
信

仰

と

自

律
(

一) 

!

入
出
二
門
の
源
泉!

安 

田 

理 

深 

『
入
出
二
門
偈
』
と
い
う
の
は
、
そ
の
背
景
は
『
願
生
偈
』
、
『
浄
土
論
』
で
す
。

『
浄
土
論
』
も
し
く
は
『
往
生
論
』
と
こ
う
言
わ
れ 

て
い
る
の
で
す
が
、

し
か
し
そ
の
本
来
の
名
前
は
「無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
長
い
の
で
す
。

簡

単

に

『
願
生
偈
』
と
い
う
。
 

『
入
出
二
門
偈
』
と
い
う
の
は
『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
か
ら
出
て
い
る' 

そ
こ
に
源
泉
を
も
っ
て
い
ま
す
。

『
願
生
偈
』
を
源
泉
と
し 

て' 

そ
こ
に
入
出
二
門
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。

『
願
生
偈
』
は
、 

「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
か
ら
、
そ
の
背
景
に
は 

「
無
量
寿
経
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
は
優
婆
提
舎
な
る
「願
生
偈
」
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
偈 

文
と
い
っ
て
も
優
婆
提
舎
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
『
教
行
信
証
』
の
理
解
と
い
う
こ
と
で
『
入
出
二
門
偈
』
が
造
ら
れ 

た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の

『
教
行
信
証
』
そ
の
も
の
が
、
新

し

い

「浄
土
論
」
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
優
婆
提
舎
と
い
う 

こ
と
だ
と
思
う
。

今
日
の
親
鸞
教
学
は
、
多
く
の
場
合
『
歎
異
抄
』
が
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
と
い
う
関
係
も
あ
っ
て
、
長
い
間
の
本
願
寺
の 

教
学
の
源
流
で
あ
る
『
御
文
』
に
代
わ
り
、
明
治
以
後
は
『
歎
異
抄
』
に
よ
っ
て
親
鸞
と
い
う
も
の
が
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
御
文
』 

は
浄
土
真
宗
の
門
徒
に
日
夜
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

『
歎
異
抄
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
本
願
寺
を
こ
え
て
、
本
願
寺
派
で
あ
ろ
う
が
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高
田
派
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
親
鸞
を
も
こ
え
て
キ
リ
ス
ト
教
の
人
で
も
読
み
ま
す
。
宗
教
す
ら
こ
え
て
一
般
の
愛
読
書
と
な
っ
て
い
る
。
 

そ
う
い
う
意
義
を
『
歎
異
抄
』
は
も
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
い
ま
優
婆
提
舎
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
『
教
行
信
証
』
に
と
っ
て
代
る 

こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。

『
教
行
信
証
』
は

『
歎
異
抄
』
を
つ
つ
む
か
も
し
れ
ぬ
が' 

『
歎
異
抄
』
で

『
教
行
信
証
』
を
つ
つ
む
こ 

と
は
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

『
歎
異
抄
』
第
二
章
に' 

御
承
知
の
よ
う
に
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま 

こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば' 

法
然
の
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
 

法
然
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば' 

親
鸞
が
ま
ふ
す
む
ね
、
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
か
」
と
示
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ 

に
善
導
，
法
然
と
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
善
導
一
師
と
い
わ
れ
ま
す
が
善
導
は
法
然
の
背
景
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
七
高
僧
を
代 

表
し
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は
龍
樹
・
天
親
・
曇
鸞
も
な
い
わ
け
で
す
。
善
導
一
人
で
釈
尊
の
精
神
と
い
う
も
の
が
伝
承
さ
れ
て 

い
る
。
こ
う
い
う
の
が
『
歎
異
抄
』
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

僕
は
親
鸞
聖
人
が
関
東
の
人
々
に
語
ら
れ
た
こ
と
は
、

『
歎
異
抄
』
で
代
表
さ
れ
る
と
思
う
の
で
す
。

『
教
行
信
証
』
と
い
う
よ
う
な 

こ
と
を
話
し
て
い
な
い
の
で
な
い
か
。
や
は
り
『
教
行
信
証
』
は
関
東
の
教
団
と
か
、
当
時
の
思
想
界
に
対
し
て
真
に
教
学
的
に
訴
え
る 

と
い
う
、
も
っ
と
大
き
な
使
命
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
論
家
と
い
う
自
覚
で
す
。
天
親
菩
薩
を
親
鸞
聖
人
は
論
家
と
い
わ
れ
る
。
そ
の 

よ
う
な
確
信,

覚
悟
と
い
う
も
の
が
『
教
行
信
証
』
に
あ
り
ま
す
。

本
願
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
本
願
と
い
う
の
は
四
十
八
願
、
こ
れ
は
善
導
，
法
然
、
あ
る
い
は
七
高
僧
に
一
貫
し
て
い
る
。
し 

か
し
法
然
上
人
の
教
え
は
善
導
に
依
ら
れ
る
か
ら
、
四
十
ハ
の
本
願
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
本
願
は
数
で
は
な
い
、
根
本
の
本
願
と
い
う 

も
の
は
一
つ
の
本
願 
、
こ
、つ
い
う
精
神
で
す
。
そ
の
一
つ
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と' 

念
仏
だ
と
お
さ
え
ら
れ
る
。
念
仏
と
し
て
具
体 

化
さ
れ
た
本
願
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
法
然
上
人
で
す
。

だ
か
ら
善
導
大
師
は
「
ー
ー
に
願
じ
て
言
は
く
」
と
言
っ
て
四
十
八
願
を
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
十
一
願
だ' 

二
十
願
だ
と
、
そ
う
い
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う
こ
と
は
言
わ
れ
な
い
。

一
願
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
然
上
人
は
一
願
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
善
導
の
精
神
を
徹
底
し
て
、

一
願
は 

念
仏
だ
、

「
選
択
本
願
念
仏
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
念
仏
を
選
択
し
て
、
そ
れ
を
以
て
本
願
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
精 

神
で
あ
る
が
、
念
仏
ひ
と
つ' 

