
聖
典
の
言
葉
を
吟
味
し
、
そ
の
歴
史
的
社
会
的
文
脈
を
含
め
て
解
釈
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
真
宗
学
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
以
下
、
最
初
期
の
仏
教
、
初
期
大
乗
仏
教
・
浄
土
教
、
浄
土

真
宗
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
い
く
つ
か
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
実
際
に
は
、
す
で
に
柄
谷
先

生
が
『
世
界
史
の
構
造
』
第
二
部
第
四
章
「
普
遍
宗
教
」
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
伝
統
と
し
て
仏
教
を
と
り
あ
げ
、
釈

尊
の
時
代
の
仏
教
と
と
も
に
十
三
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
上
で
、

若
干
の
典
拠
を
挙
げ
て
解
釈
を
加
え
る
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
現
実
の
国
家
や
社
会
に
深
く
関
わ
る
部
分
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
例
示
で
き
た
ら
と
思
い
ま

す
。
交
換
様
式
Ｄ
と
し
て
見
た
と
き
、「
二
種
回
向
は
、
往
相
の
み
な
ら
ず
そ
の
還
相
が
主
体
的
に
受
け
と
め
ら
れ
、
社
会
的
に
発
現
す

（
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る
と
き
に
普
遍
宗
教
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
結
論
に
な
る
見
通
し
で
す
。

一
．
普
遍
宗
教
と
し
て
の
初
期
仏
教
│
│
釈
尊
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ

　
釈
尊
在
世
当
時
の
仏
教
の
普
遍
宗
教
性
が
ど
こ
に
現
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
柄
谷
先
生
は
次
の
よ
う
な
鋭
い
洞
察
を

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
仏
教
は
、
輪
廻
と
そ
こ
か
ら
の
解
脱
を
目
指
す
宗
教
的
伝
統
と
祭
司
支
配
の
中
で
、
そ
れ
に
対
す
る
「
脱
構
築
」
的
な
批
判
と
し

て
始
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
を
も
た
な
い
地
域
で
は
、
仏
教
は
、
そ
れ
が
脱
構
築
し
よ
う
と
し
た
教
義
そ
の
も
の
を
も
た
ら
し

た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
仏
教
は
輪
廻
を
説
い
た
、
あ
る
い
は
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
説
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
。
し
か

し
、
普
遍
宗
教
の
普
遍
性
は
、
そ
れ
が
生
ま
れ
出
た
文
脈
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
い
か
に
脱
構
築
し
た
か
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
指
摘
で
す
。
実
際
、
現
代
の
僧
侶
や
仏
教
学
者
の
中
に
さ
え
「
釈
尊
は
輪
廻
を
説
い
た
、
あ
る
い
は
輪
廻
か
ら

の
解
脱
を
説
い
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
言
い
方
を
す
る
人
が
あ
り
、
輪
廻
説
を
説
い
た
か
否
か
と
い
う
論
争
さ
え
あ

り
ま
す
。
確
か
に
経
典
の
中
に
は
、
業
報
に
よ
っ
て
六
道
を
輪
廻
す
る
生
死
流
転
（
サ
ン
サ
ー
ラ
）
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
釈

尊
が
説
い
た
の
で
は
な
く
、
釈
尊
の
時
代
ま
で
に
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
「
宗
教
」
な
の
で
す
。
最
古
の
仏
典
『
ス

ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
最
も
古
い
部
分
と
考
え
ら
れ
る
第
五
章
の
問
答
部
分
で
は
、
人
々
に
善
悪
の
行
為
の
報
い
を
信
じ
さ
せ
、
死
後
の
行

き
先
に
つ
い
て
思
い
悩
ま
せ
る
よ
う
な
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
教
説
が
、「
無
用
な
思
索
」「
迷
妄
」
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
か
つ
て
ゴ
ー
タ
マ
（
ブ
ッ
ダ
）
の
教
え
よ
り
も
以
前
に
昔
の
人
々
が
『
以
前
に
は
こ
う
だ
っ
た
』『
未
来
に
は
こ
う
な
る
で
あ
ろ

う
』
と
い
っ
て
わ
た
く
し
に
説
き
明
か
し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
伝
え
聞
き
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
す
べ
て
思
索
の
紛
糾
を
増
す
の

み
。」 

（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
（
一
〇
八
四
・
一
一
三
五
偈
）

（
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輪
廻
思
想
は
、
ひ
と
り
一
人
の
現
在
の
あ
り
方
を
過
去
の
業
の
報
い
と
し
て
納
得
さ
せ
、
同
様
に
し
て
未
来
の
あ
り
方
に
つ
い
て
不
安

に
陥
れ
る
よ
う
な
、
巧
妙
な
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
す
。
バ
ラ
モ
ン
や
同
時
代
の
様
々
な
宗
教
家
た

ち
は
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
の
道
、「
清
浄
と
な
る
方
法
」
を
説
き
ま
し
た
が
、
釈
尊
は
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
ま

す
。

「
ナ
ン
ダ
よ
。
こ
れ
ら
の
〈
道
の
人
〉・
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
す
べ
て
、（
哲
学
的
）
見
解
に
よ
っ
て
清
浄
に
な
り
、
ま
た
伝
承
の
学
問

に
よ
っ
て
も
清
浄
に
な
る
と
説
く
。
戒
律
や
誓
い
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
清
浄
に
な
る
と
も
説
く
。（
そ
の
ほ
か
）
種
々
の
し
か

た
で
清
浄
に
な
る
と
も
説
く
。
た
と
い
か
れ
ら
が
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
み
ず
か
ら
制
し
て
行
な
っ
て
い
て
も
、
生
と
老
衰
と
を
乗

り
超
え
た
の
で
は
な
い
、
と
わ
た
し
は
言
う
。」 

（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
（
一
〇
八
〇
偈
）

　
そ
れ
で
は
、
釈
尊
は
ど
の
よ
う
に
し
て
業
報
輪
廻
説
を
脱
構
築
し
、「
生
と
老
衰
の
超
越
」
を
説
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
意
味
を
も
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
『
世
界
史
の
構
造
』
に
お
け
る
柄
谷
先
生
の
要
約
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

仏
陀
が
出
現
し
た
の
は
、
都
市
国
家
が
濫
立
し
、
貨
幣
経
済
が
急
激
に
発
展
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー

ラ
（
ジ
ャ
イ
ナ
教
開
祖
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
自
由
思
想
家
が
輩
出
し
た
時
期
で
あ
る
。
仏
陀
が
お
こ
な
っ
た
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
、

先
行
す
る
宗
教
の
脱
構
築
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
輪
廻
す
る
同
一
的
な
自
己
を
幻
想
と
し
て
斥
け
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

カ
ー
ス
ト
体
制
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
輪
廻
の
否
定
で
あ
る
。
ま
た
、
輪
廻
を
苦
行
に
よ
っ
て
解
脱
す
る
こ
と
の

否
定
、
さ
ら
に
、
祭
儀
や
呪
術
の
否
定
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
祭
司
（
バ
ラ
モ
ン
）
階
級
の
否
定
で
あ
る
。
仏
陀
の
教
団
が

「
共
産
主
義
」
的
な
遊
動
的
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
仏
教
は
特
に
商
工
業
者
と
女
性
の
間
で
広
が
っ
た
。
の
ち

に
、
女
性
を
罪
深
い
存
在
だ
と
い
う
の
が
仏
教
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
仏
教
以
前
か
ら
あ
る
修
行
者
た
ち
の

通
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
否
定
し
た
か
ら
こ
そ
、
仏
教
は
む
し
ろ
先
ず
女
性
の
間
に
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
非
常
に
適
確
な
分
析
で
す
。
釈
尊
に
よ
る
先
行
宗
教
の
脱
構
築
は
、「
輪
廻
す
る
同
一
的
な
自
己
（
ア
ー
ト
マ
ン
）」
の
存
在
を

（
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る
と
き
に
普
遍
宗
教
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
結
論
に
な
る
見
通
し
で
す
。

一
．
普
遍
宗
教
と
し
て
の
初
期
仏
教
│
│
釈
尊
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ

　
釈
尊
在
世
当
時
の
仏
教
の
普
遍
宗
教
性
が
ど
こ
に
現
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
柄
谷
先
生
は
次
の
よ
う
な
鋭
い
洞
察
を

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
仏
教
は
、
輪
廻
と
そ
こ
か
ら
の
解
脱
を
目
指
す
宗
教
的
伝
統
と
祭
司
支
配
の
中
で
、
そ
れ
に
対
す
る
「
脱
構
築
」
的
な
批
判
と
し

て
始
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
を
も
た
な
い
地
域
で
は
、
仏
教
は
、
そ
れ
が
脱
構
築
し
よ
う
と
し
た
教
義
そ
の
も
の
を
も
た
ら
し

た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
仏
教
は
輪
廻
を
説
い
た
、
あ
る
い
は
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
説
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
。
し
か

し
、
普
遍
宗
教
の
普
遍
性
は
、
そ
れ
が
生
ま
れ
出
た
文
脈
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
い
か
に
脱
構
築
し
た
か
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
指
摘
で
す
。
実
際
、
現
代
の
僧
侶
や
仏
教
学
者
の
中
に
さ
え
「
釈
尊
は
輪
廻
を
説
い
た
、
あ
る
い
は
輪
廻
か
ら

の
解
脱
を
説
い
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
言
い
方
を
す
る
人
が
あ
り
、
輪
廻
説
を
説
い
た
か
否
か
と
い
う
論
争
さ
え
あ

り
ま
す
。
確
か
に
経
典
の
中
に
は
、
業
報
に
よ
っ
て
六
道
を
輪
廻
す
る
生
死
流
転
（
サ
ン
サ
ー
ラ
）
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
釈

尊
が
説
い
た
の
で
は
な
く
、
釈
尊
の
時
代
ま
で
に
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
「
宗
教
」
な
の
で
す
。
最
古
の
仏
典
『
ス

ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
最
も
古
い
部
分
と
考
え
ら
れ
る
第
五
章
の
問
答
部
分
で
は
、
人
々
に
善
悪
の
行
為
の
報
い
を
信
じ
さ
せ
、
死
後
の
行

き
先
に
つ
い
て
思
い
悩
ま
せ
る
よ
う
な
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
教
説
が
、「
無
用
な
思
索
」「
迷
妄
」
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
か
つ
て
ゴ
ー
タ
マ
（
ブ
ッ
ダ
）
の
教
え
よ
り
も
以
前
に
昔
の
人
々
が
『
以
前
に
は
こ
う
だ
っ
た
』『
未
来
に
は
こ
う
な
る
で
あ
ろ

う
』
と
い
っ
て
わ
た
く
し
に
説
き
明
か
し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
伝
え
聞
き
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
す
べ
て
思
索
の
紛
糾
を
増
す
の

み
。」 

（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
（
一
〇
八
四
・
一
一
三
五
偈
）

（

）
7
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輪
廻
思
想
は
、
ひ
と
り
一
人
の
現
在
の
あ
り
方
を
過
去
の
業
の
報
い
と
し
て
納
得
さ
せ
、
同
様
に
し
て
未
来
の
あ
り
方
に
つ
い
て
不
安

に
陥
れ
る
よ
う
な
、
巧
妙
な
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
す
。
バ
ラ
モ
ン
や
同
時
代
の
様
々
な
宗
教
家
た

ち
は
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
の
道
、「
清
浄
と
な
る
方
法
」
を
説
き
ま
し
た
が
、
釈
尊
は
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
ま

す
。

「
ナ
ン
ダ
よ
。
こ
れ
ら
の
〈
道
の
人
〉・
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
す
べ
て
、（
哲
学
的
）
見
解
に
よ
っ
て
清
浄
に
な
り
、
ま
た
伝
承
の
学
問

に
よ
っ
て
も
清
浄
に
な
る
と
説
く
。
戒
律
や
誓
い
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
清
浄
に
な
る
と
も
説
く
。（
そ
の
ほ
か
）
種
々
の
し
か

た
で
清
浄
に
な
る
と
も
説
く
。
た
と
い
か
れ
ら
が
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
み
ず
か
ら
制
し
て
行
な
っ
て
い
て
も
、
生
と
老
衰
と
を
乗

り
超
え
た
の
で
は
な
い
、
と
わ
た
し
は
言
う
。」 

（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
（
一
〇
八
〇
偈
）

　
そ
れ
で
は
、
釈
尊
は
ど
の
よ
う
に
し
て
業
報
輪
廻
説
を
脱
構
築
し
、「
生
と
老
衰
の
超
越
」
を
説
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
意
味
を
も
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
『
世
界
史
の
構
造
』
に
お
け
る
柄
谷
先
生
の
要
約
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

仏
陀
が
出
現
し
た
の
は
、
都
市
国
家
が
濫
立
し
、
貨
幣
経
済
が
急
激
に
発
展
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー

ラ
（
ジ
ャ
イ
ナ
教
開
祖
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
自
由
思
想
家
が
輩
出
し
た
時
期
で
あ
る
。
仏
陀
が
お
こ
な
っ
た
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
、

先
行
す
る
宗
教
の
脱
構
築
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
輪
廻
す
る
同
一
的
な
自
己
を
幻
想
と
し
て
斥
け
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

カ
ー
ス
ト
体
制
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
輪
廻
の
否
定
で
あ
る
。
ま
た
、
輪
廻
を
苦
行
に
よ
っ
て
解
脱
す
る
こ
と
の

否
定
、
さ
ら
に
、
祭
儀
や
呪
術
の
否
定
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
祭
司
（
バ
ラ
モ
ン
）
階
級
の
否
定
で
あ
る
。
仏
陀
の
教
団
が

「
共
産
主
義
」
的
な
遊
動
的
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
仏
教
は
特
に
商
工
業
者
と
女
性
の
間
で
広
が
っ
た
。
の
ち

に
、
女
性
を
罪
深
い
存
在
だ
と
い
う
の
が
仏
教
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
仏
教
以
前
か
ら
あ
る
修
行
者
た
ち
の

通
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
否
定
し
た
か
ら
こ
そ
、
仏
教
は
む
し
ろ
先
ず
女
性
の
間
に
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
非
常
に
適
確
な
分
析
で
す
。
釈
尊
に
よ
る
先
行
宗
教
の
脱
構
築
は
、「
輪
廻
す
る
同
一
的
な
自
己
（
ア
ー
ト
マ
ン
）」
の
存
在
を

（

）
8
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否
定
す
る
無
我
説
の
中
に
最
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
の
問
答
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

（
ブ
ッ
ダ
が
答
え
た
）、「
つ
ね
に
よ
く
気
を
つ
け
、
自
我
に
固
執
す
る
見
解
を
打
ち
破
っ
て
、
世
界
を
空
な
り
と
観
ぜ
よ
。
そ
う
す

れ
ば
死
を
乗
り
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
世
界
を
観
ず
る
人
を
、〈
死
の
王
〉
は
見
る
こ
と
が
な
い
。」

 

（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
（
一
一
二
九
偈
）

　
こ
こ
に
打
ち
破
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
「
自
我
に
固
執
す
る
見
解
」
こ
そ
、
バ
ラ
モ
ン
教
な
ど
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
説
く
ア
ー
ト

マ
ン
の
宗
教
の
こ
と
で
あ
り
、「
空く

う

」
と
い
う
の
は
そ
の
否
定
で
す
。
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
後
の
『
般
若
経
』
系
の
大
乗
経
典
や
龍
樹

