
「真
の
自
力
」
と
し
て
の
信
念

!

西
谷
啓
治
の
清
沢
満
之
観!

は

じ

め

に

西
谷
啓
治(

一
九
〇
〇
—

一
九
九
〇)

の
思
索
の
中
心
に
仏
教
、
 

特
に
禅
が
大
き
な
位
置
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 

彼
の
著
作
、
あ
る
い
は
一
生
を
み
て
も
、
そ
れ
は
十
分
に
理
解
で 

き
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
浄
土
教
、
こ
と
に
親
鸞
を
宗
祖
と 

す
る
浄
土
真
宗
に
関
す
る
言
及
も
多
い
こ
と
は
存
外
注
意
さ
れ
て 

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
理
由
は
明
ら
か
で
は 

な
い
が
、

一
つ
に
は
体
系
だ
て
た
論
文
が
少
な
い
と
い
う
点
が
あ 

げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
西
谷
の
著
作
を
見
る
限
り
、
講
演 

も
含
め
て
、
親
鸞
あ
る
い
は
浄
土
教
の
名
が
数
多
く
み
ら
れ
る
こ 

と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
看
過
し
て
よ
い
問
題
で
は
な
い
と
思
わ 

れ
る
。

西
谷
に
親
鸞
や
今
回
見
る
よ
う
に
清
沢
満
之(

一
八
六
三
——

一

田 

村 

晃 

徳 

九
〇
三)

つ
い
て
の
言
明
が
多
い
理
由
と
し
て
は
、
大
谷
大
学
で 

教
鞭
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
推
察
で
き 

る
。
西
谷
は
京
都
大
学
卒
業
後
ま
も
な
く
大
谷
大
学
で
教
鞭
を
と 

る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
師
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
に
「清
沢 

先
生
が
初
め
か
ら
関
係
さ
れ
た
学
校
」
と
大
谷
大
学
を
紹
介
さ
れ 

た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
大
谷
大
学
と
の
出
会
い 

の
起
点
か
ら
し
て
、
清
沢
と
の
関
係
は
深
か
っ
た
と
言
い
得
る
で 

あ
ろ
う
。
大
谷
大
学
で
の
教
鞭
を
通
じ
浄
土
教
、
さ
ら
に
は
清
沢 

へ
の
理
解
、
関
心
も
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
外
の
状
況
に
の
み
理
由
を
求
め
る
こ
と 

は
で
き
な
い
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
西
谷
の
思
索
の
背
景
に 

は
禅
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
親
鸞
、
 

つ
ま
り
浄
土
真
宗
を
思
索
の
背
景
と
す
る
清
沢
と
西
谷
の
間
に
は 

距
離
が
存
し
て
い
た
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
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ず
西
谷
が
多
く
浄
土
教
、
こ
と
に
清
沢
を
数
多
く
論
じ
て
い
る
こ 

と
を
思
え
ば
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
積
極
的
な
動
機
が
見
出
さ
れ 

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
論
は
明
治
期
に
お
け
る
浄
土
教
再
興
の 

中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
清
沢
満
之
を
、
如
何
に
西
谷
が
認
識
し 

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
、
西
谷
が
清
沢
の
信
仰 

に
何
を
見
出
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
現
代
的
意
義
を
ど
こ
に
看
取 

し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
論
述
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
に
は
西
谷 

の
言
う
「真
の
自
力
」
と
の
多
少
聞
き
慣
れ
な
い
表
現
を
中
心
と 

し
て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
 

そ
の
表
現
に
こ
そ
西
谷
の
清
沢
観
の
主
旨
が
収
斂
さ
れ
て
い
る
と 

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
簡
単
に
西
谷
と
浄
土
教
関
連
の
論
述
に
つ
い
て
触
れ
て
お 

く
こ
と
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
よ.
う
に
、
西
谷
は
浄
土 

教
に
関
し
て
体
系
だ
て
て
論
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
 

西
谷
は
浄
土
教
の
概
念
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
「信
心
」
、
「本 

願
」
、
「名
号
」
に
つ
い
て
も
彼
独
特
の
思
索
を
加
え
て
い
る
。

ー
 

例
を
あ
げ
れ
ば' 

西
谷
は
彼
の
主
著
『宗
教
と
は
何
か
』
に
於
い 

て
も
、
「信
心
」
に
つ
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
の
概
念
や
、
 

デ
カ
ル
ト
の
「我
」
の
概
念
と
比
較
さ
せ
つ
つ
考
察
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
自
由
な
立
場
か
ら
、

つ
ま
り
伝
統
的
解
釈 

に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
浄
土
教
の
用
語
、
概
念
に
つ
い
て
哲
学
的
解

③
 

釈
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
西
谷
の
浄
土
教
論
述
の
特
色
は
用
語
の
哲
学
的
解
釈
の 