と
い
う
こ
と
が
容
易
に
受
け
と
ら
れ
が
た
い
。
念
仏
ひ
と
つ
に
な
れ
る
と
い
う
の
は
宗
教
的
天
才
で
あ
る 

と
思
う
。
法
然
上
人
は
そ
う
い
う
人
で
し
ょ
う
。
だ
け
れ
ど
も' 

そ
う
で
な
い
も
の
は
何
か
そ
こ
に
と
ま
ど
う
。
ど
れ
だ
け
本
願
念
仏
だ 

と
い
う
こ
と
を
皆
が
聞
い
て
も
、
す
ぐ
頷
く
と
い
う
ん
で
な
し
に
、
念
仏
は
聞
い
た
が
、
念
仏
の
み
が
往
生
の
行
な
の
か
、
念
仏
も
ま
た 

往
生
の
行
で
あ
る
の
か' 

そ
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
念
仏
は
念
仏
で
あ
る
が
、
念
仏
の
み
、
た
だ
念
仏
で
あ
る
の
か' 

念
仏
も
ま
た
で
あ 

る
の 
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
に
念
仏
の
み
が
往
生
の
行
で
は
な
い
、
諸
行
も
ま
た
往
生
の
行
で
あ
る
。
諸
行
の
出
来
ぬ
も
の
の
為
に
念
仏
を
与
え
る
の
で
あ
る 

と
、
こ
れ
だ
と
よ
く
話
が
わ
か
る
。
諸
行
と
い
う
も
の
に
耐
え
難
い
者
の
た
め
に
念
仏
が
説
か
れ
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
漏
ら
さ
ぬ
と
、
そ 

う
い
う
意
味
な
ら
わ
か
る
。
し
か
し
念
仏
は
念
仏
だ
け
れ
ど
も' 

法
然
上
人
の
時
は
じ
め
て
念
仏
が
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
平
安
朝
の 

始
め
か
ら
、
比
叡
山
で
常
行
三
昧
と
い
う
か
た
ち
で
念
仏
が
行
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
天
台
教
学
の
な
か
に
念
仏
が
摂
め 

ら
れ
て
い
た
。
天
台
と
い
う
の
は
聖
道
門
で
す
が
、
聖
道
門
を
破
っ
て
念
仏
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
念
仏
を
つ
つ
ん
で 

あ
っ
た
の
で
す
。
無
論
そ
の
時' 

浄
土
宗
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
宗
と
い
っ
た
ら
聖
道
門
以
外
な
か
っ
た
。
法
然
上
人
も
、
 

だ
か
ら
聖
道
門
と
し
て
念
仏
が
重
要
な
行
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
流
罪
に
あ
う
は
ず
が
な
い
。
念
仏
が
往
生
の
行
と
い
っ
て 

も
、
そ
れ
自
身
往
生
の
行
で
な
く
、
た
だ
願
生
心
を
も
っ
て
行
ず
れ
ば
往
生
の
行
に
な
る
と' 

願
生
心
を
と
っ
て
み
れ
ば
何
も
そ
れ
自
身 

往
生
の
行
で
は
な
い
と' 

こ
う
い
う
よ
う
に
で
す
。

こ
の
こ
と
は
『
観
無
量
寿
経
』
で

は

「定
散
ニ
善
」
と
説
い
て
あ
る
。
定
散
を
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
定
善
は
思
索
す
る
の
で
す
か 

ら
哲
学
で
す
。
散
善
は
道
徳1

1
1
0

总一

と
し
て
の
行
で
す
。

学
問
は
別
に
救
い
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
道
徳
も
人
間
と
人
間
と
の 

関
係
の
上
に
成
り
立
つ
。
救
い
の
為
に
あ
る
の
で
な
い
。
し
か
し
願
生
と
い
う
の
は
救
い
で
す
。
本
願
に
お
い
て
本
当
に
自
分
と
い
う
も
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の
が
救
わ
れ
た
い
と
願
生
心
に
め
ざ
め
て
、
そ
の
立
場
か
ら
学
問
や
道
徳
を
行
え
ば
、
往
生
の
行
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
く
る
。
道
徳
と 

か
学
問
と
い
う
の
はー

ー
!
1
1
1
1
2
一

已̂

と
い
う
人
間
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
宗
教
的
価
値
に
転
ず
る
。
そ
れ
自
身
が
宗
教
で
は
な 

い
が
、
願
生
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
道
徳
や
学
問
全
体
が
宗
教
的
価
値
を
も
っ
て
く
る
。

人
間
が
救
わ
れ
る
と
い
う
場
合
、
ど
う
し
て
救
わ
れ
て
い
い
か
よ
く
解
ら
な
い
。
あ
る
も
の
全
体
で
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
。
出
来
る
も 

の
を
も
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
。
努
力
し
全
力
を
か
け
て
出
来
る
も
の
は
道
徳
・
学
問
で
す
。
救
わ
れ
る
と
い
え
ば
努
力
し
て
救
わ
れ 

る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
努
力
な
し
に
救
わ
れ
る
と
い
う
の
は
見
当
が
つ
か
ぬ
の
で
す
。
常
識
に
合
わ
ぬ
の
で
す
。
人
間
の
立
場
を
捨
て
切 

れ
ぬ
か
ら
そ
こ
に
宗
教
の
立
場
に
な
ら
ぬ
。
宗
教
に
ふ
れ
た
け
れ
ど
、
は
じ
め
か
ら
念
仏
だ
け
で
は
解
ら
ぬ
の
で
す
。
そ
う
い
う
立
場
の 

人
を
つ
つ
む
為
に
、
そ
れ
ら
を
つ
つ
ん
で
往
生
の
行
と
す
る
。
だ
か
ら
四
十
八
願
の
中
に
も
十
九
願
・
二
十
願
と
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ 

と
に
十
九
願
と
い
う
も
の
を
見
る
と
、
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
す
。

我
々
は
十
八
願
と
い
う
が' 