の
中
観
思
想
に
お
い
て
、
脱
構
築
の
術
語
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
最
古
層
に
は
、
悟
り

を
開
い
た
釈
尊
が
各
地
を
遊
行
遍
歴
し
、
当
時
の
宗
教
者
や
哲
学
者
と
積
極
的
に
対
話
し
た
と
き
の
発
言
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
空
」
や
「
無
我
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
脱
構
築
的
な
表
現
が
多
い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
「
無
我
」
と
同

様
に
否
定
の
接
頭
辞
の
つ
い
た
言
葉
と
し
て
重
要
な
の
が
「
無
分
別
」
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
「
分
別
（
カ
ッ
パ
）」
と
は
、

自
己
と
世
界
と
を
「
分
け
て
認
識
し
」、
自
己
の
利
害
を
「
計
ら
う
」
よ
う
な
、
人
間
の
心
の
は
た
ら
き
で
す
。
釈
尊
は
そ
う
し
た
思
惟

は
苦
悩
を
も
た
ら
す
妄
想
で
あ
る
と
し
て
斥
け
、
無
分
別
を
説
い
た
の
で
す
。
こ
れ
を
柄
谷
先
生
に
よ
る
交
換
様
式
と
い
う
観
点
か
ら
み

る
と
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
分
別
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
的
に
乗
り
超
え
た
Ｄ
を
成
り
立
た
せ
る
Ｘ
が
「
空
」

「
無
我
」「
無
分
別
」
で
す
。

　
釈
尊
は
、
布
施
な
ど
の
宗
教
行
為
を
ふ
く
む
贈
与
と
返
礼
と
い
う
交
換
関
係
に
お
い
て
、
自
己
利
害
中
心
の
打
算
を
捨
て
去
る
道
を
説

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
社
会
倫
理
と
し
て
、「
慈
（
い
つ
く
し
み
）・
悲
（
あ
わ
れ
み
）・
喜
（
よ
ろ
こ
び
）・
捨
（
平
等
で
執
ら
わ
れ
の
な
い

心
）」
の
四
無
量
心
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
功
利
を
量
る
こ
と
の
無
い
清
浄
な
心
」
と
い
う
理
想
は
、
自
ら
制
し
努
力
し

て
も
、
完
全
に
我
執
を
離
れ
た
仏
陀
と
な
ら
な
い
限
り
実
現
が
困
難
で
す
。
そ
う
し
た
現
実
の
中
で
自
我
の
「
は
か
ら
い
」
を
超
え
る
道

と
し
て
釈
尊
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
る
の
が
、「
信
」
と
「
念
仏
」
を
中
心
と
す
る
他
力
に
よ
る
覚
醒
で
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章

69

「
彼
岸
道
品
」
の
結
び
（
一
一
三
一
〜
一
一
四
九
偈
）
に
は
、
仏
の
言
葉
を
聞
い
て
信
が
起
こ
り
、
仏
を
念
じ
拠
り
所
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
死
の
領
域
の
彼
岸
に
至
る
こ
と
が
、
釈
尊
に
よ
る
結
論
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
自
我
に
執
着
す
る
「
は
か
ら
い
」

は
、「
聞
法
」
と
「
念
仏
」
を
通
し
た
模
範
的
預
言
者
と
の
信
頼
関
係
の
中
に
お
い
て
超
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
遊
行
遍
歴
を
中
心
と
し
た
釈
尊
在
世
の
時
代
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
浄
ら
か
な
信
」
を
積
極
的
に
勧
め
る
説
法
が
、
特

に
在
家
生
活
を
送
る
世
俗
の
人
々
に
向
け
て
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
目
覚
め
た
人
に
出
会
っ
て
そ
の
言
葉
を
聞
き
、
浄
信
が
確
固
と
な
っ

た
人
は
、「
有う

身じ
ん

見け
ん

（
我
と
我
が
身
有
り
と
い
う
思
い
）・
疑
い
・
戒か

い

禁ご
ん

取じ
ゅ

見け
ん

（
戒
律
や
禁
忌
へ
の
不
当
な
執
着
）」
と
い
う
三
つ
の
根
本

的
誤
謬
（
三
結
）
か
ら
解
放
さ
れ
、
法
の
流
れ
に
預
か
っ
て
必
ず
涅
槃
に
到
る
。
そ
の
よ
う
に
釈
尊
は
保
証
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
仏

か
ら
人
へ
と
伝
わ
る
「
浄
信
」
は
、
業
報
輪
廻
の
恐
怖
か
ら
人
々
を
解
放
し
、
無
碍
自
在
の
自
由
を
も
た
ら
す
教
え
で
す
。
特
に
「
宗

教
」
が
つ
く
り
だ
す
無
用
な
戒
律
や
禁
忌
か
ら
人
々
を
解
放
す
る
と
こ
ろ
に
「
普
遍
宗
教
」
と
し
て
の
特
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
信
」
と
「
念
仏
」
を
中
心
と
す
る
普
遍
の
道
は
、
出
家
教
団
が
王
権
に
と
り
こ
ま
れ
、
バ
ラ
モ
ン
教
同
様
の

「
国
家
の
宗
教
」
と
な
っ
て
い
く
過
程
で
見
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
職
業
化
し
た
学
僧
た
ち
に
よ
っ
て
「
僧
院
の
仏
教
」（
聖
道
門
）

が
構
築
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
出
家
と
在
家
、
男
性
と
女
性
、
浄
と
不
浄
の
よ
う
な
分
別
差
別
が
強
化
さ
れ
、
教
理
や
戒
律
の
中
に
定
着

し
て
い
っ
た
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
分
析
し
定
義
し
序
列
化
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
や
、
宗
教
的
権
威
に
よ
っ
て
行
動
を
規
制
す
る
戒
律

は
、
業
報
輪
廻
説
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
精
緻
に
な
る
ほ
ど
却
っ
て
前
提
の
方
が
顕
在
化
し
、
本
来
と
は
逆
の
抑
圧
的
機
能
を

果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
交
換
様
式
で
い
う
な
ら
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
へ
の
退
転
で
す
。

　
実
際
に
釈
尊
が
理
想
と
し
て
い
た
の
は
個
人
の
自
由
と
社
会
的
な
平
等
が
両
方
と
も
実
現
す
る
交
換
様
式
Ｄ
の
方
向
で
す
。
釈
尊
の
僧

伽
の
モ
デ
ル
は
、
歴
史
的
に
み
て
、
マ
ガ
ダ
帝
国
の
ア
ジ
ャ
セ
王
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
支
配
さ
れ
る
以
前
の
ガ
ン
ジ
ス
中
流
域
に
残
っ
て

い
た
「
ガ
ナ
＝
サ
ン
ガ
」
と
よ
ば
れ
る
共
和
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
八
十
歳
で
最
後
の
旅
に
出
る
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
部
族
連
合
の
「
七
不
退
法
」
に
言
及
す
る
形
で
希
望
さ
れ
て
い
ま
す
。

（

）
9

（

）
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否
定
す
る
無
我
説
の
中
に
最
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
の
問
答
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

（
ブ
ッ
ダ
が
答
え
た
）、「
つ
ね
に
よ
く
気
を
つ
け
、
自
我
に
固
執
す
る
見
解
を
打
ち
破
っ
て
、
世
界
を
空
な
り
と
観
ぜ
よ
。
そ
う
す

れ
ば
死
を
乗
り
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
世
界
を
観
ず
る
人
を
、〈
死
の
王
〉
は
見
る
こ
と
が
な
い
。」

 

（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
（
一
一
二
九
偈
）

　
こ
こ
に
打
ち
破
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
「
自
我
に
固
執
す
る
見
解
」
こ
そ
、
バ
ラ
モ
ン
教
な
ど
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
説
く
ア
ー
ト

マ
ン
の
宗
教
の
こ
と
で
あ
り
、「
空く

う

」
と
い
う
の
は
そ
の
否
定
で
す
。
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
後
の
『
般
若
経
』
系
の
大
乗
経
典
や
龍
樹

の
中
観
思
想
に
お
い
て
、
脱
構
築
の
術
語
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
最
古
層
に
は
、
悟
り

を
開
い
た
釈
尊
が
各
地
を
遊
行
遍
歴
し
、
当
時
の
宗
教
者
や
哲
学
者
と
積
極
的
に
対
話
し
た
と
き
の
発
言
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
空
」
や
「
無
我
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
脱
構
築
的
な
表
現
が
多
い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
「
無
我
」
と
同

様
に
否
定
の
接
頭
辞
の
つ
い
た
言
葉
と
し
て
重
要
な
の
が
「
無
分
別
」
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
「
分
別
（
カ
ッ
パ
）」
と
は
、

自
己
と
世
界
と
を
「
分
け
て
認
識
し
」、
自
己
の
利
害
を
「
計
ら
う
」
よ
う
な
、
人
間
の
心
の
は
た
ら
き
で
す
。
釈
尊
は
そ
う
し
た
思
惟

は
苦
悩
を
も
た
ら
す
妄
想
で
あ
る
と
し
て
斥
け
、
無
分
別
を
説
い
た
の
で
す
。
こ
れ
を
柄
谷
先
生
に
よ
る
交
換
様
式
と
い
う
観
点
か
ら
み

る
と
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
分
別
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
的
に
乗
り
超
え
た
Ｄ
を
成
り
立
た
せ
る
Ｘ
が
「
空
」

「
無
我
」「
無
分
別
」
で
す
。

　
釈
尊
は
、
布
施
な
ど
の
宗
教
行
為
を
ふ
く
む
贈
与
と
返
礼
と
い
う
交
換
関
係
に
お
い
て
、
自
己
利
害
中
心
の
打
算
を
捨
て
去
る
道
を
説

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
社
会
倫
理
と
し
て
、「
慈
（
い
つ
く
し
み
）・
悲
（
あ
わ
れ
み
）・
喜
（
よ
ろ
こ
び
）・
捨
（
平
等
で
執
ら
わ
れ
の
な
い

心
）」
の
四
無
量
心
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
功
利
を
量
る
こ
と
の
無
い
清
浄
な
心
」
と
い
う
理
想
は
、
自
ら
制
し
努
力
し

て
も
、
完
全
に
我
執
を
離
れ
た
仏
陀
と
な
ら
な
い
限
り
実
現
が
困
難
で
す
。
そ
う
し
た
現
実
の
中
で
自
我
の
「
は
か
ら
い
」
を
超
え
る
道

と
し
て
釈
尊
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
る
の
が
、「
信
」
と
「
念
仏
」
を
中
心
と
す
る
他
力
に
よ
る
覚
醒
で
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
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「
彼
岸
道
品
」
の
結
び
（
一
一
三
一
〜
一
一
四
九
偈
）
に
は
、
仏
の
言
葉
を
聞
い
て
信
が
起
こ
り
、
仏
を
念
じ
拠
り
所
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
死
の
領
域
の
彼
岸
に
至
る
こ
と
が
、
釈
尊
に
よ
る
結
論
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
自
我
に
執
着
す
る
「
は
か
ら
い
」

は
、「
聞
法
」
と
「
念
仏
」
を
通
し
た
模
範
的
預
言
者
と
の
信
頼
関
係
の
中
に
お
い
て
超
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
遊
行
遍
歴
を
中
心
と
し
た
釈
尊
在
世
の
時
代
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
浄
ら
か
な
信
」
を
積
極
的
に
勧
め
る
説
法
が
、
特

に
在
家
生
活
を
送
る
世
俗
の
人
々
に
向
け
て
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
目
覚
め
た
人
に
出
会
っ
て
そ
の
言
葉
を
聞
き
、
浄
信
が
確
固
と
な
っ

た
人
は
、「
有う

身じ
ん

見け
ん

（
我
と
我
が
身
有
り
と
い
う
思
い
）・
疑
い
・
戒か

い

禁ご
ん

取じ
ゅ

見け
ん

（
戒
律
や
禁
忌
へ
の
不
当
な
執
着
）」
と
い
う
三
つ
の
根
本

的
誤
謬
（
三
結
）
か
ら
解
放
さ
れ
、
法
の
流
れ
に
預
か
っ
て
必
ず
涅
槃
に
到
る
。
そ
の
よ
う
に
釈
尊
は
保
証
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
仏

か
ら
人
へ
と
伝
わ
る
「
浄
信
」
は
、
業
報
輪
廻
の
恐
怖
か
ら
人
々
を
解
放
し
、
無
碍
自
在
の
自
由
を
も
た
ら
す
教
え
で
す
。
特
に
「
宗

教
」
が
つ
く
り
だ
す
無
用
な
戒
律
や
禁
忌
か
ら
人
々
を
解
放
す
る
と
こ
ろ
に
「
普
遍
宗
教
」
と
し
て
の
特
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
信
」
と
「
念
仏
」
を
中
心
と
す
る
普
遍
の
道
は
、
出
家
教
団
が
王
権
に
と
り
こ
ま
れ
、
バ
ラ
モ
ン
教
同
様
の

「
国
家
の
宗
教
」
と
な
っ
て
い
く
過
程
で
見
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
職
業
化
し
た
学
僧
た
ち
に
よ
っ
て
「
僧
院
の
仏
教
」（
聖
道
門
）

が
構
築
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
出
家
と
在
家
、
男
性
と
女
性
、
浄
と
不
浄
の
よ
う
な
分
別
差
別
が
強
化
さ
れ
、
教
理
や
戒
律
の
中
に
定
着

し
て
い
っ
た
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
分
析
し
定
義
し
序
列
化
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
や
、
宗
教
的
権
威
に
よ
っ
て
行
動
を
規
制
す
る
戒
律

は
、
業
報
輪
廻
説
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
精
緻
に
な
る
ほ
ど
却
っ
て
前
提
の
方
が
顕
在
化
し
、
本
来
と
は
逆
の
抑
圧
的
機
能
を

果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
交
換
様
式
で
い
う
な
ら
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
へ
の
退
転
で
す
。

　
実
際
に
釈
尊
が
理
想
と
し
て
い
た
の
は
個
人
の
自
由
と
社
会
的
な
平
等
が
両
方
と
も
実
現
す
る
交
換
様
式
Ｄ
の
方
向
で
す
。
釈
尊
の
僧

伽
の
モ
デ
ル
は
、
歴
史
的
に
み
て
、
マ
ガ
ダ
帝
国
の
ア
ジ
ャ
セ
王
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
支
配
さ
れ
る
以
前
の
ガ
ン
ジ
ス
中
流
域
に
残
っ
て

い
た
「
ガ
ナ
＝
サ
ン
ガ
」
と
よ
ば
れ
る
共
和
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
八
十
歳
で
最
後
の
旅
に
出
る
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
部
族
連
合
の
「
七
不
退
法
」
に
言
及
す
る
形
で
希
望
さ
れ
て
い
ま
す
。

（

）
9

（

）
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⑴
　
し
ば
し
ば
会
議
を
開
き
、
会
議
に
は
多
く
の
人
々
が
参
集
す
る
。

⑵
　
協
同
し
て
集
合
し
、
協
同
し
て
行
動
し
、
協
同
し
て
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
。

⑶ 

未
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
定
め
ず
、
す
で
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
破
ら
ず
、
往
昔
に
定
め
ら
れ
た
旧
来
の
法
に
従
っ
て
行