み
で
は
な
い
。
そ
の
特
徴
の
第
二
点
と
し
て
具
体
的
人
物
の
記
述 

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の 

で
あ
ろ
う
か
。

仮
に
、
用
語
の
解
釈
に
終
始
す
る
と
き
、
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
緻 

密
に
考
察
さ
れ
て
も
単
に
理
論
化
さ
れ
た
宗
教
論
に
陥
る
可
能
性 

を
常
に
孕
ん
で
い
よ
う
。
西

谷

は

「宗
教
の
理
論
は
宗
教
で
は
な 

い
」
と
い
う
主
旨
の
言
葉
を
幾
度
か
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ 

る
な
ら
ば
仏
教
、
ま
た
は
浄
土
教
の
言
葉
に
解
釈
を
加
え
る
と
き
・ 

そ
の
解
釈
は
ど
こ
で
具
体
性
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
換
言
す 

る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
信
心
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
と
き
、
そ 

の
よ
う
な
信
心
が
ど
こ
に
現
前
し
て
い
た
の
か
、
と
の
問
い
が
答 

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
思
想
に
対
し
て
の
具
体
性
、
現
実
性
の 

付
与
、
そ
の
仕
事
を
為
す
た
め
に
は
そ
の
概
念
が
宗
教
史
、
あ
る 

い
は
仏
教
史
に
お
い
て
如
何
に
歴
史
的
に
現
前
し
て
い
た
の
か
、
 

そ
の
確
認
が
必
要
と
な
る
。
西
谷
が
具
体
的
人
物
、
つ
ま
り
今
回 

の
テ
ー
マ
で
言
え
ば
清
沢
満
之
と
い
う
歴
史
的
に
実
在
し
た
人
物 

を
論
じ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
確
認
を
為
す
た
め
で
は
な
か
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っ
た
の
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
西
谷 

の
浄
土
教
観
、
あ
る
い
は
仏
教
観
を
考
察
す
る
と
き
に
彼
の
清
沢 

満
之
観
を
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

--

周
知
の
よ
う
に
清
沢
満
之
は
明
治
期
に
生
を
受
け
た
浄
土
真
宗 

の
仏
教
者
で
あ
る
。
東
京
大
学
で
西
洋
哲
学
を
学
び
、
教
団
の
改 

革
運
動
な
ど
を
経
て
、
後

に

「精
神
主
義
」
の
名
称
で
知
ら
れ
る 

よ
う
に
な
る
彼
の
思
想
的
立
場
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
清
沢
は
一
般 

に
近
代
の
仏
教
者
の
先
駆
的
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
 

で
は
、
西
谷
は
明
治
と
い
う
時
代
に
お
け
る
清
沢
を
ど
の
よ
う 

に
評
価
し
て
い
た
の
か
。
幾
度
か
に
わ
た
り
西
谷
は
記
述
し
て
い 

る
が
、
そ
の
中
心
は
清
沢
を
「宗
教
改
革
者
」
と
定
義
す
る
次
の 

言
葉
に
お
よ
そ
お
さ
ま
る
で
あ
ろ
う
。

一
言
で
い
え
ば
、
仏
教
は
明
治
の
時
代
に
入
っ
て
以
来
、
宗 

教
改
革
の
要
請
を
孕
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
居
り
、
清
沢
先
生 

は
そ
の
要
請
か
ら
生
ま
れ
た
一
個
の
宗
教
改
革
者
で
あ
っ
た
。
 

即
ち
一
人
で
同
時
に
信
仰
者
・
教
学
者
・
哲
学
的
な
弁
証 

家

・
革
新
的
な
実
践
家
で
あ
っ
た
。

清
沢
の
生
き
た
明
治
時
代
、
こ
と
に
三
十
年
代
は
「
一
種
の
精 

神
的
覚
醒
の
時
代
」(

西
谷)

で
あ
っ
た
。
周
知
の
通
り
外
か
ら

は
西
洋
か
ら
の
思
想
導
入
に
よ
り
、
そ
し
て
内
か
ら
は
廃
仏
毀
釈 

と
、
仏
教
界
は
内
外
の
圧
迫
に
危
機
感
を
増
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対 

応
法
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
西
谷
は
清
沢
の
人
生
は
「画
期 

⑤

的
な
出
来
事
」
で
あ
っ
た
と
の
評
価
を
与
え
る
。
先
に
一
言
し
た 

よ
う
に
、
清
沢
に
は
「浄
土
教
の
改
革
者
」
と
の
称
号
が
付
与
さ 

れ
て
い
る
が
、
彼
無
し
に
は
浄
土
教
の
「近
代
化
」
は
あ
り
え
な 

か
っ
た
。
浄
土
教
の
「近
代
化
」
と
は
幾
通
り
か
の
側
面
か
ら
指

⑥

摘
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
真
宗
に
対
し
て
の
哲
学
的
側
面
か
ら 