或
る
意
味
か
ら
言
え
ば
、
往
生
の
行
全
体
を
代
表
し
て
い
る
の
が
十
九
願
で
す
。
十
九
願
成
就
の
精
神
を 

「
三
輩
往
生
の
願
」
と
い
い
ま
す
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
三
輩
往
生
、
そ
れ
を
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
九
品
往
生
に
開
い
て
あ
る
。
人
間 

に
上
・
中
・
下
と
い
ろ-

—-

あ
る
。
そ
れ
で
諸
行
で
す
。
理
屈
で
決
め
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が' 

よ
く
み
る
と
そ
の
中
に
や
は
り
上 

・
中

・
下
と
あ
る
。
曇
鸞
大
師
は
「行
に
優
劣
有
り
と
雖
も
皆
な
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ざ
る
は
莫
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
無
上
菩
提
心 

を
発
す
と
い
う
こ
と
が
一
貫
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
行
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
心
は
一
つ
で
す
。
行
を
綜
合
・
統
一
す
る
菩
提
心
と
い
う 

の
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
す
。

「
三
輩
往
生
の
願
」
を
み
る
と
発
菩
提
心
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
十
九
願
で
も
発
菩
提
心
と
出
て
い
る
。
し
か
し
面
白
い
こ
と
に 

願
義
と
い
う
の
は
眼
が
な
い
と
読
め
な
い
の
で
す
。
書
い
て
あ
る
こ
と
は
書
い
て
あ
っ
て
も
、
読
め
る
時
期
が
こ
な
い
と
ど
ん
な
に
頭
を 

働
か
し
て
も
読
め
な
い
。
曇
鸞
大
師
の
後
に
源
心
僧
都
が
読
ま
れ
た
の
は
菩
提
心
で
な
く
て
、

「行
に
深
浅
あ
り
と
雖
も
」
と
い
っ
て
浅

10



い
行
、
深
い
行
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

一
貫
し
て
い
る
の
は
「専
修
念
仏
」'

「
一
向
専
念
無
量
寿
仏
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
曇
鸞
大
師
は 

菩
提
心
・
信
心
で
お
さ
え
ら
れ
た
の
で
す
。

念
仏
は
十
八
願
で
選
ば
れ
た
け
れ
ど
も
、
か
わ
い
い
子
に
は
旅
を
さ
せ
ろ
と
、
諸
行
の
中
に
入
れ
て
苦
労
す
る
わ
け
で
す
。
乃
至
十
念 

も
諸
行
の
な
か
で
苦
労
す
る
。
救
い
を
求
め
る
宗
教
心
を
、
人
間
の
悪
戦
苦
闘
の
な
か
に
お
く
こ
と
が
宗
教
心
の
苦
労
で
す
。
そ
れ
に
よ 

っ
て
「
一
向
専
念
」
と
い
う
力
が
そ
こ
に
出
て
く
る
。
本
願
も
人
間
の
努
力
の
な
か
に
入
っ
て' 

そ
れ
を
く
ぐ
っ
て
出
て
く
る
と
「
一
向 

専
念
」
で
す
。

一
向
専
念
は
一
向
宗
で
す
。

一
心
一
向
と
い
う
こ
と
で
す
。
十
八
願
が
十
九
願
を
く
ぐ
っ
て
更
に
十
八
願
に
帰
っ
て
く
る
。
 

た
だ
で
な
い
も
の
を
く
ぐ
っ
て
ー
向
専
念
と
い
う
た
だ
念
仏
へ
と
か
わ
い
い
子
に
旅
を
さ
せ
た
の
で
す
。
十
八
願
だ
け
な
ら
念
仏
は
温
室 

で
し
ょ
う
。

た
だ
念
仏
の
た
だ
と
い
う
の
は
何
か
。
今
日
の
こ
と
ば
で
は
決
断
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
仰
と
い
う
の
は
決
断
を
い
う
の
で
す
。
た
だ 

解
っ
だ
と
い
う
の
で
な
く
、
解
っ
た
も
の
に
生
き
る
と
い
う
決
断
が
あ
る
の
で
す
。
た
だ
念
仏
の
た
だ
と
い
う
の
は
、
念
仏
を
肯
定
し
て 

い
る
が' 

そ
の
肯
定
の
す
ぐ
裏
に
は
一
切
を
捨
て
念
仏
ひ
と
つ
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

一

切
を
捨
て
る
力
が
ひ
と
つ
を
肯
定
す
る 

の
で
す
。
否
定
の
な
い
た
だ
は
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
で
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
否
定
が
あ
る
か
ら
、
た
だ
と
言
う
と
こ
ろ
に
は
何
か
そ
こ 

に
賭
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
信
仰
の
非
常
に
面
倒
な
と
こ
ろ
で
す
。

話
が
前
後
し
ま
す
が
、
善
導
大
師
は
天
親
菩
薩
の
一
心
を
二
種
に
開
か
れ
た
。

一
心
と
い
う
意
味
を
二
種
深
信
と
開
か
れ
た
の
は
ど
う 

い
う
意
味
か
。
こ
れ
は
自
覚
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
で
は
自
覚
に
な
ら
な
い
。
単
な
る
否
定
に
も
自
覚
は
な
い
が' 

単
な
る
肯
定
に
も 

自
覚
は
な
い
。
否
定
を
通
し
て
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
自
覚
が
あ
る
の
で
す
。
自
力
無
効
と
し
て
自
覚
す
る
。
そ
こ
に
他
力
が
自
覚
さ
れ
る 

の
で
す
。
た
だ
有
難
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
ぬ
る
ま
湯
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
天
下
り
の
信
仰
で
す
。

一
心
と
い
っ
て
も 

懺
悔
も
な
い
信
仰
で
は' 

否
定
の
な
い
肯
定
で
す
。
い
わ
ば
自
己
免
許
的
な
肯
定
で
す
。
だ
か
ら
い
つ
ま
で
も
び
く
び
く
し
て
自
分
に
自 