動
し
よ
う
と
す
る
。

⑷ 

古
老
を
敬
い
、
尊
び
、
崇
め
、
も
て
な
し
、
そ
う
し
て
彼
ら
の
言
を
聴
く
べ
き
も
の
と
思
う
。

⑸ 

良
家
の
婦
女
・
童
女
を
ば
暴
力
で
連
れ
出
し
拘
え
留
め
る
こ
と
を
為
さ
な
い
。

⑹ 

都
市
内
外
の
霊
域
（
チ
ェ
ー
テ
ィ
ヤ
、
霊
樹
）
を
敬
い
、
尊
び
、
崇
め
、
支
持
し
、
法
に
適
っ
た
供
物
を
廃
す
る
こ
と
が
な
い
。

⑺ 

真
人
（
尊
敬
さ
る
べ
き
修
行
者
）
た
ち
に
、
正
当
の
保
護
と
防
御
と
支
持
と
を
与
え
、
彼
ら
が
領
土
に
到
来
し
て
安
ら
か
に
住
ま

う
よ
う
に
願
う
。 

（『
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
第
一
章
）

　
最
後
の
旅
の
途
中
、
交
易
に
よ
っ
て
栄
え
た
ヴ
ァ
ッ
ジ
族
の
中
心
都
市
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
を
去
る
に
あ
た
り
、
釈
尊
は
そ
の
霊
樹
の
下

に
広
が
る
霊
域
（
チ
ェ
ー
テ
ィ
ヤ
）
一
つ
一
つ
の
名
前
を
挙
げ
、
愛
惜
の
情
を
吐
露
し
て
い
ま
す
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
ヴ
ェ
ー
サ
ー

リ
ー
（
市
）
は
楽
し
い
。
ウ
デ
ー
ナ
霊
樹
は
楽
し
い
。
ゴ
ー
タ
マ
カ
霊
樹
は
楽
し
い
。
サ
ッ
タ
ン
バ
霊
樹
は
楽
し
い
。
…
」。
こ
こ
に
表

現
さ
れ
て
い
る
開
放
的
な
楽
し
さ
は
、
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）
を
高
次
元
で
回
復
さ
せ
る
よ
う
な
交
換
様
式
Ｄ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
平
等
で
開
か
れ
た
サ
ン
ガ
を
中
心
に
、
釈
尊
と
い
う
「
模
範
的
な
預
言
者
」
か
ら
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
す
。

二
．
初
期
大
乗
仏
教
・
浄
土
教
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ

　
大
乗
仏
教
は
、
釈
尊
の
入
滅
後
四
世
紀
ほ
ど
た
っ
た
西
暦
紀
元
頃
、
北
西
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
（
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
一
帯
）
を
中
心
に
、
新
た
な
経
典
を
生
み
出
す
運
動
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。「
大
乗
（
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
）」
と
い
う
名
称
は
、
一

切
衆
生
を
乗
せ
て
彼
岸
に
渡
す
「
大
き
な
乗
り
も
の
」「
大
い
な
る
智
慧
」
を
意
味
し
、
そ
の
教
え
の
普
遍
性
を
標
榜
し
た
も
の
で
す
。

（

）
11

（

）
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釈
尊
滅
後
、
国
家
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
僧
院
の
仏
教
を
エ
リ
ー
ト
の
た
め
の
「
小
さ
な
乗
り
も
の
」
と
し
て
批
判
し
、
再
び
釈
尊
の

普
遍
的
仏
教
に
返
そ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
北
部
か
ら
バ
ー
ミ
ヤ
ン
に
か
け
て
の
山
岳
地
帯
は
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
時
代
も
現
在
も
、
異
民
族
・
異
文
化
・
異
宗
教
が

混
じ
り
合
っ
て
バ
ザ
ー
ル
的
活
況
を
呈
す
る
所
で
す
が
、
そ
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
軍
事
的
衝
突
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
末
法
的
辺
境
で
す
。

東
西
交
易
の
要
衝
で
あ
っ
た
の
で
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
遠
征
以
来
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
の
影
響
も
色
濃
く
、
そ
れ
は
大
乗
経

典
と
同
時
期
に
作
ら
れ
始
め
た
仏
像
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
地
域
で
浄
土
経
典
が
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と

は
、
一
九
九
〇
年
代
に
出
土
し
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
写
本
の
解
読
研
究
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
乗
仏
教
に
よ
る
「
小
乗
」
批
判
は
、
交
換
様
式
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
人
が
「
功
徳
を
積
み
」「
回
向
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に
対

す
る
批
判
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
僧
院
の
仏
教
は
、
学
問
や
修
行
や
布
施
に
よ
る
「
功
徳
（
宗
教
的
富
）」
を
、
貨
幣
の

よ
う
に
所
有
・
蓄
積
・
計
量
し
た
り
、
分
配
・
貸
与
・
投
資
し
た
り
す
る
発
想
（
交
換
様
式
Ｂ
・
Ｃ
）
を
重
視
し
て
理
論
化
し
、
そ
れ
を

社
会
に
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
を
蓄
積
し
経
済
的
に
発
展
し
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
釈
尊
が
根
本
問
題
と
し
た
分
別
「
は
か

ら
い
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
出
家
者
は
戒
律
を
守
っ
て
学
問
修
行
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
功
徳
を
積
み
、
阿
羅
漢
（「
供
養
に
あ
た
い
す

る
者
」）
を
め
ざ
し
、
在
家
者
は
布
施
な
ど
の
善
業
功
徳
に
よ
っ
て
来
世
を
期
す
る
。
こ
う
し
た
考
え
に
は
抜
き
が
た
い
我
執
が
残
っ
て

い
ま
す
。
修
行
の
功
徳
を
自
ら
の
悟
り
の
た
め
に
回
向
す
る
、
あ
る
い
は
善
業
の
功
徳
を
親
族
の
冥
福
の
た
め
に
回
向
す
る
と
い
う
よ
う

な
交
換
・
贈
与
の
場
合
も
、「
宗
教
」
的
で
は
あ
っ
て
も
そ
れ
が
「
普
遍
宗
教
」（
交
換
様
式
Ｄ
）
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
切
衆

生
の
救
済
を
可
能
に
す
る
「
原
資
」
と
な
る
よ
う
な
莫
大
な
量
の
功
徳
が
、
人
間
の
意
思
的
な
努
力
に
よ
っ
て
は
蓄
積
不
可
能
だ
か
ら
で

す
。

　
小
乗
の
「
功
徳
」
思
想
に
対
す
る
大
乗
の
批
判
は
、
修
行
の
無
功
徳
（
空
性
）
を
言
う
中
観
的
、
禅
宗
的
な
否
定
と
、
普
遍
的
救
済
を

願
う
法
蔵
菩
薩
＝
阿
弥
陀
仏
が
無
量
の
功
徳
を
衆
生
に
回
施
し
て
い
る
と
説
く
浄
土
経
典
の
隠
喩
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
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⑴
　
し
ば
し
ば
会
議
を
開
き
、
会
議
に
は
多
く
の
人
々
が
参
集
す
る
。

⑵
　
協
同
し
て
集
合
し
、
協
同
し
て
行
動
し
、
協
同
し
て
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
。

⑶ 

未
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
定
め
ず
、
す
で
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
破
ら
ず
、
往
昔
に
定
め
ら
れ
た
旧
来
の
法
に
従
っ
て
行

動
し
よ
う
と
す
る
。

⑷ 

古
老
を
敬
い
、
尊
び
、
崇
め
、
も
て
な
し
、
そ
う
し
て
彼
ら
の
言
を
聴
く
べ
き
も
の
と
思
う
。

⑸ 

良
家
の
婦
女
・
童
女
を
ば
暴
力
で
連
れ
出
し
拘
え
留
め
る
こ
と
を
為
さ
な
い
。

⑹ 

都
市
内
外
の
霊
域
（
チ
ェ
ー
テ
ィ
ヤ
、
霊
樹
）
を
敬
い
、
尊
び
、
崇
め
、
支
持
し
、
法
に
適
っ
た
供
物
を
廃
す
る
こ
と
が
な
い
。

⑺ 

真
人
（
尊
敬
さ
る
べ
き
修
行
者
）
た
ち
に
、
正
当
の
保
護
と
防
御
と
支
持
と
を
与
え
、
彼
ら
が
領
土
に
到
来
し
て
安
ら
か
に
住
ま

う
よ
う
に
願
う
。 

（『
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
第
一
章
）

　
最
後
の
旅
の
途
中
、
交
易
に
よ
っ
て
栄
え
た
ヴ
ァ
ッ
ジ
族
の
中
心
都
市
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
を
去
る
に
あ
た
り
、
釈
尊
は
そ
の
霊
樹
の
下

に
広
が
る
霊
域
（
チ
ェ
ー
テ
ィ
ヤ
）
一
つ
一
つ
の
名
前
を
挙
げ
、
愛
惜
の
情
を
吐
露
し
て
い
ま
す
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
ヴ
ェ
ー
サ
ー

リ
ー
（
市
）
は
楽
し
い
。
ウ
デ
ー
ナ
霊
樹
は
楽
し
い
。
ゴ
ー
タ
マ
カ
霊
樹
は
楽
し
い
。
サ
ッ
タ
ン
バ
霊
樹
は
楽
し
い
。
…
」。
こ
こ
に
表

現
さ
れ
て
い
る
開
放
的
な
楽
し
さ
は
、
互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）
を
高
次
元
で
回
復
さ
せ
る
よ
う
な
交
換
様
式
Ｄ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
平
等
で
開
か
れ
た
サ
ン
ガ
を
中
心
に
、
釈
尊
と
い
う
「
模
範
的
な
預
言
者
」
か
ら
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
す
。

二
．
初
期
大
乗
仏
教
・
浄
土
教
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ

　
大
乗
仏
教
は
、
釈
尊
の
入
滅
後
四
世
紀
ほ
ど
た
っ
た
西
暦
紀
元
頃
、
北
西
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
（
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
一
帯
）
を
中
心
に
、
新
た
な
経
典
を
生
み
出
す
運
動
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。「
大
乗
（
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
）」
と
い
う
名
称
は
、
一

切
衆
生
を
乗
せ
て
彼
岸
に
渡
す
「
大
き
な
乗
り
も
の
」「
大
い
な
る
智
慧
」
を
意
味
し
、
そ
の
教
え
の
普
遍
性
を
標
榜
し
た
も
の
で
す
。

（

）
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（

）
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釈
尊
滅
後
、
国
家
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
僧
院
の
仏
教
を
エ
リ
ー
ト
の
た
め
の
「
小
さ
な
乗
り
も
の
」
と
し
て
批
判
し
、
再
び
釈
尊
の

普
遍
的
仏
教
に
返
そ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
北
部
か
ら
バ
ー
ミ
ヤ
ン
に
か
け
て
の
山
岳
地
帯
は
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
時
代
も
現
在
も
、
異
民
族
・
異
文
化
・
異
宗
教
が

混
じ
り
合
っ
て
バ
ザ
ー
ル
的
活
況
を
呈
す
る
所
で
す
が
、
そ
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
軍
事
的
衝
突
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
末
法
的
辺
境
で
す
。

東
西
交
易
の
要
衝
で
あ
っ
た
の
で
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
遠
征
以
来
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
の
影
響
も
色
濃
く
、
そ
れ
は
大
乗
経

典
と
同
時
期
に
作
ら
れ
始
め
た
仏
像
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
地
域
で
浄
土
経
典
が
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と

は
、
一
九
九
〇
年
代
に
出
土
し
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
写
本
の
解
読
研
究
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
乗
仏
教
に
よ
る
「
小
乗
」
批
判
は
、
交
換
様
式
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
人
が
「
功
徳
を
積
み
」「
回
向
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に
対

す
る
批
判
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
僧
院
の
仏
教
は
、
学
問
や
修
行
や
布
施
に
よ
る
「
功
徳
（
宗
教
的
富
）」
を
、
貨
幣
の

よ
う
に
所
有
・
蓄
積
・
計
量
し
た
り
、
分
配
・
貸
与
・
投
資
し
た
り
す
る
発
想
（
交
換
様
式
Ｂ
・
Ｃ
）
を
重
視
し
て
理
論
化
し
、
そ
れ
を

社
会
に
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
を
蓄
積
し
経
済
的
に
発
展
し
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
釈
尊
が
根
本
問
題
と
し
た
分
別
「
は
か

ら
い
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
出
家
者
は
戒
律
を
守
っ
て
学
問
修
行
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
功
徳
を
積
み
、
阿
羅
漢
（「
供
養
に
あ
た
い
す

る
者
」）
を
め
ざ
し
、
在
家
者
は
布
施
な
ど
の
善
業
功
徳
に
よ
っ
て
来
世
を
期
す
る
。
こ
う
し
た
考
え
に
は
抜
き
が
た
い
我
執
が
残
っ
て

い
ま
す
。
修
行
の
功
徳
を
自
ら
の
悟
り
の
た
め
に
回
向
す
る
、
あ
る
い
は
善
業
の
功
徳
を
親
族
の
冥
福
の
た
め
に
回
向
す
る
と
い
う
よ
う

な
交
換
・
贈
与
の
場
合
も
、「
宗
教
」
的
で
は
あ
っ
て
も
そ
れ
が
「
普
遍
宗
教
」（
交
換
様
式
Ｄ
）
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
切
衆

生
の
救
済
を
可
能
に
す
る
「
原
資
」
と
な
る
よ
う
な
莫
大
な
量
の
功
徳
が
、
人
間
の
意
思
的
な
努
力
に
よ
っ
て
は
蓄
積
不
可
能
だ
か
ら
で

す
。

　
小
乗
の
「
功
徳
」
思
想
に
対
す
る
大
乗
の
批
判
は
、
修
行
の
無
功
徳
（
空
性
）
を
言
う
中
観
的
、
禅
宗
的
な
否
定
と
、
普
遍
的
救
済
を

願
う
法
蔵
菩
薩
＝
阿
弥
陀
仏
が
無
量
の
功
徳
を
衆
生
に
回
施
し
て
い
る
と
説
く
浄
土
経
典
の
隠
喩
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（

）
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（
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両
者
と
も
、
人
間
に
よ
る
「
は
か
ら
い
」
を
滅
却
す
る
方
向
に
働
く
点
で
釈
尊
の
教
え
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
脱
構
築
の
表
現
と
い
う
点

で
は
、
無
量
の
功
徳
を
「
荘
厳
」
と
し
て
形
に
表
す
浄
土
経
典
の
方
が
積
極
的
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
に
生
き
る
方
向
を
示
し
希
望
を
与

え
る
仏
教
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
浄
土
の
荘
厳
」
は
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
交
換
様
式
Ｂ
と
Ｃ
に
よ
っ
て

抑
圧
さ
れ
た
互
酬
性
の
契
機
を
想
像
的
に
﹇
高
次
元
で
﹈
回
復
す
る
も
の
」
で
す
。
そ
の
意
味
で
浄
土
と
は
、
交
換
様
式
Ｄ
の
壮
大
な
表

現
な
の
で
す
。

他
力
回
向
の
宗
教
│
│
阿
弥
陀
仏
か
ら
一
切
衆
生
へ
の
無
償
の
贈
与

　
浄
土
教
の
根
本
経
典
で
あ
る
『
無
量
寿
経
』（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
題Sukhāvatīvyūha