の
接
近
、
換
言
す
れ
ば
哲
学
的
概
念
に
よ
り
真
宗
を
解
明
し
よ
う 

と
し
た
点
を
指
摘
で
き
る
。
曽
我
量
深
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に 

真

宗

の

「他
力
の
信
念
」
や
親
鸞
が
、
「愚
夫
愚
婦
の
宗
教
」
で 

は
な
く
、
「
日
本
の
思
想
界
の
最
高
峰
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
ま 

で
に
至
っ
た
の
は
、
清
沢
の
文
字
通
り
身
命
を
捧
げ
た
思
想
的
営 

為
に
よ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
清
沢
の
真
宗
に
お
け
る
貢
献 

が
、
哲
学
的
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
知
的
側
面
の
み 

に
還
元
さ
れ
得
ず
に
、
そ
の
真
髄
は
彼
の
信
念
に
あ
る
こ
と
は
言 

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
「愚
夫
愚
婦
の
宗
教
」
と
呼
ば
れ
て 

い
た
親
鸞
の
仏
教
に
つ
い
て
、
清
沢
の
後
に
日
本
の
少
な
く
な
い 

哲
学
者
を
含
め
る
多
数
の
知
識
人
が
考
察
し
て
い
る
こ
と
を
、
先 

の
曽
我
の
言
葉
と
併
せ
つ
つ
想
起
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
清
沢
の
日
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本
思
想
界
に
お
け
る
影
響
力
、
そ

の

「画
期
的
」
な
面
は
窺
う
に 

十
分
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ

の

「
画
期
的
」
と
評
さ
れ
る
清
沢
の
事
業
は
、
次 

の
西
谷
の
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に' 

決
し
て
浄
土
教
、
具
体 

的
に
は
浄
土
真
宗
と
い
う
限
ら
れ
た
、
い
わ
ば
ー
宗
派
内
の
改
革 

運
動
と
し
て
限
定
し
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

画
期
的
と
い
う
こ
と
は
、
滅
び
に
向
か
っ
て
行
き
詰
ま
り
っ 

っ
あ
る
も
の
が
、
未
来
に
生
き
る
可
能
性
を
見
い
だ
し
得
る 

よ
う
な
、
ま
た
過
去
に
お
け
る
自
ら
の
全
歴
史
を
再
び
伝
統 

と
し
て
蘇
ら
せ
得
る
よ
う
な
、
新
し
い
空
間
を
開
く
と
い
う 

こ
と
で
あ
る
。
仏
教
は
、
先
生
に
於
い
て
初
め
て
そ
う
い
う

⑧
 

新
し
い
空
間
を
開
示
し
た
。
 

西

谷

が

「画
期
的
」
と
清
沢
の
人
生
を
評
価
す
る
と
き
、
そ
こ 

に

は

「仏
教
が
今
後
に
生
き
得
ん
が
た
め
に
は
当
然
開
か
る
べ
き 

新
し
い
地
平
」
が
開
か
れ
た
と
の
認
識
が
あ
る
。
こ
こ
で
十
分
に 

注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「仏
教
は
」
と
い
う 

表
記
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
谷
は
清
沢
を
浄
土
真
宗
と
い
う
一
つ
の 

宗
派
内
に
お
け
る
人
物
と
し
て
で
は
な
く
、
宗
派
を
問
わ
ず
「宗 

教
」
と
し
て
の
「仏
教
」
再
生
の
可
能
性
を
担
っ
た
、
西
谷
の
言 

葉
を
用
い
れ
ば
「自
ら
の
全
歴
史
」
、
す
な
わ
ち
仏
教
全
体
の
蘇 

生
を
託
す
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
し
て
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
仏
教
再
生
の
可
能
性
、
つ
ま
り
西
谷 

が

言
う

「新
し
い
空
間
」
と
は
仏
教
が
教
理
と
し
て
、
あ
る
い
は 

単
な
る
文
献
学
と
し
て
生
き
長
ら
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
生
き
長 

ら

え

る

「新
し
い
空
間
」
、
そ
れ
は
仏
教
が
「生
け
る
宗
教
」
と 

し
て
再
生
、
そ
し
て
存
続
す
る
た
め
の
出
発
点
を
意
味
す
る
も
の 

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「生
け
る
宗
教
」
の
具
体
性
と
は
、
教 

理
と
し
て
の
仏
教
と
対
比
さ
れ
る
と
き
に
自
ず
と
明
白
に
な
ろ
う
。
 

西
谷
に
よ
れ
ば
教
理
学
と
し
て
の
仏
教
、
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
発
展
、
 

進
化
し
よ
う
と
も
「第
二
義
」
的
意
味
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
宗
教 

に
と
っ
て
は
「手
段
」
で
し
か
な
い
。
西
谷
は
別
の
箇
所
で
「す 

べ
て
知
性
の
立
場
に
は
な
ま
の
生
か
ら
遊
離
し
て
ゆ
く
傾
向
」
が 

内
包
さ
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
宗
教
の
空
理
化
、
 

遊
戯
化
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、
空
理
化
、
遊
戯
化
に
陥
っ
た
宗 