信
が
も
て
な
い
。
た
だ
自
信
が
も
て
ぬ
の
で
な
い
。
自
信
が
持
て
ぬ
よ
う
な
自
分
を
い
つ
ま
で
も
捨
て
ぬ
か
ら
自
信
が
も
て
ぬ
の
で
し
ょ
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う
。

つ
ま
り
本
願
を
我
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
種
深
信
を
み
る
と
、
そ
こ
に
「
無
疑
無
慮
」
と
あ
る
。
疑
い
な
く
だ
け
で
い
い
の
で
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
疑
い
の
無
い
の
が
信 

心
、
信
心
と
い
う
の
は
疑
い
が
晴
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
に
出
て
い
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
こ
こ
に 

は

「
無
疑
」
の
う
え
に
更
に
「
無
慮
」
と
あ
る
。
疑
い
が
な
い
と
い
う
の
は
法
を
疑
わ
ぬ
こ
と
で
す
。
本
願
を
疑
わ
ぬ
こ
と
で
す
。
例
え
ば 

自
動
車
に
乗
る
場
合
、
こ
の
自
動
車
は
衝
突
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
運
転
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
疑
う
も
の
は
自
動
車
に
乗
る
は
ず
が
な
い
。
 

し
か
し
自
動
車
は
疑
わ
ぬ
が
、
こ
ん
ど
は
自
分
の
ほ
う
は
ど
う
か
。

一
応
信
じ
た
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
、
そ
う 

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
う
ま
く
い
く
か
い
か
ぬ
か
は
自
分
の
方
に
あ
る
の
で
す
。
信
じ
て
乗
る
に
は
乗
っ
た
が
、
乗
ら
ね
ば
よ
か
っ
た
な 

為
と
い
う
気
持
が
残
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
衝
突
し
て
、
死
な
ば
諸
共
と
い
う
決
心
が
つ
い
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は 

つ
い
て
い
な
い
。
す
か
さ
れ
て
も
後
悔
す
べ
か
ら
ず
と
『
歎
異
抄
』
に
で
て
い
る
よ
う
に
「
地
獄-

定
」
は
、
は
じ
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
。
 

そ
う
す
る
と
問
題
は
自
分
の
方
に
あ
り
ま
す
。
運
転
手
を
疑
わ
な
い
け
れ
ど
も' 

自
分
の
心
の
方
は
死
な
ば
諸
共
と
い
う
よ
う
に
決
ま 

っ
て
い
な
い
。
運
転
手
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
な
い
。
自
動
車
に
乗
っ
た
が
、
乗
せ
た
自
動
車
と
自
分
が
二
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
躊
躇
と 

い
う
の
で
す
。
乗
っ
た
瞬
間
、
本
願
を
疑
わ
ぬ
な
ら
同
時
に
あ
な
た
に
ま
か
せ
る
。

つ
ま
り
乗
っ
た
と
き
に
死
に
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し 

か
し
死
な
ず
に
生
き
て
い
る
。
そ
こ
に
危
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
自
動
車
に
乗
っ
て
も
安
心
決
定
し
て
い
な
い
と
乗
れ
な
い
。
そ
う
い
う 

と
こ
ろ
に
「
無
慮
」

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
慮
と
は
知
慮
す
る
こ
と
で
す
。
躊
躇
逡
巡
す
る
こ
と
で
す
。

二
種
深
信
と
分
け
ら
れ
た
の
は
、
疑
わ
ぬ
と
い
う
た
だ
そ
の
こ
と
の
た
め
で
す
。
法
の
深
信
に
お
い
て
疑
わ
な
く
て
も
、
自
己
が
解
決 

し
て
い
な
い
と
疑
わ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
解
決
し
な
い
。
無
慮
に
し
て
始
め
て
無
疑
と
い
う
こ
と
が
完
成
す
る
と
言
え
ま
す
。
天
親
菩
薩
の 

一
 

心
は
無
疑
の
一
心
だ
け
れ
ど
も' 

有
慮
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
無
疑
に
し
て
か
つ
無
慮
で
す
。
ふ
た
ご
こ
ろ
が
な
い
と
は
乗
せ
る
本 

願
と
乗
っ
た
自
分
と
二
つ
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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ド
イ
ツ
語
に2

ミ
2，
目

〈
疑
い
〉
と
い
う
が
、
墓
2.
と
い
う
の
は
二
っ
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
語
で
い
う
ま
。
で
す
。
厭一

と
い
う 

の
は
傾
く
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
心
が
二
つ
に
傾
い
て
い
る
。
二
つ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
で
す
。
信
ぜ
ら
れ
る
本
願
と
信
ず
る
自
分 

が
二
つ
に
な
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
疑
い
で
す
。
例
え
ば
ス
ー
プ
で
あ
れ
ば
水
と
油
が
一
緒
に
あ
る
け
れ
ど
も
、

一
つ
に
な
ら
な
い
。
油
を 

捨
て
れ
ば
水
が
残
る
。
し
か
し
ミ
ル
ク
の
場
合
、
乳
を
と
れ
ば
水
も
残
ら
ぬ
。
ス
ー
プ
で
あ
れ
ば
合
し
て
は
い
る
が
和
し
て
は
い
な
い
。
 

ミ
ル
ク
は
乳
と
水
が
合
し
て
、
且
つ
和
し
て
い
る
。
和
合
し
て
い
る
。
合
し
て
い
る
場
合' 

一
つ
の
よ
う
で
あ
る
が
実
は
二
つ
で
あ
る
。
 

こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

本
願
は
信
ぜ
ら
れ
る
方
で
、
自
分
は
信
ず
る
方
で
あ
る
と' 

あ
た
か
も
一
つ
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 

自
分
は
衆
生
の
心
で' 

本
願
の
方 

は
法
で
あ
る
。
自
分
を
超
え
て
い
る
。
そ
こ
に
天
地
の
差
が
あ
る
。
場
所
が
一
処
で
あ
る
か
ら
一
つ
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
よ
く
調
べ
る 

と
二
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
信
ず
る
形
で
疑
っ
て
い
る
の
で
す
。
二
つ
に
な
る
こ
と
が
疑
っ
て
い
る
の
で
す
。
本
願
と
一
つ
に
な
ら 