「
極
楽
浄
土
の
荘
厳
」）
は
、
釈
尊
が

「
す
べ
て
の
世
界
の
利
益
（sarvalokārtha

）
の
た
め
に
」
説
か
れ
た
経
典
で
す
。
経
典
の
冒
頭
、
釈
尊
は
三
昧
の
中
に
あ
り
、
そ
の

明
澄
な
姿
に
感
動
し
た
阿
難
が
、
い
つ
に
な
く
光
輝
い
て
い
る
訳
を
尋
ね
ま
す
。
す
る
と
釈
尊
は
、
質
問
し
た
阿
難
を
褒
め
て
次
の
よ
う

に
お
答
え
に
な
り
ま
す
。

善
き
か
な
や
。
阿
難
。
問
い
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
、
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
・
真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
衆
生
を
愍
念
し
て
こ
の
慧
義
を
問

え
り
。
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
も
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萠
を
拯
い
恵
む
に
真

実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。 

（『
無
量
寿
経
』
発
起
序
）

　
こ
の
漢
訳
の
文
脈
だ
け
で
は
「
真
実
の
利
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
「
群
萠
を
拯す

く

う
」
普
遍
的
な
救
済
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
（
藤
田
宏
達
先
生
の
和
訳
）
を
参
照
す
る
と
次
の

よ
う
で
す
。

そ
な
た
が
如
来
に
こ
の
こ
と
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
は
、
多
く
の
人
々
の
福
利
の
た
め
（bahujanahitāya

）、
多

く
の
人
々
の
安
楽
の
た
め
（bahujanasukhāya

）、
世
間
に
対
す
る
憐
愍
の
た
め
（lokānukam

pāyai

）、
大
衆
の
利
益
の
た
め

（

）
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（

）
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（
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（m
ahato janakāyasyārthāya

）、
神
々
と
人
間
た
ち
の
福
利
の
た
め
安
楽
の
た
め
に
（hitāya sukhāya
）、
そ
な
た
が
行
な
っ

た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
無
量
・
無
数
の
如
来
・
応
供
・
正
等
覚
者
た
ち
の
も
と
で
、
智
見

を
積
み
集
め
る
者
が
あ
っ
て
も
、
如
来
の
智
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
如
来
は
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
智
見[

無
碍
智]

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
真
実
の
利
」
と
は
、
多
く
の
人
々
に
幸
福
・
安
楽
を
も
た
ら
す
よ
う
な
智
見
で
あ
り
、
そ
の
源
泉
で
あ
る
仏
の
智
は
、
分
か
ち
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
減
ず
る
こ
と
の
な
い
「
無
碍
な
る
智
」
な
の
で
す
。
釈
尊
は
、
こ
の
仏
の
智
が
す
べ
て
の
世
界
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
と

願
っ
て
『
無
量
寿
経
』
を
説
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
一
切
衆
生
へ
の
純
粋
贈
与
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
ま
す
。
そ
の

大
意
は
、
親
鸞
の
言
葉
に
よ
る
な
ら
、「
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を

施
す
る
こ
と
を
い
た
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
他
力
回
向
の
観
点
か
ら
物
語
の
筋
を
た
ど
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
は
る
か
な
昔
、
法
蔵
（D

harm
ākara

「
法
の
蔵
（
あ
る
い
は
鉱
脈
）」）
と
い
う
名
前
の
菩
薩
が
普
遍
的
救
済
を
願
い
、
そ
の
た
め
に
入

念
な
構
想
を
練
り
、
仏
の
前
で
そ
れ
を
「
本
願
」
と
し
て
宣
誓
し
ま
し
た
。
彼
は
永
遠
に
も
等
し
い
時
間
を
か
け
た
完
璧
な
修
行
に
よ
っ

て
無
量
の
功
徳
を
積
み
、
そ
の
本
願
を
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
（A

m
itābha

「
無
量
の
光
」, A

m
itāyus

「
無
量
の
寿
命
」）
と
な
り
ま
す
。

そ
の
と
き
、
蓄
積
さ
れ
て
い
た
無
量
の
功
徳
は
、
極
楽
浄
土
の
荘
厳
（
国
土
と
仏
と
菩
薩
の
壮
麗
な
姿
や
優
れ
た
力
）
と
な
っ
て
「
す
べ

て
の
世
界
の
す
べ
て
の
生
き
も
の
」
に
対
し
て
無
条
件
で
贈
与
さ
れ
ま
し
た
。
光
明
・
名
号
（「
南
無
阿
弥
陀
仏
」）
と
い
う
形
で
届
け
ら

れ
た
「
功
徳
の
宝
」
を
受
け
取
っ
た
者
、
本
願
の
力
に
触
れ
た
者
は
、
そ
の
本
願
を
信
じ
念
仏
す
る
こ
と
を
通
し
て
浄
土
に
往
生
し
、
や

が
て
自
ら
も
仏
と
な
っ
て
救
済
事
業
に
加
わ
り
ま
す
。
こ
の
救
済
プ
ラ
ン
の
優
れ
た
点
は
、
贈
り
物
を
賜
っ
た
も
の
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏

（「
阿
弥
陀
仏
を
拠
り
所
と
致
し
ま
す
」）」
と
い
う
念お

も

い
を
声
に
し
て
人
々
と
分
か
ち
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
純
粋
贈
与
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
世
界
的
展
開
に
加
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
予
め
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。「
功
徳
の
宝
」
は
、
分
か
ち
合
え
ば
分
か
ち
合
う
ほ

ど
そ
の
価
値
が
増
し
、「
宝
の
山
」「
大
宝
海
」
と
し
て
姿
を
現
し
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
が
無
窮
に
継
続
す

（
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両
者
と
も
、
人
間
に
よ
る
「
は
か
ら
い
」
を
滅
却
す
る
方
向
に
働
く
点
で
釈
尊
の
教
え
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
脱
構
築
の
表
現
と
い
う
点

で
は
、
無
量
の
功
徳
を
「
荘
厳
」
と
し
て
形
に
表
す
浄
土
経
典
の
方
が
積
極
的
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
に
生
き
る
方
向
を
示
し
希
望
を
与

え
る
仏
教
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
浄
土
の
荘
厳
」
は
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
交
換
様
式
Ｂ
と
Ｃ
に
よ
っ
て

抑
圧
さ
れ
た
互
酬
性
の
契
機
を
想
像
的
に
﹇
高
次
元
で
﹈
回
復
す
る
も
の
」
で
す
。
そ
の
意
味
で
浄
土
と
は
、
交
換
様
式
Ｄ
の
壮
大
な
表

現
な
の
で
す
。

他
力
回
向
の
宗
教
│
│
阿
弥
陀
仏
か
ら
一
切
衆
生
へ
の
無
償
の
贈
与

　
浄
土
教
の
根
本
経
典
で
あ
る
『
無
量
寿
経
』（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
題Sukhāvatīvyūha

「
極
楽
浄
土
の
荘
厳
」）
は
、
釈
尊
が

「
す
べ
て
の
世
界
の
利
益
（sarvalokārtha

）
の
た
め
に
」
説
か
れ
た
経
典
で
す
。
経
典
の
冒
頭
、
釈
尊
は
三
昧
の
中
に
あ
り
、
そ
の

明
澄
な
姿
に
感
動
し
た
阿
難
が
、
い
つ
に
な
く
光
輝
い
て
い
る
訳
を
尋
ね
ま
す
。
す
る
と
釈
尊
は
、
質
問
し
た
阿
難
を
褒
め
て
次
の
よ
う

に
お
答
え
に
な
り
ま
す
。

善
き
か
な
や
。
阿
難
。
問
い
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
、
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
・
真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
衆
生
を
愍
念
し
て
こ
の
慧
義
を
問

え
り
。
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
も
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萠
を
拯
い
恵
む
に
真

実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。 

（『
無
量
寿
経
』
発
起
序
）

　
こ
の
漢
訳
の
文
脈
だ
け
で
は
「
真
実
の
利
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
「
群
萠
を
拯す

く

う
」
普
遍
的
な
救
済
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
（
藤
田
宏
達
先
生
の
和
訳
）
を
参
照
す
る
と
次
の

よ
う
で
す
。

そ
な
た
が
如
来
に
こ
の
こ
と
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
は
、
多
く
の
人
々
の
福
利
の
た
め
（bahujanahitāya

）、
多

く
の
人
々
の
安
楽
の
た
め
（bahujanasukhāya

）、
世
間
に
対
す
る
憐
愍
の
た
め
（lokānukam

pāyai

）、
大
衆
の
利
益
の
た
め
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（m
ahato janakāyasyārthāya

）、
神
々
と
人
間
た
ち
の
福
利
の
た
め
安
楽
の
た
め
に
（hitāya sukhāya

）、
そ
な
た
が
行
な
っ

た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
無
量
・
無
数
の
如
来
・
応
供
・
正
等
覚
者
た
ち
の
も
と
で
、
智
見

を
積
み
集
め
る
者
が
あ
っ
て
も
、
如
来
の
智
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
如
来
は
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
智
見[

無
碍
智]

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
真
実
の
利
」
と
は
、
多
く
の
人
々
に
幸
福
・
安
楽
を
も
た
ら
す
よ
う
な
智
見
で
あ
り
、
そ
の
源
泉
で
あ
る
仏
の
智
は
、
分
か
ち
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
減
ず
る
こ
と
の
な
い
「
無
碍
な
る
智
」
な
の
で
す
。
釈
尊
は
、
こ
の
仏
の
智
が
す
べ
て
の
世
界
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
と

願
っ
て
『
無
量
寿
経
』
を
説
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
一
切
衆
生
へ
の
純
粋
贈
与
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
ま
す
。
そ
の

大
意
は
、
親
鸞
の
言
葉
に
よ
る
な
ら
、「
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を

施
す
る
こ
と
を
い
た
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
他
力
回
向
の
観
点
か
ら
物
語
の
筋
を
た
ど
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
は
る
か
な
昔
、
法
蔵
（D

harm
ākara

「
法
の
蔵
（
あ
る
い
は
鉱
脈
）」）
と
い
う
名
前
の
菩
薩
が
普
遍
的
救
済
を
願
い
、
そ
の
た
め
に
入

念
な
構
想
を
練
り
、
仏
の
前
で
そ
れ
を
「
本
願
」
と
し
て
宣
誓
し
ま
し
た
。
彼
は
永
遠
に
も
等
し
い
時
間
を
か
け
た
完
璧
な
修
行
に
よ
っ

て
無
量
の
功
徳
を
積
み
、
そ
の
本
願
を
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
（A

m
itābha

「
無
量
の
光
」, A

m
itāyus

「
無
量
の
寿
命
」）
と
な
り
ま
す
。

そ
の
と
き
、
蓄
積
さ
れ
て
い
た
無
量
の
功
徳
は
、
極
楽
浄
土
の
荘
厳
（
国
土
と
仏
と
菩
薩
の
壮
麗
な
姿
や
優
れ
た
力
）
と
な
っ
て
「
す
べ

て
の
世
界
の
す
べ
て
の
生
き
も
の
」
に
対
し
て
無
条
件
で
贈
与
さ
れ
ま
し
た
。
光
明
・
名
号
（「
南
無
阿
弥
陀
仏
」）
と
い
う
形
で
届
け
ら

れ
た
「
功
徳
の
宝
」
を
受
け
取
っ
た
者
、
本
願
の
力
に
触
れ
た
者
は
、
そ
の
本
願
を
信
じ
念
仏
す
る
こ
と
を
通
し
て
浄
土
に
往
生
し
、
や

が
て
自
ら
も
仏
と
な
っ
て
救
済
事
業
に
加
わ
り
ま
す
。
こ
の
救
済
プ
ラ
ン
の
優
れ
た
点
は
、
贈
り
物
を
賜
っ
た
も
の
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏

（「
阿
弥
陀
仏
を
拠
り
所
と
致
し
ま
す
」）」
と
い
う
念お

も

い
を
声
に
し
て
人
々
と
分
か
ち
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
純
粋
贈
与
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
世
界
的
展
開
に
加
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
予
め
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。「
功
徳
の
宝
」
は
、
分
か
ち
合
え
ば
分
か
ち
合
う
ほ

ど
そ
の
価
値
が
増
し
、「
宝
の
山
」「
大
宝
海
」
と
し
て
姿
を
現
し
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
が
無
窮
に
継
続
す

（

）
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
の
幸
福
、
一
切
衆
生
の
救
済
が
実
現
し
て
い
き
ま
す
。
釈
尊
は
そ
の
よ
う
に
本
願
の
物
語
を
説
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
の
創
造
的
表
現
で
あ
り
、「
互
酬
性
の
高
次
元
で
の
回
復
」
を
促
す
、
壮
大
な
規
模
の
隠
喩
で
す
。

　
本
願
の
物
語
に
お
い
て
、「
は
か
ら
い
」（
構
想
・
計
画
立
案
・
投
資
）
は
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
側
に
あ
り
、
そ
の
圧
倒
的
な
贈
与
の

力
に
よ
っ
て
、
人
間
の
側
の
「
は
か
ら
い
」（
思
惑
・
打
算
）
は
吸
収
さ
れ
無
化
さ
れ
、
結
果
的
に
仏
の
「
は
か
ら
い
」（
構
想
）
と
一
つ

に
な
り
ま
す
。「
阿
弥
陀
仏
を
拠
り
所
に
致
し
ま
す
」
と
念
仏
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
個
人
の
自
己
中
心
的
な
「
は
か
ら
い
」
が
破
ら
れ
、

転
ぜ
ら
れ
て
、
普
遍
的
救
済
の
働
き
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
展
開
を
阿
弥
陀
仏
自
身
が
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

『
無
量
寿
経
』
の
第
二
十
二
願
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
で
は
第
二
十
一
願
）
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
は
こ
れ
を
「
還
相
回
向
の
願
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
分
か
り
易
い
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
の
和
訳
を
参
照
し
て
み
ま
す
。

　
も
し
も
わ
た
く
し[

＝
法
蔵
菩
薩]

が
覚
り
を
得
た
と
き
に
、
か
し
こ
の
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
生
け
る
者
た
ち
が
、
す

べ
て
、
無
上
な
る
正
等
覚
に
対
し
て
、
一
生
だ
け
﹇
こ
の
世
に
﹈
つ
な
が
れ
た
者
（
一
生
所
繫
）
と
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
間
は
、
わ
た
く
し
は
無
上
な
る
正
等
覚
を
さ
と
り
ま
せ
ん
。
但
し
、
大
い
な
る
鎧
を
身
に
ま
と
い
、
一
切
の
世
間
の
利
益

（sarvalokārtha

）
の
た
め
に
鎧
を
身
に
ま
と
い
、
一
切
の
世
間
の
利
益
の
た
め
に
専
心
し
、
一
切
の
世
間
﹇
の
人
々
﹈
を
般
涅

槃
せ
し
め
る
た
め
に
専
心
し
、
一
切
の
世
界
に
お
い
て
菩
薩
の
行
を
実
践
し
よ
う
と
欲
し
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
に
等
し
い
生
け
る
者

た
ち
を
無
上
な
る
正
等
覚
に
安
立
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
行
に
向
か
い
、
サ
マ
ン
タ
バ
ド
ラ
（
普
賢sam

anta-bhadra[

平
等
で

普
遍
的
な
賢
・
善
・
楽]

）
の
行
（caryā

）
に
決
定
し
た
、
特
別
な
諸
誓
願
を[

立
て
て
い
る]