教
を
、
こ

こ

で

「死
せ
る
宗
教
」
と
仮
に
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
 

「生
け
る
宗
教
」
と
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
は
宗
教
が
「生
活
の
一
番
根
本
に
お
け
る
深
い
形
成
力
」
と 

な
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
、
と
西
谷
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
 

何
と
い
っ
て
も
宗
教
は
生
き
た
も
の' 

生
け
る
生
命
で
な
く 

て
は
な
ら
な
い
。
生
け
る
宗
教
そ
の
も
の
は
、
や
は
り
そ
れ 

を
生
か
す
人
間
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
人
間
の
う
ち
に
生 

き
て
活
動
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
が
人
間
を
生
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か
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
の
生
活
の
う
ち
で
、
 

生
活
の
推
進
力
に
な
り
生
活
を
根
本
か
ら
つ
く
っ
て
い
く
も 

の
、
生
活
の
一
番
根
本
に
お
け
る
深
い
形
成
力
に
な
っ
て
い 

る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
宗
教
と
い 

う
こ
と
の
意
味
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

西
谷
は
別
の
箇
所
で
仏
教
的
生
活
と
は
「生
産
的
で
創
造
的
な
生 

活
」
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
。
西
洋
か
ら
様
々
な
思
想
が
輸
入
さ 

れ
た
明
治
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
仏
教
は
排
仏
毀
釈
な
ど
の
弾 

圧
、
ま
た
実
体
的
な
極
楽
浄
土
な
ど
の
迷
信
を
説
く
も
の
と
し
て
、
 

人
々
の
生
活
か
ら
遊
離
し
、
そ
の
宗
教
的
生
命
力
を
喪
失
し
て
い 

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
け
る
清
沢
の
最
大
事
業
、
そ
し
て 

存
在
意
義
と
は
仏
法
に
再
び
宗
教
的
生
命
力
を
与
え
た
こ
と
、
以 

下
に
示
す
西
谷
の
印
象
的
な
比
喩
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「仏 

教
の
泉
」
か

ら

「仏
法
の
水
」
を
も
う
一
度
吹
き
だ
さ
せ
、
「近 

代
人
が
飲
め
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

清
沢
先
生
の
さ
れ
た
仕
事
は
、
そ
の
近
代
化
さ
れ
た
生
活
の 

地
面
に
い
わ
ば
一
つ
の
穴
を
あ
け
て
、
そ
こ
か
ら
仏
教
の
泉 

が
も
う
一
遍
湧
き
出
て
く
る
、
 

そ
う
い
う
ボ
ー
リ
ン
グ
の
よ 

う
な
仕
事
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
地
下
の
水
脈
を
掘
り
当 

て
て
、
仏
法
の
水
を
も
う
一
度
吹
き
出
さ
せ
、
近
代
の
人
間 

が
飲
め
る
よ
う
に
す
る
、
 

ま
あ
そ
ん
な
ふ
う
な
仕
事
だ
っ
た

⑬

わ
け
で
典
。

先
に
み
た
よ
う
に
西
谷
は
清
沢
を
「宗
教
改
革
者
」
と
し
た
う 

え
で
、
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
定
義
し
て
い
た
。
し
か
し
、
以
上 

み
て
き
た
よ
う
な
諸
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
清
沢
が
清
沢
た
る
所 

以
は
何
よ
り
も
「信
仰
者
」
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
こ
と
は
明
白 

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て' 

浄
土
教
の
再
興
者
の
み
な
ら
ず
仏
教
再
興 

の
萌
芽
さ
え
も
そ
の
一
生
に
看
取
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

--

以
上
が
明
治
時
代
に
お
け
る
清
沢
の
存
在
意
義
で
あ
る
。
し
か 

し
、
単
に
明
治
と
い
う
時
代
に
そ
の
存
在
意
義
が
限
定
さ
れ
る
の 

で
あ
れ
ば
、
清
沢
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
現
代
と
は
没
交
渉
な
、
 

単
な
る
歴
史
的
事
実
の
叙
述
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
西
谷
の
清
沢
論 

と
は
そ
の
よ
う
な
性
格
、
先
の
表
現
で
言
え
ば
、
現
代
と
い
う
時 

代

か

ら

「遊
離
」
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
、
私
た
ち
は
西
谷
が
宗
教
、
あ
る
い
は
浄
土
教
を
論
じ
る 

際
に
は
、
現
代
と
い
う
時
代
状
況
が
思
索
の
発
足
と
な
っ
て
い
る 

こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
常
に
現
代
の
精 

神
状
況
に
対
し
て
の
危
機
意
識
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
現
代
の
精 