ず
、
本
願
の
な
か
に
自
分
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
本
願
の
な
か
に
個
人
と
い
う
主
観
や
体
験
と
か
、
自
分
と
い
う
世
界
を
構
え
て
い
る 

だ
け
で
す
。
そ
れ
は
本
願
で
は
な
い
。
本
願
と
い
う
思
い
で
す
。
そ
う
で
あ
る
限
り' 

本
願
と
自
分
と
は
一
緒
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す 

が' 

実
は
永
遠
の
溝
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
自
分
にび

く
"
'
'
^
・

す
る
所
以
で
す
。
び
く'
^

- "

す
る
も
の
を
離
さ
な
い
の
で 

す
。
そ
れ
が
思
い
で
す
。
信
仰
と
口
で
は
言
う
が' 

よ
く
調
べ
て
み
れ
ば
そ
う
い
う
思
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

「
信
巻
」
の
話
に
な
り
ま
す
が'

「
別
序
」
に

「自
性
唯
心
に
沈
む
」
、
あ
る
い
は
「定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

因
の
方
か
ら
言
え
ば
定
散
自
心
、
果
の
方
か
ら
言
え
ば
自
性
唯
心
で
あ
る
。
定
散
自
心
に
よ
っ
て
自
性
唯
心
に
沈
む
の
で
す
。
自
心
と
い 

う
こ
と
を
思
い
と
い
う
。
こ
れ
は
本
願
は
つ
か
ん
で
い
る
、
 

だ
か
ら
信
じ
て
は
い
る
が' 

本
願
に
つ
か
ま
れ
て
な
い
の
で
す
。
自
分
が
勝 

手
に
つ
か
ん
で
い
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
は
本
願
で
は
な
く'

本
願
と
い
う
思
い
で
す
。
い
わ
ば
自
分
の
心
を
つ
か
ん
で
い
る
だ
け
で
す
。
 

こ
れ
が
ふ
た
ご
こ
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
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一
心
と
い
う
の
は
日
本
語
で
は
な
い
。

日
本
語
に
言
え
な
い
の
で
す
。

漢
文
の
こ
と
ば
で
そ
の
ま
ま
一
心
と
い
う
。

梵
語
で
い
え
ば 

胎3
2，
ま3

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

ふ
た
ご
こ
ろ
あ
る
の
は' 

こ
れ
は
疑
い 

で
す
。
日
本
で
は
「
二
君
に
仕
え
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
信
仰
の
心
理
を
忠
義
の
心
で
解
釈
す
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
天
親
菩
薩
が
言 

わ
れ
る
一
心
帰
命
は
日
本
人
に
は
理
解
出
来
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
中
国
人
に
は
な
い
と
思
う
。
曇
鸞
大
師
も
「帰
命
」
の
帰
を
お
さ
え
て. 

「孝
子
は
父
母
に
帰
し
、
忠
臣
が
君
后
に
帰
す
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
帰
命
の
帰
と
は
、
子
が
親
に
帰
し
、
忠
臣
が
君
后
に
帰
す
る 

忠
義
と
い
う
よ
う
な
心
理
で
理
解
す
れ
ば
、
貞
潔
心
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
心
と
は
信
仰
上
の
貞
潔
心
で
す
。
信
仰
が
純
粋
と
い
う 

こ
と
で
す
。
自
力
の
信
仰
と
い
う
の
は
信
仰
上
の
不
貞
の
心
で
す
。
不
純
粋
な
信
心
で
す
。
不
純
粋
に
な
る
の
は
ふ
た
ご
こ
ろ
が
あ
る
か 

ら
で
す
。
曇
鸞
大
師
は
こ
う
い
う
よ
う
に
心
理
分
析
さ
れ
て
、
天
親
菩
薩
の
一
心
は
純
朴
の
心
で
あ
る
、 

賢
い
心
で
な
い
と
言
わ
れ
る
。
 

ふ
た
ご
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
の
は
、
も
の
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
自
分
を
ま
か
せ
た
心
で
す
。
だ
ま
さ
れ
て
も
後
悔
し
な
い
と 

い
う
心
で
す
。
し
か
も
相
続
し
て
い
る
心
で
す
。
あ
る
時
は
感
激
し' 

景
気
の
い
い
時
は
元
気
が
あ
る
が
、
景
気
が
悪
く
な
る
と
信
仰
ま 

で
元
気
が
な
く
な
る
も
の
は' 

情
勢
に
よ
っ
て
動
揺
し
て
い
る
よ
う
な
信
仰
で
す
。

し
か
し
純
朴
な
心
と
い
う
の
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
信
仰
の
人
は
何
十
年
い
よ
う
と
態
度
が
変
わ
ら
ぬ
。
む
ら
が
な
く 

最
初
か
ら
同
じ
で
す
。
偉
い
人
だ
か
ら
そ
う
で
な
く
、
ど
ん
な
田
舎
に
で
も
そ
う
い
う
人
が
い
ま
す
。
十
年
の
知
己
の
如
く 

一
度
会
っ
た 

時
の
態
度
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
純
朴
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
曇
鸞
大
師
は
こ
う
い
う
よ
う
に
純
朴
の
心
で
も
っ
て 

一
心
を
解
釈
さ
れ
た
の
で
す
。

し
か
し
法
然
上
人
の
選
択
本
願
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
は
い
か
め
し
い
が
、
た
だ
念
仏
と
い
え
ば
よ
く
わ
か
る
。
た
だ
念
仏
の
本
願
、
 

こ
れ
は
七
高
僧
に
一
貫
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
と
に
善
導
大
師,

法
然
上
人
が
強
調
さ
れ
た
。
法
然
上
人
は
念
仏
も
で
は
な
い
、
念
仏 

の
み
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
だ
か
ら
迫
害
に
あ
わ
れ
た
の
で
す
。
念
仏
も
ま
た
と
い
う
の
で
し
た
ら
迫
害
に
あ
う
こ
と
は 