菩
薩
・
大
士
た
ち
を
除
い
て
。

　
後
半
の
但
し
書
き
の
中
で
特
に
除
か
れ
て
い
る
勇
敢
な
菩
薩
・
大
士
た
ち
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
よ
う
な
「
凡
小
」「
群
萠
」
と
は
か

け
離
れ
た
仏
に
も
等
し
い
存
在
で
あ
り
、
凡
夫
に
は
望
む
べ
く
も
な
い
姿
だ
と
す
る
の
が
テ
キ
ス
ト
の
字
義
に
沿
っ
た
慎
重
な
読
み
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
は
か
ら
い
」
に
満
ち
た
普
通
の
人
間
が
、
信
心
と
念
仏
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
構
想
に
同
化
し
、
そ
の
働
き

に
参
加
し
て
い
く
と
い
う
文
脈
の
中
に
お
い
て
み
る
な
ら
、
こ
の
本
願
の
除
外
規
定
は
、
尊
敬
す
べ
き
卓
越
し
た
模
範
を
示
す
た
め
の
レ

（

）
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ト
リ
ッ
ク
と
し
て
解
釈
し
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
願
の
本
意
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
全
世
界
に
平
等
で
普
遍
的
な
幸
福
を
も
た
ら
そ
う
と
専
心
す
る
菩
薩
た
ち
が
、「
大
い
な
る
鎧
（「
弘
誓
の
鎧
」）
を
身
に
ま
と
う
」
必

要
が
あ
る
の
は
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
実
践
に
対
し
て
、
国
家
や
そ
れ
を
支
え
る
「
宗
教
」
か
ら
の
激
し
い
弾
圧
と

攻
撃
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。「
弘
誓
の
鎧
」
と
な
っ
て
行
者
の
身
を
護
り
、
菩
薩
行
を
支
え
て
い
く
の
も
本
願
の
働
き
な
の
で

す
。

　
大
乗
経
典
、
特
に
浄
土
経
典
に
お
い
て
、「
国
家
・
世
界
・
世
間
」（loka

）
や
「
国
土
」（ks

・etra

）
を
意
識
し
た
表
現
、「
国
王
」

（rāja

）
や
そ
れ
に
関
係
す
る
仏
の
名
前
が
物
語
の
枠
組
み
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
の
国
家
に
よ
る
暴
力
や
戦
争
、
そ
れ

を
支
え
る
よ
う
な
「
宗
教
」
を
批
判
す
る
文
学
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
『
悲
華
経
』
に
お
い
て
、
阿

弥
陀
仏
の
前
身
と
さ
れ
る
の
は
無
諍
念
王
（A

ran

・em
in

「
争
い
の
念
い
の
無
い
王
」）
で
す
。『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
は

も
と
も
と
国
王
だ
っ
た
の
が
、
世
自
在
王
（Lokeśvararāja

「
世
に
自
在
な
る
王
」）
と
い
う
名
前
の
仏
の
教
化
に
よ
っ
て
菩
提
心
を
発

し
、
沙
門
（śram

aņa

「
努
め
励
む
も
の
」）
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
本
願
の
物
語
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

時
に
国
王
ま
し
ま
し
き
。
仏
の
説
法
を
聞
き
て
心
に
悦
予
を
懐
き
、
尋
ち
無
上
正
真
道
の
意
を
発
し
き
。
国
を
棄
て
、
王
を
捐
て
て
、

行
じ
て
沙
門
と
作
り
、
号
し
て
法
蔵
と
曰
い
き
。
高
才
勇
哲
に
し
て
、
世
と
超
異
せ
り
。

　
こ
の
よ
う
に
国
家
を
棄
て
「
世
と
超
異
」
し
た
「
努
め
励
む
も
の
」
に
よ
っ
て
本
願
は
構
想
さ
れ
、
そ
の
努
力
に
よ
っ
て
「
安
楽
に
満

ち
た
世
界
」（Sukhāvatī

）
清
浄
な
「
仏
土
」（buddha- ks

・etra

）
は
完
成
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、『
無
量
寿
経
』
の
「
三
毒
五
悪

段
」
と
よ
ば
れ
る
後
半
部
分
に
描
か
れ
る
よ
う
な
、
国
家
の
支
配
の
下
で
民
衆
が
生
死
流
転
を
繰
り
返
し
、
差
別
と
苦
し
み
に
満
ち
た
末

法
濁
世
（
交
換
様
式
Ｂ
・
Ｃ
が
支
配
的
世
界
）
と
は
正
反
対
の
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
三
毒
五
悪
の
世
に
釈
尊
の
教
化
が
及
び
、

人
々
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
を
信
じ
拠
り
所
と
す
る
者
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
浄
土
（
交
換
様
式
Ｄ
）
へ
の

道
が
開
か
れ
て
行
く
の
で
す
。
浄
土
が
開
示
さ
れ
る
の
と
共
に
、
濁
世
の
た
だ
な
か
に
還
相
の
菩
薩
た
ち
が
現
れ
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て

（

）
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
の
幸
福
、
一
切
衆
生
の
救
済
が
実
現
し
て
い
き
ま
す
。
釈
尊
は
そ
の
よ
う
に
本
願
の
物
語
を
説
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
の
創
造
的
表
現
で
あ
り
、「
互
酬
性
の
高
次
元
で
の
回
復
」
を
促
す
、
壮
大
な
規
模
の
隠
喩
で
す
。

　
本
願
の
物
語
に
お
い
て
、「
は
か
ら
い
」（
構
想
・
計
画
立
案
・
投
資
）
は
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
側
に
あ
り
、
そ
の
圧
倒
的
な
贈
与
の

力
に
よ
っ
て
、
人
間
の
側
の
「
は
か
ら
い
」（
思
惑
・
打
算
）
は
吸
収
さ
れ
無
化
さ
れ
、
結
果
的
に
仏
の
「
は
か
ら
い
」（
構
想
）
と
一
つ

に
な
り
ま
す
。「
阿
弥
陀
仏
を
拠
り
所
に
致
し
ま
す
」
と
念
仏
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
個
人
の
自
己
中
心
的
な
「
は
か
ら
い
」
が
破
ら
れ
、

転
ぜ
ら
れ
て
、
普
遍
的
救
済
の
働
き
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
展
開
を
阿
弥
陀
仏
自
身
が
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

『
無
量
寿
経
』
の
第
二
十
二
願
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
で
は
第
二
十
一
願
）
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
は
こ
れ
を
「
還
相
回
向
の
願
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
分
か
り
易
い
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
の
和
訳
を
参
照
し
て
み
ま
す
。

　
も
し
も
わ
た
く
し[

＝
法
蔵
菩
薩]

が
覚
り
を
得
た
と
き
に
、
か
し
こ
の
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
生
け
る
者
た
ち
が
、
す

べ
て
、
無
上
な
る
正
等
覚
に
対
し
て
、
一
生
だ
け
﹇
こ
の
世
に
﹈
つ
な
が
れ
た
者
（
一
生
所
繫
）
と
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
間
は
、
わ
た
く
し
は
無
上
な
る
正
等
覚
を
さ
と
り
ま
せ
ん
。
但
し
、
大
い
な
る
鎧
を
身
に
ま
と
い
、
一
切
の
世
間
の
利
益

（sarvalokārtha

）
の
た
め
に
鎧
を
身
に
ま
と
い
、
一
切
の
世
間
の
利
益
の
た
め
に
専
心
し
、
一
切
の
世
間
﹇
の
人
々
﹈
を
般
涅

槃
せ
し
め
る
た
め
に
専
心
し
、
一
切
の
世
界
に
お
い
て
菩
薩
の
行
を
実
践
し
よ
う
と
欲
し
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
に
等
し
い
生
け
る
者

た
ち
を
無
上
な
る
正
等
覚
に
安
立
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
行
に
向
か
い
、
サ
マ
ン
タ
バ
ド
ラ
（
普
賢sam

anta-bhadra[

平
等
で

普
遍
的
な
賢
・
善
・
楽]

）
の
行
（caryā

）
に
決
定
し
た
、
特
別
な
諸
誓
願
を[

立
て
て
い
る]

菩
薩
・
大
士
た
ち
を
除
い
て
。

　
後
半
の
但
し
書
き
の
中
で
特
に
除
か
れ
て
い
る
勇
敢
な
菩
薩
・
大
士
た
ち
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
よ
う
な
「
凡
小
」「
群
萠
」
と
は
か

け
離
れ
た
仏
に
も
等
し
い
存
在
で
あ
り
、
凡
夫
に
は
望
む
べ
く
も
な
い
姿
だ
と
す
る
の
が
テ
キ
ス
ト
の
字
義
に
沿
っ
た
慎
重
な
読
み
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
は
か
ら
い
」
に
満
ち
た
普
通
の
人
間
が
、
信
心
と
念
仏
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
構
想
に
同
化
し
、
そ
の
働
き

に
参
加
し
て
い
く
と
い
う
文
脈
の
中
に
お
い
て
み
る
な
ら
、
こ
の
本
願
の
除
外
規
定
は
、
尊
敬
す
べ
き
卓
越
し
た
模
範
を
示
す
た
め
の
レ

（

）
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ト
リ
ッ
ク
と
し
て
解
釈
し
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
願
の
本
意
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
全
世
界
に
平
等
で
普
遍
的
な
幸
福
を
も
た
ら
そ
う
と
専
心
す
る
菩
薩
た
ち
が
、「
大
い
な
る
鎧
（「
弘
誓
の
鎧
」）
を
身
に
ま
と
う
」
必

要
が
あ
る
の
は
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
実
践
に
対
し
て
、
国
家
や
そ
れ
を
支
え
る
「
宗
教
」
か
ら
の
激
し
い
弾
圧
と

攻
撃
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。「
弘
誓
の
鎧
」
と
な
っ
て
行
者
の
身
を
護
り
、
菩
薩
行
を
支
え
て
い
く
の
も
本
願
の
働
き
な
の
で

す
。

　
大
乗
経
典
、
特
に
浄
土
経
典
に
お
い
て
、「
国
家
・
世
界
・
世
間
」（loka

）
や
「
国
土
」（ks

・etra

）
を
意
識
し
た
表
現
、「
国
王
」

（rāja

）
や
そ
れ
に
関
係
す
る
仏
の
名
前
が
物
語
の
枠
組
み
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
の
国
家
に
よ
る
暴
力
や
戦
争
、
そ
れ

を
支
え
る
よ
う
な
「
宗
教
」
を
批
判
す
る
文
学
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
『
悲
華
経
』
に
お
い
て
、
阿

弥
陀
仏
の
前
身
と
さ
れ
る
の
は
無
諍
念
王
（A
ran

・em
in

「
争
い
の
念
い
の
無
い
王
」）
で
す
。『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
は

も
と
も
と
国
王
だ
っ
た
の
が
、
世
自
在
王
（Lokeśvararāja

「
世
に
自
在
な
る
王
」）
と
い
う
名
前
の
仏
の
教
化
に
よ
っ
て
菩
提
心
を
発

し
、
沙
門
（śram

aņa

「
努
め
励
む
も
の
」）
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
本
願
の
物
語
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

時
に
国
王
ま
し
ま
し
き
。
仏
の
説
法
を
聞
き
て
心
に
悦
予
を
懐
き
、
尋
ち
無
上
正
真
道
の
意
を
発
し
き
。
国
を
棄
て
、
王
を
捐
て
て
、

行
じ
て
沙
門
と
作
り
、
号
し
て
法
蔵
と
曰
い
き
。
高
才
勇
哲
に
し
て
、
世
と
超
異
せ
り
。

　
こ
の
よ
う
に
国
家
を
棄
て
「
世
と
超
異
」
し
た
「
努
め
励
む
も
の
」
に
よ
っ
て
本
願
は
構
想
さ
れ
、
そ
の
努
力
に
よ
っ
て
「
安
楽
に
満

ち
た
世
界
」（Sukhāvatī

）
清
浄
な
「
仏
土
」（buddha- ks

・etra
）
は
完
成
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、『
無
量
寿
経
』
の
「
三
毒
五
悪

段
」
と
よ
ば
れ
る
後
半
部
分
に
描
か
れ
る
よ
う
な
、
国
家
の
支
配
の
下
で
民
衆
が
生
死
流
転
を
繰
り
返
し
、
差
別
と
苦
し
み
に
満
ち
た
末

法
濁
世
（
交
換
様
式
Ｂ
・
Ｃ
が
支
配
的
世
界
）
と
は
正
反
対
の
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
三
毒
五
悪
の
世
に
釈
尊
の
教
化
が
及
び
、

人
々
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
を
信
じ
拠
り
所
と
す
る
者
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
浄
土
（
交
換
様
式
Ｄ
）
へ
の

道
が
開
か
れ
て
行
く
の
で
す
。
浄
土
が
開
示
さ
れ
る
の
と
共
に
、
濁
世
の
た
だ
な
か
に
還
相
の
菩
薩
た
ち
が
現
れ
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て

（

）
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人
々
に
安
楽
が
も
た
ら
さ
れ
、「
兵ひ

ょ
う

戈が

無む

用よ
う

」
の
平
和
な
世
界
が
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

三
．
浄
土
真
宗
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ

　
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
証
巻
に
お
い
て
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
対
す
る
曇
鸞
の
註
釈
を
通
し
て
第
二
十
二
願
「
還
相
回
向
の
願
」
を

引
用
し
、
こ
れ
を
と
て
も
重
視
し
て
い
ま
す
。

二
つ
に
還
相
の
回
向
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
益
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
「
必
至
補
処
の
願
」
よ
り
出
で
た
り
。

ま
た
「
一
生
補
処
の
願
」
と
名
づ
く
。
ま
た
「
還
相
回
向
の
願
」
と
名
づ
く
べ
き
な
り
。『
註
論
』
に
顕
れ
た
り
。
か
る
が
ゆ
え
に

願
文
を
出
だ
さ
ず
。『
論
の
註
』
を
披
く
べ
し
。 

（『
教
行
信
証
』〈
証
巻
〉
還
相
釈
）

　
こ
の
あ
と
、『
浄
土
論
』
の
「
出
第
五
門
」
回
向
利
益
他
の
行
に
関
す
る
文
と
、
そ
れ
に
対
す
る
『
浄
土
論
註
』
の
長
い
引
用
に
よ
っ

て
還
相
回
向
の
意
味
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
「
他
利
利
他
の
深
義
」
に
対
す
る
親
鸞
自
身
の
理
解
は
、
簡
潔
な
評
釈
が
あ
る

だ
け
で
明
確
に
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
仰
ぎ
て
奉
持
す
べ
き
も
の
」「
特
に
頂
戴
す
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
て
、
回
向
を
賜
る
凡

夫
の
側
で
分
析
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
理
的
な
分
析
に
よ
っ
て
、
回
向
の
賜
物
の
精
妙
に
連
動

す
る
二
面
性
を
分
割
し
て
し
ま
う
と
、
優
れ
た
功
徳
が
減
じ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
鸞
の
還
相
回
向

論
は
、
両
義
性
を
残
し
た
複
雑
な
議
論
な
の
で
、
そ
れ
を
こ
こ
で
的
確
に
要
約
す
る
能
力
も
時
間
も
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
谷
正
當
先

生
の
「
親
鸞
の
還
相
回
向
の
思
想
」
と
い
う
近
年
の
論
文
に
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
長
谷
先