神
状
況
に
つ
い
て
の
危
機
意
識
、
そ
れ
を
西
谷
は
あ
る
箇
所
で
現 

代
の
世
界
に
お
け
る
「根
本
的
な
欠
陥
」
と
し
て
い
る
。
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現
代
の
世
界
の
す
べ
て
の
動
き
、
現
代
の
人
間
の
あ
ら
ゆ
る 

営
み
の
う
ち
に
、
何
か
が
根
本
的
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
感 

じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
欠
陥
は
簡
単
に
言
う 

と
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
な
、
ま
た
社
会
的
な
、
生
き 

方
や
考
え
方
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
精
神
的
な
「空
虚
」
と 

も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
近
代
と
い
う
時
代 

の
成
立
と
と
も
に
発
生
し
た'

「人
間
」
に
と
っ
て
の
根
本 

問
題
で
あ
る
。

人
間
の
根
底
に
「空
虚
」
ま

た
は

「虚
無
」
が
潜
ん
で
い
る
と
の 

認
識
は
西
谷
の
思
索
の
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ 

う
な
人
間
の
認
識
そ
れ
自
体
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

例
え
ば
浄
土
教
を
例
に
し
て
も
「空
過
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ 

る
よ
う
に
、
古
来
か
ら
指
摘
さ
れ
継
承
さ
れ
て
き
た
中
心
的
人
間 

観
で
あ
る
。
虚
無
と
は
自
身
の
存
在
の
意
味
が
無
意
味
の
問
い
と 

化
す
こ
と
で
あ
る
、
と
一
応
は
説
明
さ
れ
よ
う
が' 

そ
の
よ
う
な 

問
い
を
克
服
す
る
道
、
そ
れ
を
浄
土
教
な
ど
、
各
宗
教
は
提
示
し 

て
き
た
の
に
相
違
な
い
。
そ
の
意
味
で
虚
無
は
人
間
の
存
在
と
と 

も
に
あ
り
、
あ
る
種
の
普
遍
性
を
携
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か 

し
、
今
西
谷
が
殊
に
問
題
と
し
て
い
る
の
は
「近
代
と
い
う
時
代 

の
成
立
」
と
と
も
に
誕
生
し
た
「虚
無
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
細 

に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
西
谷
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
人

間
の
機
械
化
と
と
も
に
始
ま
っ
た
一
つ
の
立
場
と
し
て
「自
覚 

化
」
さ
れ

る
「虚
無
」
で
あ
る
。

近
代
的
性
格
を
有
し
て
い
る
虚
無
と
は
何
よ
り
も
近
代
の
人
間 

の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
西
谷 

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
に
お
け
る
人
間
の
特
色
は
デ
カ 

ル
ト
以
来
の
「自
我
」

つ
ま
り
「我
」
の
発
見
に
性
格
付
け
ら
れ 

る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
自
我
を
拡
大
す
る
傾
向
、
換
言
す
る
な 

ら

ば

「積
極
的
に
自
分
を
生
か
し
て
ゆ
く
立
場
」
が
内
包
さ
れ
て 

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
よ
り
確
固
と
し
た
も
の
に 

な
る
に
従
い
、
自
身
の
足
下
に
潜
む
虚
無
の
自
覚
は
希
薄
と
な
る 

こ
と
も
ま
た
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
事
態
は
近
代
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は 

な
く
、
先
の
西
谷
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
現
代
に
通
じ
る
一
面 

を
も
持
つ
。
例
え
ば
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
意
義
を
説
く
際
に
、
 

一
方
的
に
人
間
の
罪
悪
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
現
代
人
に
受 

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
現
実
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
と
な
り
、
 

「現
代
不
在
の
宗
教
」
と
指
摘
さ
れ
る
事
態
と
な
る
の
は
明
白
で 

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
現
代
人
の
根
底
に
虚
無
が
無
く 

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
意
識
さ
れ
な
く
な 

っ
た
分
だ
け
、
よ
り
そ
の
虚
無
は
深
刻
の
度
合
い
を
増
し
て
い
る 

と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
現
代
の
状
況
に
お
い
て
、
宗
教
は
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如
何
に
あ
る
べ
き
か
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
現
代
の
人
間
に
信
仰 

は
如
何
に
そ
の
形
態
を
与
え
ら
れ
、
如
何
に
人
間
に
は
た
ら
く
の 

か
。
実
は
、
こ
の
点
の
探
求
に
こ
そ
西
谷
の
清
沢
論
の
中
心
点
が 

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

西
谷
は
現
代
の
信
仰
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う 

に
述
べ
て
い
た
。

現
在
の
問
題
は
、

一
方
で
は
信
仰
と
い
う
立
場
か
ら
、
ど
こ 

ま
で
も
人
間
の
空
し
さ
と
か
罪
業
と
か
い
う
も
の
を
、
す
な 

わ
ち
人
間
の
有
限
性
を
、
は
っ
き
り
解
明
す
る
と
同
時
に
、
 

他
方
で
は
人
間
の
主
体
性
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
活
動
の 

全
き
自
由
を
も
っ
と
い
う
こ
と' 