な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
比
叡
山
の
味
方
が
出
来
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
一
切
を
捨
て
て
念
仏
の
み
と
言
う
と
こ
ろ
に
反
逆
者
と
さ
れ
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た
の
で
す
。
し
か
し
ま
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
腹
が
太
け
れ
ば
つ
つ
ん
で
ゆ
け
ま
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
た
く
さ
ん
の
坊
さ
ん
が
比
叡
山
の
よ 

う
な
学
問
で
何
十
年
や
っ
て
も
、
そ
れ
が
何
か
全
然
一
人
前
に
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
法
然
上
人
の
も
と
に
お
い
て' 

何
も
学
問
も
修
行
も 

し
な
い
商
売
人
や
百
姓
が
堂
々
と
確
信
を
も
っ
て
立
っ
て
い
る
。
安
心
に
住
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
名
も
な
い
民
衆
が
ど
ん
く
足
が
は 

え
て
生
き
て
い
る
。
こ
れ
は
一
大
凶
事
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
恐
れ
た
の
で
す
。
馬
鹿
に
さ
れ
た
と
い
う
意
味
と
、 

脅
か
さ
れ
る
と
い
う
意 

味
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
信
仰
の
威
力
に
圧
せ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
信
仰
と
い
う
の
は
如
何
な
る
階
級
や
知
識
を
も
超
え
て
、
 

侮
る
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
権
威
を
人
間
に
与
え
る
。
今
日
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
主
体
性
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

「
世
尊
我
一
心
」
の
我
一
心
は
主
体
性
を
表
わ
し
ま
す
。
信
仰
は
主
体
性
を
与
え
る
も
の
で
す
。
ど
ん
な
状
態
に
あ
っ
て
も
、
い
か
な 

る
状
態
を
と
り
な
が
ら
も' 

し
か
も
状
態
に
動
か
さ
れ
な
い
よ
う
な
主
体
性
で
す
。
動
か
さ
れ
ま
い
と
す
る
の
で
な
い
。
無
限
に
動
い
て 

お
っ
て
動
か
さ
れ
ぬ
。
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
一
日
も
生
き
て
ゆ
け
ぬ
で
し
ょ
う
。
動
き
ど
う
し
に
動
い
て
い
る
世
界
の
中
に
生
き 

て
い
る
の
で
す
か
ら' 

一
心
が
な
か
っ
た
ら
た
だ
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
流
さ
れ
ぬ
な
ら
生
き
て
こ
な
か
っ
た
と
同
じ
で
す
。
し
か
し
た
だ 

流
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら' 

流
さ
れ
た
と
い
う
意
味
も
な
い
。
そ
れ
は
虚
し
く
流
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

信
仰
が
主
体
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は' 

今

日

の

こ

と

ば

で

自

律

性0110111

0-
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、 

人
間 

に
真
の
自
律
性
を
与
え
る
も
の
は
信
仰
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
法
然
上
人
の
大
き
な
力
で
あ
っ
た
。
比
叡
山
を
脅
か
し
た 

の
で
す
か
ら
。
仏
法
・
教
団
と
い
っ
た
ら
当
時
、
比
叡
山
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
坊
さ
ん
の
教
団
、
占
有
物
で
あ
っ
た
。
そ 

れ
を
名
も
な
い
民
衆
に
開
放
さ
れ
た
の
で
す
。
人
の
世
話
に
な
る
の
で
な
く
、

一
人
の
人
間
が
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
本
願
に
ふ
れ
る
道 

を
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
法
然
上
人
か
ら
出
た
念
仏
が
、
又
も
と
の
聖
道
門
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
た
。
法
然
上
人
の
ほ
ん
と
う
の
精
神
と
い
う
も
の
が 

曇
り
か
け
て
き
た
。
本
願
の
方
は
よ
く
わ
か
っ
た
け
れ
ど
も
自
分
の
方
も
妥
協
が
あ
る
の
で
す
。
た
だ
念
仏
に
な
れ
な
い
。
親
鸞
聖
人
が

15



法
然
上
人
の
真
の
精
神
を
顕
わ
す
た
め
に
、

『
教
行
信
証
』
を
造
ら
れ
た
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
確
か
に
た
だ
念
仏
だ
け
で
、
 

つ
ま
り
『
歎
異
抄
』
だ
け
で
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
す
。

『
歎
異
抄
』
は
法
然
上
人
そ
の
も
の
の
信
仰
で
す
が
、

『
教
行
信
証
』
と
い
う
も 

の
で
は
な
い
。

『
歎
異
抄
』
の
最
後
に' 

「
信
心
の
こ
と
な
る
こ
と
」
を
歎
ず
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
信 

心
の
問
題
と
い
う
の
は
信
心
の
異
っ
た
こ
と
、
信
心
が
同
一
で
な
い
こ
と
か
ら
起
る
。
信
心
が
同
一
と
い
う
の
は
、
あ
な
た
も
信
じ
て
い 

る
、 

私
も
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
同
一
で
す
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
先
に
言
っ
た
よ
う
に
念
仏
は
間
違
い
な
い
。
念
仏
は
信
じ
て
い
る
が' 

自
分
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
な 

い
、
二
つ
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
た
だ
念
仏
の
ほ
か
に
念
仏
は
な
い
と
、
そ
の
一
本
槍
で
す
が
、
念
仏
と
い
っ 

た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
ら
な
い
事
実
が
あ
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
そ
れ
を
反
省
し
て
、
信
仰
の
批
判
と
い
う 

か' 

信
仰
と
い
う
も
の
を
根
源
ま
で
堀
り
さ
げ
て
問
題
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
念
仏
の
信
心
を
批
判
し' 

信
仰
を
純
化
す
る
と
い
う
こ
と 

で
す
。
念
仏
の
本
願
は
一
つ
に
違
い
な
い
が' 

四
十
ハ
の
本
願
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
単
な
る
無
駄
ご
と
で
あ
る
の
か' 