生
の
見
解
は
最
も
説
得
力
が
あ
る
の
で
、
是
非
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
　

　
交
換
様
式
Ｄ
と
い
う
観
点
か
ら
還
相
回
向
を
考
え
る
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
回
向
を
賜
っ
た
念
仏
者
に
、「
互
酬
性
の
高
次
元
で
の
回

復
」
が
実
現
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
さ
え
は
っ
き
り
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
念
仏
者
の
間
に
、
利
他
・
協
同
・
平
等
・
互
恵
・

自
由
を
特
徴
と
す
る
よ
う
な
社
会
関
係
を
生
み
出
す
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な

（

）
22

（

）
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変
容
が
確
か
に
起
こ
る
こ
と
を
『
正
像
末
和
讃
』
の
中
に
繰
り
返
し
明
言
し
て
い
ま
す
。
そ
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　
　
五
濁
悪
世
の
衆
生
の
　
選
択
本
願
信
ず
れ
ば
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
　
功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り

　
　
弥
陀
智
願
の
広
海
に
　
凡
夫
善
悪
の
心
水
も
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帰
入
し
ぬ
れ
ば
す
な
わ
ち
に
　
大
悲
心
と
ぞ
転
ず
な
る

　
　
如
来
の
回
向
に
帰
入
し
て
　
願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
力
の
回
向
を
す
て
は
て
て
　
利
益
有
情
は
き
わ
も
な
し 

（『
正
像
末
和
讃
』）

　
右
の
最
初
の
和
讃
に
つ
い
て
は
、
蓮
如
が
『
御
文
』
に
引
い
て
、
丁
寧
に
そ
の
心
を
説
き
明
か
し
て
い
ま
す
。
親
鸞
が
人
々
に
伝
え
よ

う
と
し
た
他
力
回
向
の
働
き
は
、
民
衆
の
心
に
響
き
彼
ら
を
動
か
す
よ
う
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
和
讃
の
心
は
、「
五
濁
悪
世
の
衆
生
」
と
い
う
は
、
一
切
我
等
女
人
悪
人
の
事
な
り
。
さ
れ
ば
、
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
一
生
造

悪
の
凡
夫
な
れ
ど
も
、
弥
陀
如
来
を
一
心
一
向
に
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
、
後
生
た
す
け
給
え
と
も
う
さ
ん
も
の
を
ば
、
か
な
ら
ず
す

く
い
ま
し
ま
す
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
疑
う
べ
か
ら
ず
。
か
よ
う
に
弥
陀
を
た
の
み
も
う
す
も
の
に
は
、
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の

大
功
徳
を
あ
た
え
ま
し
ま
す
な
り
。「
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
功
徳
」
と
い
う
こ
と
は
、
か
ず
か
ぎ
り
も
な
き
大
功
徳
の
こ
と

な
り
。
こ
の
大
功
徳
を
、
一
念
に
弥
陀
を
た
の
み
も
う
す
我
等
衆
生
に
回
向
し
ま
し
ま
す
ゆ
え
に
、
過
去
未
来
現
在
の
三
世
の
業
障
、

一
時
に
つ
み
き
え
て
、
正
定
聚
の
く
ら
い
、
ま
た
等
正
覚
の
く
ら
い
な
ん
ど
に
さ
だ
ま
る
も
の
な
り
。 

（『
御
文
』
第
五
帖
第
六
通
）

　
こ
の
和
讃
に
つ
い
て
は
、
哲
学
者
の
三
木
清
も
自
身
に
深
く
受
け
と
め
て
い
た
よ
う
で
、
遺
稿
と
な
っ
た
『
親
鸞
』
の
中
で
、
浄
土
真

宗
の
教
え
の
最
も
重
要
な
特
性
を
示
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

も
と
よ
り
親
鸞
の
思
想
の
特
色
が
体
験
的
で
あ
る
こ
と
、
人
間
的
で
あ
る
こ
と
、
現
実
的
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
こ
と
は
争
わ
れ
な

（

）
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人
々
に
安
楽
が
も
た
ら
さ
れ
、「
兵ひ

ょ
う

戈が

無む

用よ
う

」
の
平
和
な
世
界
が
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

三
．
浄
土
真
宗
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ

　
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
証
巻
に
お
い
て
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
対
す
る
曇
鸞
の
註
釈
を
通
し
て
第
二
十
二
願
「
還
相
回
向
の
願
」
を

引
用
し
、
こ
れ
を
と
て
も
重
視
し
て
い
ま
す
。

二
つ
に
還
相
の
回
向
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
益
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
「
必
至
補
処
の
願
」
よ
り
出
で
た
り
。

ま
た
「
一
生
補
処
の
願
」
と
名
づ
く
。
ま
た
「
還
相
回
向
の
願
」
と
名
づ
く
べ
き
な
り
。『
註
論
』
に
顕
れ
た
り
。
か
る
が
ゆ
え
に

願
文
を
出
だ
さ
ず
。『
論
の
註
』
を
披
く
べ
し
。 

（『
教
行
信
証
』〈
証
巻
〉
還
相
釈
）

　
こ
の
あ
と
、『
浄
土
論
』
の
「
出
第
五
門
」
回
向
利
益
他
の
行
に
関
す
る
文
と
、
そ
れ
に
対
す
る
『
浄
土
論
註
』
の
長
い
引
用
に
よ
っ

て
還
相
回
向
の
意
味
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
「
他
利
利
他
の
深
義
」
に
対
す
る
親
鸞
自
身
の
理
解
は
、
簡
潔
な
評
釈
が
あ
る

だ
け
で
明
確
に
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
仰
ぎ
て
奉
持
す
べ
き
も
の
」「
特
に
頂
戴
す
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
て
、
回
向
を
賜
る
凡

夫
の
側
で
分
析
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
理
的
な
分
析
に
よ
っ
て
、
回
向
の
賜
物
の
精
妙
に
連
動

す
る
二
面
性
を
分
割
し
て
し
ま
う
と
、
優
れ
た
功
徳
が
減
じ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
鸞
の
還
相
回
向

論
は
、
両
義
性
を
残
し
た
複
雑
な
議
論
な
の
で
、
そ
れ
を
こ
こ
で
的
確
に
要
約
す
る
能
力
も
時
間
も
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
谷
正
當
先

生
の
「
親
鸞
の
還
相
回
向
の
思
想
」
と
い
う
近
年
の
論
文
に
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
長
谷
先

生
の
見
解
は
最
も
説
得
力
が
あ
る
の
で
、
是
非
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
　

　
交
換
様
式
Ｄ
と
い
う
観
点
か
ら
還
相
回
向
を
考
え
る
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
回
向
を
賜
っ
た
念
仏
者
に
、「
互
酬
性
の
高
次
元
で
の
回

復
」
が
実
現
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
さ
え
は
っ
き
り
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
念
仏
者
の
間
に
、
利
他
・
協
同
・
平
等
・
互
恵
・

自
由
を
特
徴
と
す
る
よ
う
な
社
会
関
係
を
生
み
出
す
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な

（

）
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（

）
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変
容
が
確
か
に
起
こ
る
こ
と
を
『
正
像
末
和
讃
』
の
中
に
繰
り
返
し
明
言
し
て
い
ま
す
。
そ
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　
　
五
濁
悪
世
の
衆
生
の
　
選
択
本
願
信
ず
れ
ば
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
　
功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り

　
　
弥
陀
智
願
の
広
海
に
　
凡
夫
善
悪
の
心
水
も
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帰
入
し
ぬ
れ
ば
す
な
わ
ち
に
　
大
悲
心
と
ぞ
転
ず
な
る

　
　
如
来
の
回
向
に
帰
入
し
て
　
願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
力
の
回
向
を
す
て
は
て
て
　
利
益
有
情
は
き
わ
も
な
し 

（『
正
像
末
和
讃
』）

　
右
の
最
初
の
和
讃
に
つ
い
て
は
、
蓮
如
が
『
御
文
』
に
引
い
て
、
丁
寧
に
そ
の
心
を
説
き
明
か
し
て
い
ま
す
。
親
鸞
が
人
々
に
伝
え
よ

う
と
し
た
他
力
回
向
の
働
き
は
、
民
衆
の
心
に
響
き
彼
ら
を
動
か
す
よ
う
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
和
讃
の
心
は
、「
五
濁
悪
世
の
衆
生
」
と
い
う
は
、
一
切
我
等
女
人
悪
人
の
事
な
り
。
さ
れ
ば
、
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
一
生
造

悪
の
凡
夫
な
れ
ど
も
、
弥
陀
如
来
を
一
心
一
向
に
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
、
後
生
た
す
け
給
え
と
も
う
さ
ん
も
の
を
ば
、
か
な
ら
ず
す

く
い
ま
し
ま
す
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
疑
う
べ
か
ら
ず
。
か
よ
う
に
弥
陀
を
た
の
み
も
う
す
も
の
に
は
、
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の

大
功
徳
を
あ
た
え
ま
し
ま
す
な
り
。「
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
功
徳
」
と
い
う
こ
と
は
、
か
ず
か
ぎ
り
も
な
き
大
功
徳
の
こ
と

な
り
。
こ
の
大
功
徳
を
、
一
念
に
弥
陀
を
た
の
み
も
う
す
我
等
衆
生
に
回
向
し
ま
し
ま
す
ゆ
え
に
、
過
去
未
来
現
在
の
三
世
の
業
障
、

一
時
に
つ
み
き
え
て
、
正
定
聚
の
く
ら
い
、
ま
た
等
正
覚
の
く
ら
い
な
ん
ど
に
さ
だ
ま
る
も
の
な
り
。 

（『
御
文
』
第
五
帖
第
六
通
）

　
こ
の
和
讃
に
つ
い
て
は
、
哲
学
者
の
三
木
清
も
自
身
に
深
く
受
け
と
め
て
い
た
よ
う
で
、
遺
稿
と
な
っ
た
『
親
鸞
』
の
中
で
、
浄
土
真

宗
の
教
え
の
最
も
重
要
な
特
性
を
示
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

も
と
よ
り
親
鸞
の
思
想
の
特
色
が
体
験
的
で
あ
る
こ
と
、
人
間
的
で
あ
る
こ
と
、
現
実
的
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
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い
。
そ
こ
に
我
々
は
彼
の
宗
教
に
お
け
る
極
め
て
深
い
「
内
面
性
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
内
面
性
と
は
何
で
あ
る
か
。
内

面
性
と
は
空
虚
な
主
観
性
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
最
も
客
観
的
な
肉
体
的
と
も
い
い
得
る
充
実
で
あ
る
。
超
越
的
な
も
の
が
内
在
的

で
あ
り
、
内
在
的
な
も
の
が
超
越
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
内
面
性
は
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
真
の
内
面
性
」
に
お
け
る
超
越
的
な
も
の
と
内
在
的
な
も
の
の
連
結
・
融
合
を
教
理
的
な
言
葉
で
表
現
し
た
の
が
「
還
相
回

向
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
社
会
を
生
き
る
ひ
と
り
一
人
の
念
仏
者
の
「
肉
体
的
と
も
い
い
う
る
充
実
」
と
し
て
表
出
さ
れ
、
そ
の
生
き

方
行
動
を
支
え
る
力
と
な
る
の
で
す
。
如
来
の
大
悲
心
、
普
遍
的
な
利
他
の
心
が
、「
あ
さ
ま
し
き
一
生
造
悪
の
凡
夫
」
の
利
己
的
な
心

に
、
不
可
思
議
な
言
い
表
し
よ
う
も
な
い
か
た
ち
で
結
び
つ
き
浸
透
す
る
と
き
、
凡
夫
の
上
に
錬
金
術
的
な
変
容
が
お
こ
り
、
そ
れ
は
内

面
だ
け
で
は
な
く
身
体
的
・
社
会
的
な
行
動
面
に
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
そ
の
変
化
の
基
本
的
な
方
向
は
、
釈
尊
の
仏
教
が
示
し
た

よ
う
な
「
抑
圧
か
ら
解
放
へ
、
孤
立
か
ら
協
同
へ
、
差
別
か
ら
平
等
へ
、
競
争
か
ら
互
恵
へ
、
闘
争
か
ら
平
和
へ
」
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
れ
が
、
自
己
の
理
念
の
追
求
と
い
う
よ
う
な
自
力
的
行
動
で
は
な
く
、
無
償
の
贈
与
を
受
け
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
し
て
、

如
来
の
働
き
と
し
て
自
然
に
現
れ
出
る
と
き
、
交
換
様
式
Ｄ
「
普
遍
宗
教
」
と
な
る
の
で
す
。

　
「
無
量
の
功
徳
」
の
贈
与
を
う
け
た
者
の
「
お
返
し
」
は
、
贈
り
手
が
現
実
の
人
間
で
は
な
く
如
来
で
す
か
ら
、
そ
の
如
来
の
願
い
に

一
体
化
す
る
「
自
己
贈
与
」
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
私
」「
私
の
身
体
」
と
い
う
謬
見
を
離
れ
、「
一
切
衆
生
と
共

に
」
と
い
う
願
い
に
生
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
真
宗
門
徒
に
最
も
親
し
い
次
の
和
讃
は
、
信
心
を
賜
っ
た
者
の
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
親

鸞
が
詠
っ
た
も
の
で
す
。

　
　
如
来
大
悲
の
恩
徳
は
　
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
主
知
識
の
恩
徳
も
　
ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し 

（『
正
像
末
和
讃
』）

　
真
宗
の
仏
道
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ
の
具
体
的
あ
り
方
は
、
言
葉
で
説
明
す
る
よ
り
も
、
歴
史
に
現
れ
出
た
普
遍
宗
教
性
の
実
例
を
見

（

）
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（

）
27

79

る
方
が
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
柄
谷
先
生
は
『
世
界
史
の
構
造
』
の
も
と
に
な
っ
た
「『
世
界
共
和
国
へ
』
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
の

中
で
、
十
三
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
初
期
真
宗
と
と
も
に
、
近
代
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
も
「
明
治
以
後
に
普
遍
宗
教
と
し
て
の
活
力
を
取

り
戻
し
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
て
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
念
頭
に
お
か
れ

て
い
た
の
は
熊
野
の
新
宮
に
お
け
る
高
木
顕
明
の
社
会
実
践
だ
と
思
い
ま
す
。
念
仏
者
と
し
て
、「
御
仏
の
成
さ
し
め
給
ふ
事
を
成
し
、

御
仏
の
行
ぜ
し
め
給
ふ
事
を
行
じ
、
御
仏
の
心
を
以
て
心
と
せ
ん
」
と
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
、
被
差
別
部
落
の
問
題
、
公
娼
制
度
の
問
題
、

戦
争
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
顕
明
の
活
動
は
、「
自
由
・
解
放
・
協
同
・
平
等
・
互
恵
・
平
和
」
を
現
実
社
会
に
も
た
ら
そ
う

と
す
る
如
来
の
働
き
と
し
て
の
「
社
会
主
義
」
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
大
谷
派
に
お
け
る
部
落
差
別
・
ハ
ン
セ
ン

病
差
別
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
先
頭
に
立
ち
、「
信
仰
に
よ
っ
て
社
会
に
関
わ
る
仏
教
」
を
模
索
し
た
武
内
了
温
の
活
動
も
、
交
換
様
式