こ
の
二
つ
の
点
の
結
び
つ 

き
に
あ
る
と
思 
い
ま
す
。

宗
教
的
信
仰
が
自
身
の
真
実
の
姿
、
つ
ま
り
「空
し
さ
」
や

「罪 

業
」
と
呼
ば
れ
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
以
上' 

人 

間
の
有
限
的
側
面
、
ま
た
は
否
定
的
側
面
を
説
く
の
は
必
然
で
あ 

る
。
し
か
し
、
同
時
に
単
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
現 

代
人
特
有
の
「活
動
の
全
き
自
由
」
追
及
の
方
向
、
人
間
の
「主 

体
性
一
も
追
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
独
自
の
問

&

題
を
信
仰
の
側
面
か
ら
如
何
に
「
さ
ば
く
」
の
か
、
そ
れ
こ
そ
が 

現
代
に
お
い
て
仏
教
、
あ
る
い
は
浄
土
教
が
直
面
す
る
問
題
な
の 

で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
現
代
的
問
い
に
現
実
の
仏
教
は
答

え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
仏
教
に
そ
の
よ
う
な
問
い
を
「
さ
ば
く
」 

能
力
は
あ
る
の
か
。
換
言
す
る
な
ら
ば
仏
教
は
現
代
的
人
間
の
生 

活

か

ら

「遊
離
」
す
る
こ
と
な
く
、
「生
活
の
形
成
力
」
と
成
り 

え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

西
谷
に
よ
る
と
き
、
答
え
は
端
的
に
否
で
あ
る
。
西
谷
は
そ
の 

言
説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
現
実
の
仏
教
界
に
対
し
て
は
、
ほ
ぼ
絶
望 

的
と
も
言
え
る
よ
う
な
意
見
を
提
出
し
て
い
る
。

仏
教
が
無
力
な
の
は
、

一
言
で
い
え
ば
仏
教
に
近
代
が
な
い 

か
ら
で
あ
る
。
仏
教
は
未
だ
に
中
世
に
足
踏
み
し
て
い
る
。
 

む
し
ろ
現
代
日
本
の
精
神
文
化
の
う
ち
で
は
、
仏
教
が
唯
一 

の
中
世
の
名
残
で
あ
る
。(

中
略)

た
だ
仏
教
だ
け
に
は
近 

代
化
に
対
す
る
内
か
ら
出
た
努
力
の
跡
が
殆
ど
み
ら
れ
な
い
ー 

日
本
に
お
け
る
近
代
化
と
は
す
べ
て
西
洋
文
化
に
よ
る
変
貌 

で
あ
る
が
、
仏
教
も
現
在
我
々
の
生
活
へ
内
外
と
も
に
浸
透 

し
て
い
る
西
洋
文
化
と
の
交
渉
か
ら
、
根
本
的
に
新
し
く
な 

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
い 

⑲
 

つ
ま
で
も
現
実
遊
離
か
ら
脱
せ
ら
れ
な
い
。

仏
教
は
国
民
生
活
か
ら
遊
離
し
、
生
き
た
伝
統
で
は
な
く
な
っ 

て
い
る' 

と
も
同
時
に
西
谷
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て 

は
各
仏
教
教
団
の
閉
塞
化
、

つ
ま
り
教
団
や
教
学
の
交
流
を
持
た 

ず
、
錯
乱
し
た
状
況
に
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
そ
れ
は
現
実
の
仏
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教
に
お
け
る
「致
命
的
な
欠
陥
」
、
「末
期
的
な
徴
候
」
で
あ
り
、
 

そ
の
打
破
は
「到
底
望
め
そ
う
に
も
な
い
」
と
辛
辣
に
評
し
て
い 

た
。で

は
、
仏
教
に
再
生
の
可
能
性
は
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い 

の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
上
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
限
り
、
 

現
実
の
仏
教
界
に
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
の
問
い
、
 

つ
ま
り
人
間
の
根
底
に
潜
む
虚
無
感
、
あ
る
い
は
罪
の
意
識
な
ど 

を
忘
却
さ
せ
る
こ
と
無
く
、
有
限
性
を
自
覚
さ
せ
つ
つ
も' 

活
動 

の
自
由
、
つ
ま
り
「主
体
性
」
の
確
保
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
 

と
の
問
い
に
答
え
は
見
つ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
を
考
え
る
際
に
参
考
と
な
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た 

清
沢
自
身
の
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

私
の
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
如
来
と
云
う
の
は
、
私
の
自
力 

は
何
等
の
能
力
も
な
い
も
の
、
自
ら
独
立
す
る
能
力
の
な
い 

も
の
、
其
の
無
能
の
私
を
し
て
私
た
ら
し
む
る
能
力
の
根
本 

本
体
が' 

即
ち
如
来
で
あ
る
。(

中
略)