そ
う 

い
う
大
き
な
思
想
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

本
願
の
本
は
根
本
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
根
本
本
願
と
し
て
四
十
八
願
あ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
根
本
の
本
願
を 

如
来
の
本
願
と
い
う
の
で
す
。
確
か
に
法
蔵
菩
薩
と
し
て
本
願
を
発
し
た
と
い
い
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な 

い
。
法
蔵
菩
薩
に
お
い
て
発
さ
れ
た
如
来
の
本
願
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
如
来
の
本
願
の
ふ
た
つ
あ
る
の
で
は
な
い 

で
し
ょ
う
。

『
正
信
偈
』
に

は

「帰
命
無
量
寿
如
来 

南
無
不
可
思
議
光
法
蔵
菩
薩
因
位
時
」
と
あ
り
ま
す
が' 

法
蔵
菩
薩
が
因
位
の 

時
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
し
た
ら
法
蔵
菩
薩
の
本
願
で
す
。
法
蔵
菩
薩
と
し
て
因
位
の
時
、

「帰
命
無
量
寿
如
来 

南
無
不
可 

思
議
光
」
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
様
が
本
願
を
発
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

唯
識
の
学
問
で
は
本
願
と
い
う
の
は
種
子
と
い
い
ま
す
。
本
願
は
種
子
が
行
と
な
る' 

現
行
す
る
と
い
う
の
で
す
。
現
行
の
現
と
い
う 

の
が
現
実
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
種
子
は
可
能
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
法
の
宗
教
と
い
う
大
事
業
が
す
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べ
て
今
す
ぐ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
打
て
ば
す
ぐ
響
く
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
す
。
本
願
の
中
に-

切
を
も
っ
て
お
り
、 

本
願
と
し
て 

一
切
は
満
足
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
打
つ
こ
と
に
よ
っ
て
響
い
て
く
る
の
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
打
つ
こ
と
が
待
た
れ
て 

い
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
人
間
に
響
い
て
く
る
。
可
能
と
し
て
在
っ
た
本
願
が
人
間
の
上
に
行
じ
て
く
る
の
で
す
。
行
ず
る
と
い
う
こ 

と
は
可
能
と
し
て
在
っ
た
も
の
が
現
実
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
で
す
が' 

そ
の
場
合
、
在
る
と
い
う
の
は
た
だ
静
止
的
に
在
る
と
い
う 

の
で
は
な
い
。
現
実
と
し
て
在
る
と
い
う
の
は
働
く
も
の
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
時
の
上
の
働
き
と
い
う
と
こ
ろ
に' 

在
っ
た
も
の
と
無
か
っ
た
も
の
の
区
別
も
成
り
た
つ
の
で
す
。

過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
も
の
を
考
え
て
も
、
時
間
と
い
う
も
の
の
上
に
時
を
貫
い
て
あ
る
の
が
願
だ
と
思
い
ま
す
。
願
が
発
る
と 

い
う
の
も' 

そ
の
時
に
お
い
て
発
る
。
本
願
を
打
つ
と
い
う
が' 

そ
の
打
つ
と
い
う
の
は
時
と
い
う
意
で
す
。
そ
の
場
合
を
時
機
と
い
う
。
 

時
が
願
を
打
つ
と' 

願
が
機
に
お
い
て
起
っ
て
く
る
。

「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
の
時
と
い
う
こ
と
で 

す
。
た
だ
知
ら
ぬ
間
に
起
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
時
に
お
い
て' 

人
間
を
超
え
た
も
の
に
ふ
れ
る
と
と
も
に
、
人
間
を
超
え
た
も 

の
が
時
に
お
い
て
人
間
に
現
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
時
は
未
来
と
い
う
よ
り
も
当
来
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
そ
う
い
う 

こ
と
が
「
若
有
人 

已
発
願 

今
発
願 

当
発
願
」
と
出
て
い
ま
す
。
已
・
今
・
当
と
い
う
の
が
、

つ
ま
り
過
去-

現
在,

未
来
と
い
う 

こ
と
で
す
。
未
来
と
い
わ
ず
に
当
来
で
す
。
当
来
と
は
ま
だ
無
い
と
い
う
の
で
な
い
。
ま
だ
無
い
未
来
が
現
在
と
離
れ
て
考
え
ら
れ
ゝ
ば 

未
来
で
す
が
、
現
在
に
関
係
す
れ
ば
未
来
は
当
来
に
な
っ
て
く
る
。

過
去
も
現
在
と
離
れ
て
し
ま
え
ば' 

そ
れ
は
消
え
た
も
の
、
無
く
な
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
無
く
な
っ
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
今
あ
る
。
 

そ
れ
が
憶
念
で
す
。
憶
念
執
持
と
い
う
の
は' 

一
遍
聞
い
た
本
願
が
一
生
支
配
す
る
。
聞
い
た
あ
と
か
ら
忘
れ
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば 

親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
に
吉
水
に
お
い
て
何
十
年
も
聞
い
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
ほ
ん
の
僅
か
の
間
で
す
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
を
ー 

生
支
配
し
た
。
そ
う
い
う
よ
う
に
何
時
間
も
聞
か
ね
ば
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

一
時
間
聞
い
て
一
時
間
憶
え
て
い
る
、 

そ
う
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い
う
こ
と
で
も
な
い
。
二' 

三
分
間
、
そ
れ
で
い
い
。
聞
い
た
と
い
う
現
実
は
総
て
消
え
る
が
、
聞
い
た
こ
と
は
総
て
残
る
。
聞
い
た
あ 

と
か
ら
消
え
て
ゆ
か
ず
に
、
聞
い
た
こ
と
は
時
を
過
ぎ
て
も
残
る
。
そ
れ
を
憶
念
と
言
い
ま
す
。
過
去
も
現
在
と
切
り
離
し
て
し
ま
え
ば 

無
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
過
去
の
時
に
経
験
し
た
こ
と
は
今
で
も
残
っ
て
い
る
。
そ
の
人
の
人
生
を
支
配
し
て
い
る
。
更
に
ま
だ
無
い
未 