Ｄ
を
も
た
ら
す
真
宗
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。「
静
か
に
己
れ
を
悲
し
む
こ
こ
ろ
よ
り
　
真
実
の
力
は
生
る
」
と
い
う
了
温
の
言
葉
は
、三
木

清
の
い
う
「
真
の
内
面
性
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
普
遍
的
な
真
宗
へ
の
真
摯
な
願
い
は
、
遺
詠
の
一
首
「
独
り
来
て
独
り
出
て
ゆ
く

こ
の
身
ぞ
と
　
こ
こ
ろ
定
め
て
人
を
し
思
へ
」
に
も
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。

　
本
日
の
お
話
の
は
じ
め
に
、
現
代
の
真
宗
学
の
問
題
に
関
連
し
て
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
今
村
仁
司
先
生
は
、
本
願
の
仏
道
を
次
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
高
木
顕
明
や
武
内
了
温
の
実
践
を
理
解
す
る
参
考
に
な
り
ま
す
。

仏
道
は
、
能
産
者
の
本
願
（
構
想
）
と
そ
の
成
就
を
信
頼
し
、
そ
れ
と
同
様
の
構
造
を
自
己
に
お
い
て
引
き
受
け
て
実
践
す
る
こ
と

で
あ
る
。
本
願
と
は
ま
さ
に
こ
の
構
想
で
あ
り
（
無
限
他
力
自
身
の
構
想
）、
本
願
と
そ
の
成
就
の
過
程
を
自
己
に
お
い
て
、
個
々

人
を
舞
台
に
し
て
、
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
が
本
願
を
成
就
す
る
と
い
う
の
は
、
覚
醒
の
こ
と
で
あ
り
、
覚
醒
の
瞬
間
は
忽

然
的
自
己
変
貌
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
「
忽
然
的
自
己
変
貌
」
が
、
現
世
を
生
き
る
姿
勢
と
し
て
何
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
理
論
で
は
な
く
、

実
際
に
現
世
を
生
き
て
い
る
念
仏
者
あ
る
い
は
（
史
料
を
通
し
て
）
歴
史
上
の
人
物
に
親
し
く
出
会
い
、
そ
の
振
る
舞
い
や
声
に
接
し
て
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い
。
そ
こ
に
我
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は
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に
お
け
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極
め
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深
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「
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面
性
」
を
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の
で
あ
る
。
し
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と
は
何
で
あ
る
か
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内

面
性
と
は
空
虚
な
主
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で
は
な
く
、
か
え
っ
て
最
も
客
観
的
な
肉
体
的
と
も
い
い
得
る
充
実
で
あ
る
。
超
越
的
な
も
の
が
内
在
的

で
あ
り
、
内
在
的
な
も
の
が
超
越
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
内
面
性
は
存
す
る
の
で
あ
る
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こ
の
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真
の
内
面
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」
に
お
け
る
超
越
的
な
も
の
と
内
在
的
な
も
の
の
連
結
・
融
合
を
教
理
的
な
言
葉
で
表
現
し
た
の
が
「
還
相
回

向
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
社
会
を
生
き
る
ひ
と
り
一
人
の
念
仏
者
の
「
肉
体
的
と
も
い
い
う
る
充
実
」
と
し
て
表
出
さ
れ
、
そ
の
生
き

方
行
動
を
支
え
る
力
と
な
る
の
で
す
。
如
来
の
大
悲
心
、
普
遍
的
な
利
他
の
心
が
、「
あ
さ
ま
し
き
一
生
造
悪
の
凡
夫
」
の
利
己
的
な
心

に
、
不
可
思
議
な
言
い
表
し
よ
う
も
な
い
か
た
ち
で
結
び
つ
き
浸
透
す
る
と
き
、
凡
夫
の
上
に
錬
金
術
的
な
変
容
が
お
こ
り
、
そ
れ
は
内

面
だ
け
で
は
な
く
身
体
的
・
社
会
的
な
行
動
面
に
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
そ
の
変
化
の
基
本
的
な
方
向
は
、
釈
尊
の
仏
教
が
示
し
た

よ
う
な
「
抑
圧
か
ら
解
放
へ
、
孤
立
か
ら
協
同
へ
、
差
別
か
ら
平
等
へ
、
競
争
か
ら
互
恵
へ
、
闘
争
か
ら
平
和
へ
」
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
れ
が
、
自
己
の
理
念
の
追
求
と
い
う
よ
う
な
自
力
的
行
動
で
は
な
く
、
無
償
の
贈
与
を
受
け
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
し
て
、

如
来
の
働
き
と
し
て
自
然
に
現
れ
出
る
と
き
、
交
換
様
式
Ｄ
「
普
遍
宗
教
」
と
な
る
の
で
す
。

　
「
無
量
の
功
徳
」
の
贈
与
を
う
け
た
者
の
「
お
返
し
」
は
、
贈
り
手
が
現
実
の
人
間
で
は
な
く
如
来
で
す
か
ら
、
そ
の
如
来
の
願
い
に

一
体
化
す
る
「
自
己
贈
与
」
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
私
」「
私
の
身
体
」
と
い
う
謬
見
を
離
れ
、「
一
切
衆
生
と
共

に
」
と
い
う
願
い
に
生
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
真
宗
門
徒
に
最
も
親
し
い
次
の
和
讃
は
、
信
心
を
賜
っ
た
者
の
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
親

鸞
が
詠
っ
た
も
の
で
す
。

　
　
如
来
大
悲
の
恩
徳
は
　
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
主
知
識
の
恩
徳
も
　
ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し 

（『
正
像
末
和
讃
』）

　
真
宗
の
仏
道
に
お
け
る
交
換
様
式
Ｄ
の
具
体
的
あ
り
方
は
、
言
葉
で
説
明
す
る
よ
り
も
、
歴
史
に
現
れ
出
た
普
遍
宗
教
性
の
実
例
を
見
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る
方
が
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り
や
す
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で
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先
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の
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造
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と
に
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た
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共
和
国
へ
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に
関
す
る
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、
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世
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の
初
期
真
宗
と
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も
に
、
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代
浄
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真
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に
つ
い
て
も
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明
治
以
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に
普
遍
宗
教
と
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て
の
活
力
を
取

り
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し
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
キ
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ト
教
に
対
抗
し
て
で
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っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
言
及
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て
い
ま
す
。
お
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く
念
頭
に
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れ

て
い
た
の
は
熊
野
の
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に
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る
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明
の
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会
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だ
と
思
い
ま
す
。
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仏
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て
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仏
の
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を
成
し
、
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落
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公
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制
度
の
問
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、

戦
争
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に
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に
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由
・
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放
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・
互
恵
・
平
和
」
を
現
実
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会
に
も
た
ら
そ
う

と
す
る
如
来
の
働
き
と
し
て
の
「
社
会
主
義
」
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
大
正
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ら
昭
和
に
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け
て
大
谷
派
に
お
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る
部
落
差
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ハ
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セ
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題
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取
り
組
み
の
先
頭
に
立
ち
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信
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に
よ
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て
社
会
に
関
わ
る
仏
教
」
を
模
索
し
た
武
内
了
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の
活
動
も
、
交
換
様
式

Ｄ
を
も
た
ら
す
真
宗
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。「
静
か
に
己
れ
を
悲
し
む
こ
こ
ろ
よ
り
　
真
実
の
力
は
生
る
」
と
い
う
了
温
の
言
葉
は
、三
木

清
の
い
う
「
真
の
内
面
性
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
普
遍
的
な
真
宗
へ
の
真
摯
な
願
い
は
、
遺
詠
の
一
首
「
独
り
来
て
独
り
出
て
ゆ
く

こ
の
身
ぞ
と
　
こ
こ
ろ
定
め
て
人
を
し
思
へ
」
に
も
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。

　
本
日
の
お
話
の
は
じ
め
に
、
現
代
の
真
宗
学
の
問
題
に
関
連
し
て
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
今
村
仁
司
先
生
は
、
本
願
の
仏
道
を
次
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
高
木
顕
明
や
武
内
了
温
の
実
践
を
理
解
す
る
参
考
に
な
り
ま
す
。

仏
道
は
、
能
産
者
の
本
願
（
構
想
）
と
そ
の
成
就
を
信
頼
し
、
そ
れ
と
同
様
の
構
造
を
自
己
に
お
い
て
引
き
受
け
て
実
践
す
る
こ
と

で
あ
る
。
本
願
と
は
ま
さ
に
こ
の
構
想
で
あ
り
（
無
限
他
力
自
身
の
構
想
）、
本
願
と
そ
の
成
就
の
過
程
を
自
己
に
お
い
て
、
個
々

人
を
舞
台
に
し
て
、
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
が
本
願
を
成
就
す
る
と
い
う
の
は
、
覚
醒
の
こ
と
で
あ
り
、
覚
醒
の
瞬
間
は
忽

然
的
自
己
変
貌
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
「
忽
然
的
自
己
変
貌
」
が
、
現
世
を
生
き
る
姿
勢
と
し
て
何
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
理
論
で
は
な
く
、

実
際
に
現
世
を
生
き
て
い
る
念
仏
者
あ
る
い
は
（
史
料
を
通
し
て
）
歴
史
上
の
人
物
に
親
し
く
出
会
い
、
そ
の
振
る
舞
い
や
声
に
接
し
て
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80

学
ぶ
べ
き
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
の
場
合
に
は
、
著
作
や
伝
記
の
中
に
、「
非
僧
非
俗
」「
肉
食
妻
帯
」「
無
戒
名
字
の
比
丘
」

と
い
う
社
会
生
活
の
基
本
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
私
た
ち
現
代
人
に
は
、
当
時
そ
れ
が
も
っ
て
い
た
深
い
意
義
を
十
分

認
識
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
の
後
半
、
全
体
の
結
論
と
も
い
う
べ
き
巻
に
展
開
さ
れ
る
「
神
祇
不

拝
」「
国
王
不
礼
」
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
正
し
く
位
置
づ
け
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。『
正
像
末
和
讃
』
や
『
御
消

息
集
』
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
国
家
や
王
権
、
聖
道
門
や
呪
術
的
宗
教
へ
の
厳
し
い
批
判
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
考
察
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

晩
年
に
集
中
す
る
聖
徳
太
子
関
係
の
著
作
の
意
味
も
、
同
様
の
文
脈
に
お
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
柄
谷
先
生
の
交

換
様
式
か
ら
捉
え
る
方
法
は
、
そ
の
よ
う
な
親
鸞
研
究
に
も
有
効
な
視
座
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
「
交
換
様
式
Ｄ
」
と
い
う
視
点
と

表
現
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
性
を
も
つ
他
の
宗
教
や
哲
学
思
想
と
の
意
味
あ
る
対
話
、
比
較
研
究
に
も
道
が
開
け
ま
す
。
そ
う

し
た
交
流
を
通
し
て
、
真
宗
の
普
遍
性
が
一
層
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
意
義
が
、
現
代
社
会
を
生
き
る
多
様
な
人
々
に
伝
わ
る
よ
う
に
な

れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
真
宗
学
の
果
す
べ
き
重
要
な
役
割
の
一
つ
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
大
事
に
覆
わ
れ
て
い
た
包
み
を
開
き
、
多
く

の
人
と
惜
し
み
な
く
分
か
ち
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
に
贈
ら
れ
た
宝
は
輝
き
を
増
す
は
ず
で
す
。

お
わ
り
に

　
今
年
三
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
福
島
第
一
原
発
の
事
故
は
、
多
く
の
人
々
を
悲
し
み
と
苦
し
み

の
ど
ん
底
に
陥
れ
ま
し
た
。
特
に
原
発
事
故
に
よ
る
危
機
的
状
況
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
苦
悩
と
不
安

を
も
た
ら
し
、
フ
ク
シ
マ
の
悲
惨
な
情
況
は
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。
末
法
濁
世
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
今
の
日
本
の
情
況
で
す
。
そ
の

濁
世
を
生
き
る
私
た
ち
に
は
、
共
に
歩
ん
で
ゆ
く
べ
き
方
向
を
示
す
理
念
の
共
有
が
望
ま
れ
ま
す
。
現
代
の
日
本
で
は
、
何
ら
か
の
「
宗

教
」
宗
派
の
教
条
が
広
く
社
会
に
浸
透
す
る
可
能
性
（
あ
る
い
は
危
険
）
は
ほ
ぼ
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
普
遍
宗

教
に
は
希
望
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
が
、
そ
の
宗
派
性
を
越
え
た
本
来
の
「
信
」
を
回
復
す
べ
き
時
が
き
て
い
る
と
強
く
感
じ
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ま
す
。
今
回
、
柄
谷
先
生
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
交
換
様
式
Ｄ
」
と
い
う
真
宗
学
と
は
異
質
な
概
念
を
用
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
思
い
が
あ
り
ま
す
。
十
分
に
理
解
し
た
上
で
適
用
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
の
で
、
柄
谷
先
生
か
ら
「
そ
の

使
い
方
は
違
う
」
と
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
雑
駁
な
話
を
通
じ
て
、
交
換
様
式
と
い
う
視
点
が
真
宗
の
回
向
論
を

考
え
る
上
で
有
効
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

　
最
後
に
、『
親
鸞
思
想
の
普
遍
性
』
と
題
さ
れ
た
宮
城
顗
先
生
の
著
書
か
ら
、
統
整
的
理
念
と
し
て
浄
土
を
と
ら
え
た
安
田
理
深
先
生

の
言
葉
を
ご
紹
介
し
て
結
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

人
間
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
解
放
を
求
め
な
が
ら
た
え
ず
拘
束
し
て
き
た
。
で
す
か
ら
、
大
き
く
い
え
ば
、
浄
土
と
い
う

も
の
は
真
宗
の
教
義
で
は
な
く
人
類
の
願
い
で
す
。
如
来
の
本
願
は
特
殊
な
宗
教
界
の
願
で
は
な
く
、
人
類
の
願
、
悲
願
で
す
。
人

類
に
と
っ
て
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
を
生
き
て
お
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
人
類
は
浄
土
を
求
め
て
つ
い

に
浄
土
を
得
ら
れ
ず
、
け
れ
ど
も
得
ら
れ
ん
か
ら
悲
観
し
て
や
め
る
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
得
ら
れ
ね
ば
い
っ
そ
う
求
め
ず
に

は
お
ら
れ
ん
と
い
う
、
そ
う
い
う
の
が
願
で
す
。
で
き
ん
と
わ
か
っ
た
ら
や
め
る
、
で
き
る
見
込
み
が
つ
け
ば
や
る
と
い
う
の
は
願

で
は
な
い
。

註

武
内
義
範
「
往
相
と
還
相
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
八
号
（
一
九
七
六
年
）
九
一
〜
九
二
頁
。『
武
内
義
範
著
作
集
』
第
二
巻
（
法
蔵
館
、
一
九
九

九
年
）
二
三
二
〜
三
三
頁
に
再
録
。

今
村
仁
司
『
親
鸞
と
学
的
精
神
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
九
〜
十
頁
。

大
桑
斉
『
真
宗
と
他
者
│
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
）
第
二
章
「
い
ま
、
真
宗
に
思
う
│
十
方
衆
生
と
わ

れ
ら
」
一
七
八
頁
。

廣
瀬
杲
「
悲
願
の
一
乗
」『
南
御
堂
』
第
五
八
一
号
（
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
）。
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、
二
〇
〇
九
年
）
九
〜
十
頁
。