こ
の
私
を
し
て
虚 

心
平
気
に
、
此
の
世
界
に
生
死
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
能
力 

㉑
 

の
根
本
本
体
が
、
即
ち
私
の
信
ず
る
如
来
で
あ
る
。
 

「能
力
の
根
本
本
体
」
と
し
て
の
阿
弥
陀
の
理
解
、
当
時
の
常
識 

的
理
解
と
は
一
線
を
画
す
理
解
を
示
す
こ
の
文
章
に
は
、
清
沢
の 

「無
能
の
私
」
と
い
う
自
身
の
限
界
性
の
認
識
、
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
自
身
で
あ
る
が
故
の
宗
教
に
出
遇
え
た
実
感
が
描
か
れ
て
い 

る
。
西
谷
が
注
目
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
限
界
性
の
認
識
、
つ
ま 

り
自
身
、
更
に
は
人
間
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
虚
無
の
認
識
と
、
 

そ
の
よ
う
な
有
限
的
な
人
間
に
於
け
る
宗
教
の
意
味
の
近
代
的
表 

現
で
あ
ろ
う
。
西
谷
は
こ
の
文
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
。
 

絶
対
他
力
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
初
め
て
本
当
の
意
味
で 

の
自
力
の
生
活
が
正
し
い
形
で
な
り
た
ち
得
る
と
こ
ろ
と
い 

う
こ
と
で
は
な
い
か
。
正
し
い
形
と
い
っ
た
の
は
、
つ
ま
り 

こ
の
世
を
本
当
に
生
き
ぬ
く
力
が
、
そ
こ
か
ら
湧
き
上
が
っ 

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
「如
来
は
私
に
対
す
る
無
限
の
能 

力
で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
如
来
か
ら
、
生
き
抜
く
力
が
与
え 

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

「本
当
の
意
味
で
の
自
力
の
生
活
」
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で 

あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
表
現
で
あ
る
。
清
沢
自
身
の
言
葉
で 

は

「此
私
を
し
て
虚
心
平
気
に
、
此
世
界
に
生
死
す
る
こ
と
を
得 

し
む
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
能
と
信
知
さ
れ
た
自
身
が
、
 

そ
れ
で
も
「虚
心
平
気
」
に
生
き
て
い
く
力
を
与
え
ら
れ
る
、
私 

た
ち
は
こ
こ
に
信
心
が
人
間
に
与
え
る
最
も
具
体
的
な
救
済
の
効 

能
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
を
生
き
抜
く
力
を
与
え
る 

如
来
、
そ
れ
は
自
身
の
真
の
姿
を
知
る
こ
と
と
離
れ
て
存
在
し
な 

い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
自
身
の
真
の
姿
を
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知
ら
せ
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
「宗
教
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の 

意
味
で
は
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
「自
力
」
、
「他
力
」
と
は
区
別 

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
西
谷
は
両
者
が
結
び
つ
い
て
考
え 

ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
ど
ち
ら
も
本
当
の
意
味
に
な
ら
な
い
、
と
も 

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
単
な
る
折
衷
案
と
み
て
は
な
ら
な
い
で
あ 

ろ
う
。
自

身

が

「無
限
の
能
力
」
と
し
て
の
絶
対
他
力
に
支
え
ら 

れ
て
い
る
こ
と
を
覚
知
す
る
こ
と
に
よ
り' 

人
生
を

「生
き
ぬ
く 

力
」
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
西
谷
は
清
沢
の
根
本
特
色
と 

し
て
、
「自
力
の
面
と
言
わ
れ
た
も
の
が
、
絶
対
他
力
に
ま
で
包 

み
込
ま
れ
、
他
力
の
立
場
か
ら
生
か
し
直
さ
れ
て
い
る
」
占
べ 

換 

言
す
る
な
ら
ば
「自
力
を
し
て
真
の
自
力
た
ら
し
め
る
」
信
仰
を 

あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
信
仰
こ
そ
が
、
現
代
求
め
ら
れ
る 

べ
き
信
仰
で
あ
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
信
仰
の
発
見
こ
そ
が 

西
谷
の
清
沢
論
の
中
心
点
か
つ
現
代
的
意
義
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
西
谷
が
先
に
引
用
し
た
清
沢
の
文 

に
お
い
て
「智
慧
」
、
「慈
悲
」
で
は
な
く
、
「能
力
」
に
特
に
注 

目
し
て
い
た
理
由
に
つ
い
て
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
清
沢
は
如
来
を 

「私
に
対
す
る
無
限
の
能
力
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ

の

「能 

力
」
の
内
実
に
「無
能
の
私
」
を

し
て

「虚
心
平
気
に
、
此
の
世 

界
に
生
死
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
」
点
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
は
先 

に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
清
沢
の
告
白
で
は
如
来
へ
の
信
、

つ
ま
り
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
生
を
「虚
心
平
気
」
に 

生
き
て
い
る
一
人
の
信
仰
者
の
姿
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で 

あ
る
。
西
谷
の
表
現
で
言
え
ば
「
こ
の
世
を
本
当
に
生
き
ぬ
く 

力
」
を
清
沢
は
宗
教
か
ら
得
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
も
表
現
で
き 