来
と
い
っ
て
も
、
未
来
の
時
に
未
来
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
現
在
に
お
い
て
ま
だ
無
い
未
来
を
今
っ
か
ん
で
い
る
。
未
来
の
果
は 

ま
だ
無
い
け
れ
ど
も
未
来
の
因
は
あ
る
。
未
来
の
因
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
今
と
い
う
こ
と
は
無
内
容
で
す
。
今
に
過
去
の
果
が
あ
り
、
 

今
に
未
来
の
因
が
あ
る
。
今
は
過
去
の
果
で
あ
る
と
同
時
に' 

未
来
を
因
と
し
て
孕
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
無
い
未
来
に
、
未
来
が
来
た
と 

き
会
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
今
は
生
き
て
お
る
、
ま
だ
死
な
ぬ' 

そ
う
言
っ
て
死
が
き
た
と
き
慌
て
る
。
今
生
き
て
お
っ
て
、
や
が
て 

死
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
。
死
ぬ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
未
来
の
死
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
現
在
が
は
じ
ま
る
。
 

こ
う
い
う
わ
け
で
、
生
き
て
お
る
こ
と
か
ら
は
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
誰
も
い
つ
ま
で
も
生
き
る
と
は
思
わ
ぬ
、
 

し
か
し
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
。
だ
か
ら
明
日
死
ぬ
と
も
思
わ
な
い
。
明
日
あ
る
と
い
う
予
定
の
う
え
に
、
明
日
に
な
っ
た
ら
、
明
後
日 

が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
で
は
生
き
て
い
る
全
体
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
生
き
て
き
た
部
分
、
半
分
は
わ
か
る
が
、
常 

に
何
分
の
一
か
は
残
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
生
き
て
お
る
意
味
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
。
半
分-
—-

と
生
き
て
ゆ
く
。
明
日 

は
更
に
ま
た
半
分
。
そ
の
次
は
半
分
の
中
の
更
に
半
分
と
。
ち
ょ
う
ど
昔
ギ
リ
シ
ャ
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
ア
キ
レ
ス
は
ど
う
し
て
も
亀 

に
追
い
つ
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
く
ま
だ"
'
'
^

死
ぬ
こ
と
は
な
い
と
、 

た
だ
そ
う
や
っ
て
生
き
ゝ
そ
の
中
で
考
え
よ
う
と
す 

る
。
そ
し
て
や
が
て
死
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と' 

半
分
の
中
の
半
分
、 

更
に
半
分
とだ

ん
・
'
'
'

細
か
く
な
る
だ
け
で' 

生
き
て
お
る
こ
と
全
体
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
明
日
が
あ
る
と
き
に
は
人
生
全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
言
う
な
ら
ば
目
先 

に
振
り
廻
さ
れ
て
生
き
て
お
る
だ
け
で' 

最
後
に
死
ぬ
瞬
間
が
き
て
も
、
こ
こ
で
死
な
な
い
よ
う
に
と
あ
せ
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
 

何
の
為
に
生
き
て
き
た
か
の
意
味
、
そ
れ
が
全
体
の
意
味
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
何
の
為
に
生
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
の
為 

に
生
れ
て
き
た
か
は
、
何
の
為
に
生
き
て
き
た
か
を
反
省
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
急
が
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
後
ま
わ
し
に
し
て
、
急
ぐ
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要
も
な
い
こ
と
を
急
い
で
い
る
の
で
す
。
死
な
ぬ
と
思
う
者
は
い
な
い
、 

気
に
は
か
け
て
い
る
。
不
安
に
思
う
け
れ
ど
も
背
に
腹
は
代
え 

ら
れ
ぬ
。

一
大
事
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
ず
今
日
の
問
題
か
ら
と
い
う
。
今
日
の
問
題
が
過
ぎ
る
と
明
日
の 

問
題
を
考
え
る
。
こ
う
い
う
具
合
に
い
っ
て
し
ま
う
。

未
来
が
来
る
と
き
に
で
な
く
、
未
来
の
来
な
い
先
に
未
来
を
つ
か
む
、
未
来
を
因
と
し
て
つ
か
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
果
と
し
て
つ
か 

む
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
未
来
が
当
来
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
何
か
起
る
と
な
る
と
過
去
を
引
き
受
け
る
と
と
も
に' 

ま
た 

来
ぬ
未
来
に
呼
び
か
け
て
く
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
時
間
に
お
こ
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
働
き
か
け
た
結
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
更 

に
時
間
の
中
で
働
き
か
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
も
の
が
在
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
に
影
響
し
か
け
て
ゆ
く
、
ま
だ 

来
ぬ
未
来
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
来
た
と
き
で
な
く
、
ま
だ
来
な
い
未
来
に
呼
び
か
け
て
ゆ
く
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
人 

間
の
時
間
が
あ
り
ま
す
。

無
く
な
っ
た
も
の
は
過
去
で
あ
り
、
ま
だ
無
い
も
の
は
未
来
で
あ
り
、
今
在
る
も
の
は
現
在
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時
間
も
あ
り
ま
す
が
、
 

そ
れ
は
人
間
で
あ
る
な
し
に
係
わ
ら
な
い
、
凡
そ
あ
る
も
の
の
時
間
で
す
。
し
か
し
人
間
の
生
き
る
時
間
は
先
の
「已
発
願 

今
発
願 

当
発
願
」
と
い
う
よ
う
に
、
或
い
は
ま
た
「若
已
生 

若
今
生 

若
当
生
」
と
い
う
よ
う
に
、
願
や
生
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
願 

と
か
生
と
い
う
の
は
人
間
に
の
み
あ
る
も
の
で
す
。
机
が
願
を
発
し
た
と
か
、
生
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
在
る
も
の
で
す
。
そ 

こ
に
は
何
か
、
働
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
働
か
れ
て
働
く
、
影
響
さ
れ
投
げ
出
さ
れ
て
在
る
も
の
が
人
間
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

〈木
貓
は
、
昭
和0

十
九
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四
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九
日
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一
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で
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