大
桑
斉
『
真
宗
と
他
者
│
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
）
第
二
章
「
い
ま
、
真
宗
に
思
う
│
十
方
衆
生
と
わ

れ
ら
」
一
七
八
頁
。

廣
瀬
杲
「
悲
願
の
一
乗
」『
南
御
堂
』
第
五
八
一
号
（
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
）。

（

）
34
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佐
藤
優
「『
世
界
史
の
構
造
』
に
お
け
る
普
遍
宗
教
」『at

プ
ラ
ス
』
〇
六
号
（
太
田
出
版
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
）
六
二
〜
六
九
頁
。
佐
藤

優
・
柄
谷
行
人
「9.11

以
後
の
世
界
と
『
世
界
史
の
構
造
』
│
国
境
を
越
え
る
革
命
と
宗
教
」『
中
央
公
論
』
二
〇
一
一
年
一
月
号
。

柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
二
二
六
〜
三
〇
頁
。

同
書
二
二
六
頁
。

同
書
二
二
八
〜
二
九
頁
。

以
上
の
初
期
仏
教
に
関
す
る
諸
点
に
関
し
て
は
、
拙
論
「「
た
だ
念
仏
」
の
原
型
│
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』「
彼
岸
道
品
」
に
謳
わ
れ
る
念
仏
と

信
心
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）、
お
よ
び
「
信
の
仏
教
の
系
譜
│
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』「
ア
ー
ラ
ヴ
ァ
カ
経
」
と
「
ヴ
ァ
ン

ギ
ー
サ
経
」
に
描
か
れ
る
「
信
」
の
原
風
景
」『
大
谷
学
報
』
第
八
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
の
中
で
、
典
拠
を
挙
げ
て
考
察
し
た
。

Gan

・a sangha

（
特
定
の
目
的
の
た
め
に
多
く
の
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
平
等
な
「
集
ま
り
」）。「
ガ
ナ
」
も
「
サ
ン
ガ
」
も
ほ
ぼ
同
義
で

「
集
合
」「
集
会
」「
会
合
」
を
意
味
し
、
英
語
のassociation 

に
近
い
。

中
村
元
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
│
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
第
一
章
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
十
一
〜
十
六
頁
を
参
照
。

同
書
第
三
章
、
九
二
頁
。

Rhi Juhyung, 

“Early M
ahāyāna and Gandhāran Buddhism

: A
n A
ssessm

ent of the V
isual Evidence.

" T
he E

astern 

Buddhist V
ol.35 N

os.1-2 (2003), pp.152-202. D
em
etrios T

h. V
assiliades, 

“Greeks and Buddhism
: H
istorical Contacts in the 

D
evelopm

ent of a U
niversal Religion.

" T
he E

astern Buddhist V
ol.36 N

os.1-2 (2004), pp.134-83.

二
世
紀
半
ば
の
書
写
と
推
定
さ
れ
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
写
本
が
、
阿
閦
仏
の
浄
土
を
テ
ー
マ
と
し
た
大
乗
経
典
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

Ingo Strauch, 

“More M
issing Pieces of Early Pure Land Buddhism

: N
ew
 Evidence for A

ks

・obhya and A
bhirati in an Early 

M
ahayana Sutra from

 Gandhāra.

" T
he E

astern Buddhist V
ol.41 N

o.1 (2010), pp.23-66.

Luis O
. Góm

ez, 

“Buddhism
 as a Religion of H

ope.

" T
he E

astern Buddhist V
o.32 N

o.1 (2000), pp.1-21. 

梶
山
雄
一
「
廻
向
の
宗

教
」『
梶
山
雄
一
著
作
集
』
第
八
巻
（
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
二
三
頁
〜
五
二
頁
参
照
。

柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』
十
二
頁
の
「
交
換
様
式
Ｄ
」
の
定
義
を
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
八
頁
。
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藤
田
宏
達
『
梵
本
和
訳 

無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
五
年
）
四
三
〜
四
四
頁
を
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
一
五
二
頁
。

藤
田
宏
達
『
梵
本
和
訳 

無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』
六
十
三
頁
の
訳
を
参
照
し
、Luis O

. Góm
ez, T

he Land of Bliss: T
he Paradise of 

the Buddha of M
easureless Light. Sanskrit and Chinese V

ersions of Sukhāvatīvyūha Sutras. U
niversity of H

aw
aii Press and 

H
igashi H

onganji Shinshū Ō
tani-ha, K

yoto (1996), pp. 71-2, p.232, note 25

を
参
考
に
し
て
一
部
変
更
を
加
え
た
。

『
真
宗
聖
典
』
十
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
二
八
四
頁
。

長
谷
正
當
「
親
鸞
の
還
相
回
向
の
思
想
」『
浄
土
と
は
何
か
│
親
鸞
の
思
索
に
お
け
る
土
の
超
越
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
）
二
七
五
〜
三
〇

六
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
〇
二
〜
五
〇
四
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
八
三
五
頁
。

三
木
清
「
親
鸞
」『
三
木
清
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
四
二
四
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
〇
五
頁
。

柄
谷
行
人
「『
世
界
共
和
国
へ
』
に
関
す
る
ノ
ー
ト
（
十
二
）」『at 

プ
ラ
ス
』
〇
一
号
（
二
〇
〇
九
年
八
月
）
一
二
八
頁
。
こ
の
部
分
は
『
世

界
史
の
構
造
』
二
三
〇
頁
で
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
。

高
木
顕
明
「
余
が
社
会
主
義
」『
高
木
顕
明
の
事
績
に
学
ぶ
学
習
資
料
』
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
、
二
〇
一
〇
年
）
四
三
〜
四
四
頁
。
顕
明
は

「
如
来
の
慈
悲
心
を
体
認
せ
ね
ば
な
ら
ん
。
此
を
実
践
せ
ね
ば
な
ら
ん
」
と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
る
。

武
内
了
温
『
武
内
了
温
遺
稿
集
』（
文
明
堂
、
一
九
八
五
年
）
三
〇
三
頁
。

同
書
、
二
〇
三
頁
。

今
村
仁
司
『
親
鸞
と
学
的
精
神
』
一
二
六
頁
。

ト
ル
コ
の
ア
フ
メ
ッ
ト
・
オ
ズ
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
「『
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
け
る
柄
谷
行
人
の
見
解
を
参
照
。

「
普
遍
宗
教
の
本
質
は
、
宗
教
批
判
、
つ
ま
り
国
家
や
共
同
体
の
宗
教
へ
の
批
判
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
体
が
、
ま
も
な
く
国
家
や
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佐
藤
優
「『
世
界
史
の
構
造
』
に
お
け
る
普
遍
宗
教
」『at

プ
ラ
ス
』
〇
六
号
（
太
田
出
版
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
）
六
二
〜
六
九
頁
。
佐
藤

優
・
柄
谷
行
人
「9.11

以
後
の
世
界
と
『
世
界
史
の
構
造
』
│
国
境
を
越
え
る
革
命
と
宗
教
」『
中
央
公
論
』
二
〇
一
一
年
一
月
号
。

柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
二
二
六
〜
三
〇
頁
。

同
書
二
二
六
頁
。

同
書
二
二
八
〜
二
九
頁
。

以
上
の
初
期
仏
教
に
関
す
る
諸
点
に
関
し
て
は
、
拙
論
「「
た
だ
念
仏
」
の
原
型
│
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』「
彼
岸
道
品
」
に
謳
わ
れ
る
念
仏
と

信
心
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）、
お
よ
び
「
信
の
仏
教
の
系
譜
│
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』「
ア
ー
ラ
ヴ
ァ
カ
経
」
と
「
ヴ
ァ
ン

ギ
ー
サ
経
」
に
描
か
れ
る
「
信
」
の
原
風
景
」『
大
谷
学
報
』
第
八
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
の
中
で
、
典
拠
を
挙
げ
て
考
察
し
た
。

Gan

・a sangha

（
特
定
の
目
的
の
た
め
に
多
く
の
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
平
等
な
「
集
ま
り
」）。「
ガ
ナ
」
も
「
サ
ン
ガ
」
も
ほ
ぼ
同
義
で

「
集
合
」「
集
会
」「
会
合
」
を
意
味
し
、
英
語
のassociation 

に
近
い
。

中
村
元
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
│
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
第
一
章
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
十
一
〜
十
六
頁
を
参
照
。

同
書
第
三
章
、
九
二
頁
。

Rhi Juhyung, 

“Early M
ahāyāna and Gandhāran Buddhism

: A
n A
ssessm

ent of the V
isual Evidence.

" T
he E

astern 

Buddhist V
ol.35 N

os.1-2 (2003), pp.152-202. D
em
etrios T

h. V
assiliades, 

“Greeks and Buddhism
: H
istorical Contacts in the 

D
evelopm

ent of a U
niversal Religion.

" T
he E

astern Buddhist V
ol.36 N

os.1-2 (2004), pp.134-83.

二
世
紀
半
ば
の
書
写
と
推
定
さ
れ
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
写
本
が
、
阿
閦
仏
の
浄
土
を
テ
ー
マ
と
し
た
大
乗
経
典
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

Ingo Strauch, 

“More M
issing Pieces of Early Pure Land Buddhism

: N
ew
 Evidence for A

ks

・obhya and A
bhirati in an Early 

M
ahayana Sutra from

 Gandhāra.

" T
he E

astern Buddhist V
ol.41 N

o.1 (2010), pp.23-66.

Luis O
. Góm

ez, 

“Buddhism
 as a Religion of H

ope.

" T
he E

astern Buddhist V
o.32 N

o.1 (2000), pp.1-21. 

梶
山
雄
一
「
廻
向
の
宗

教
」『
梶
山
雄
一
著
作
集
』
第
八
巻
（
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
二
三
頁
〜
五
二
頁
参
照
。

柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』
十
二
頁
の
「
交
換
様
式
Ｄ
」
の
定
義
を
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
八
頁
。
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藤
田
宏
達
『
梵
本
和
訳 

無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
五
年
）
四
三
〜
四
四
頁
を
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
一
五
二
頁
。

藤
田
宏
達
『
梵
本
和
訳 

無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』
六
十
三
頁
の
訳
を
参
照
し
、Luis O

. Góm
ez, T

he Land of Bliss: T
he Paradise of 

the Buddha of M
easureless Light. Sanskrit and Chinese V

ersions of Sukhāvatīvyūha Sutras. U
niversity of H

aw
aii Press and 

H
igashi H

onganji Shinshū Ō
tani-ha, K

yoto (1996), pp. 71-2, p.232, note 25

を
参
考
に
し
て
一
部
変
更
を
加
え
た
。

『
真
宗
聖
典
』
十
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
二
八
四
頁
。

長
谷
正
當
「
親
鸞
の
還
相
回
向
の
思
想
」『
浄
土
と
は
何
か
│
親
鸞
の
思
索
に
お
け
る
土
の
超
越
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
）
二
七
五
〜
三
〇

六
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
〇
二
〜
五
〇
四
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
八
三
五
頁
。

三
木
清
「
親
鸞
」『
三
木
清
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
四
二
四
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
〇
五
頁
。

柄
谷
行
人
「『
世
界
共
和
国
へ
』
に
関
す
る
ノ
ー
ト
（
十
二
）」『at 

プ
ラ
ス
』
〇
一
号
（
二
〇
〇
九
年
八
月
）
一
二
八
頁
。
こ
の
部
分
は
『
世

界
史
の
構
造
』
二
三
〇
頁
で
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
。

高
木
顕
明
「
余
が
社
会
主
義
」『
高
木
顕
明
の
事
績
に
学
ぶ
学
習
資
料
』
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
、
二
〇
一
〇
年
）
四
三
〜
四
四
頁
。
顕
明
は

「
如
来
の
慈
悲
心
を
体
認
せ
ね
ば
な
ら
ん
。
此
を
実
践
せ
ね
ば
な
ら
ん
」
と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
る
。

武
内
了
温
『
武
内
了
温
遺
稿
集
』（
文
明
堂
、
一
九
八
五
年
）
三
〇
三
頁
。

同
書
、
二
〇
三
頁
。

今
村
仁
司
『
親
鸞
と
学
的
精
神
』
一
二
六
頁
。

ト
ル
コ
の
ア
フ
メ
ッ
ト
・
オ
ズ
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
「『
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
け
る
柄
谷
行
人
の
見
解
を
参
照
。

「
普
遍
宗
教
の
本
質
は
、
宗
教
批
判
、
つ
ま
り
国
家
や
共
同
体
の
宗
教
へ
の
批
判
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
体
が
、
ま
も
な
く
国
家
や
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共
同
体
の
宗
教
に
な
っ
て
し
ま
う
。
…
〈
中
略
〉
…
し
か
し
、
普
遍
宗
教
の
中
に
は
、
国
家
の
宗
教
た
る
こ
と
を
批
判
し
て
否
定
し
て
、
普
遍
性

を
回
復
す
る
可
能
性
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
私
は
普
遍
宗
教
に
対
し
て
肯
定
的
で
す
。」『at 

プ
ラ
ス
』
〇
二

号
（
二
〇
〇
九
年
十
一
月
）
一
〇
八
頁
。

宮
城
顗
『
親
鸞
思
想
の
普
遍
性
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
六
年
）
九
三
頁
の
引
用
を
参
照
。
こ
れ
は
第
八
回
大
地
の
会
聞
法
会
（
一
九
七
五
年
十

月
）
に
お
け
る
安
田
理
深
「
展
開
す
る
本
願
」
第
一
講
の
中
の
言
葉
で
、
初
出
は
『
大
地
』
別
冊
Ⅶ
（
一
九
七
八
年
六
月
）
七
七
頁
。

（
二
〇
一
一
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
真
宗
学
会
大
会
の
講
演
記
録
を
成
文
し
、
加
筆
訂
正
の
う
え
注
を
付
し
た
。）

（

）
34

85

四
つ
の
交
換
様
式

　
私
は
『
世
界
史
の
構
造
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
で
、
世
界
史
を
「
交
換
様
式
」
か
ら
見
る
と
い
う
視
点
を
提
起
し
ま
し
た
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
は
社
会
構
成
体
の
歴
史
を
「
生
産
様
式
」（
誰
が
生
産
手
段
を
所
有
す
る
か
）

と
い
う
観
点
か
ら
見
た
の
で
す
が
、
そ
の
場
合
、
国
家
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
宗
教
な
ど
は
観
念
的
上
部
構
造
だ
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
、
生
産

様
式
が
変
わ
れ
ば
自
動
的
に
解
消
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
マ
ル

ク
ス
主
義
者
は
国
家
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
宗
教
な
ど
の
問
題
で
躓
き
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
経
済
的
下
部
構
造
よ
り
も
、
政
治
的
上
部
構
造
の
自
立
的
構
造
を
重
視
す
る
観
念
論
的
傾
向
が
支
配
的
と
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
大
ま
か
な
と
こ
ろ
経
済
的
な
構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
政
治
的
上
部
構
造
は
、
国
家
は
国
家
、
宗
教
は
宗
教
と

い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
位
相
で
見
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
観
点
と
ほ
と
ん
ど
違

い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
、
社
会
構
成
体
の
歴
史
を
経
済
的
下
部
構
造
か
ら
み
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
視
点
は
重
要
だ
と
考
え

ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
政
治
、
宗
教
、
芸
術
そ
の
他
の
相
互
的
な
関
係
構
造
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
す
。

普
遍
宗
教
と
哲
学
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