よ
う
。
「
こ
の
世
を
本
当
に
生
き
ぬ
く
ヵ
」
は
人
間
が
生
き
る
こ 

と
に
お
い
て
、
そ
の
日
々
の
生
活
の
根
底
を
宗
教
、

つ
ま
り
「我 

が
信
念
」
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
宗
教
が
「生
活 

の
一
番
根
本
に
お
け
る
深
い
形
成
力
」
と
な
り
得
て
い
る
こ
と
を 

意
味
す
る
の
に
他
な
ら
な
い
。
「生
活
の
一
番
根
本
に
お
け
る
深 

い
形
成
力
」
で
あ
る
宗
教
、
こ
れ
こ
そ
が
西
谷
の
言
う
「生
け
る 

宗
教
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
再
び
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

清
沢
が
如
来
を
「私
に
対
す
る
無
限
の
能
力
」
と
定
義
し
た
こ 

と
、
こ
の
表
現
は
確
か
に
伝
統
的
な
理
解
と
は
異
な
る
も
の
で
あ 

ろ
う
。
し
か
し
、
西
谷
が
こ
の
一
種
積
極
的
、
能
動
的
と
も
い
え 

る
表
現
か
ら
看
取
し
た
の
は
「生
け
る
宗
教
」
の
現
前
以
外
の
何 

も
の
で
も
な
い
。
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
力
が
与
え 

ら
れ
る
の
か
、
そ

れ

は

「虚
心
平
気
に
、
此
の
世
界
に
生
死
す 

る
」
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
り
、
西
谷
の
言
う
「真
の
自
力
」
を 

人
間
が
獲
得
し
て
い
る
具
体
的
な
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ 

う
な
力
を
人
間
に
付
与
す
る
も
の
こ
そ
「無
限
の
能
力
」
と
し
て
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の
如
来
で
あ
り
、
「
生
活
の
一
番
根
本
に
お
け
る
深
い
形
成
力
」 

と
し
て
の
宗
教
な
の
で
あ
っ
た
。
如

来

を

「無
限
の
能
力
」
と
見 

た
清
沢
の
信
仰
、
こ
こ
に
西
谷
は
宗
教
が
ま
さ
し
く
「生
け
る
」
 

も
の
と
し
て
告
白
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
故
に
西
谷
は
「無
限
の
能
力
」
、
と

い

う

「能
力
」
と
の
表 

現
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

理
性
に
対
し
て
の
信
頼
は
矛
盾
、
破
綻
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
ー 

何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
限
な
人
間
の
思
惟
に
基
づ
い
て
い
る
か 

ら
で
あ
る
。
だ
が
、
理
性
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
を
近
代
の
特
徴 

と
す
る
と
き
、
理
性
の
否
定
は
近
代
人
に
と
り
自
身
の
否
定
と
な 

る
こ
と
も
免
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
思
想
的
苦
悩
が
つ
き
ま
と
う
の 

も
必
然
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
如
く
、
清
沢
自
身
も
自
分
の
能
力
の 

限
界
を
知
る
こ
と
、

つ
ま
り
「自
力
の
無
効
」
を
信
じ
る
こ
と
、
 

こ
れ
こ
そ
が
「甚
だ
骨
の
折
れ
た
仕
事
」
で
あ
っ
た
と
絶
筆
「我 

が
信
念
」
に
お
い
て
印
象
深
く
述
懐
し
て
い
る
。

此
自
力
の
無
効
な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思 

案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
、
其
頭
の
挙
げ
や
う
の
な
い
様
に
な 

る
と
云
ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
此
が
甚
だ
骨
の
折
れ
た
仕

㉗

事
で
あ
り
ま
し
た
。

㉘
 

で
は
、
「自
力
の
無
効
」
を
信
じ
る
こ
と
は
自
身
へ
の
落
胆
、
 

ま
た
は
絶
望
の
み
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
清
沢

は

「自
殺
の
必
要
を
感
じ
」
ず
に
、
「安
楽
と
平
穏
と
を
得
て
い 

㉙

る
」
と
同
じ
く
「我
が
信
念
」
で
告
白
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に 

無
能
と
知
ら
れ
た
自
己
に
絶
望
す
る
こ
と
な
く
、
清
沢
の
表
現
を 

用
い
る
の
で
あ
れ
ば
「自
殺
の
必
要
を
感
じ
」
る
こ
と
な
く
、
そ 

の
先
に
開
か
れ
る
新
し
い
世
界
、
無
能
の
自
身
を
し
て
「
そ
れ
に 

も
か
か
わ
ら
ず
」
生
き
て
い
け
る
力
の
顕
現
。
そ
の
よ
う
な
生
き 

て
い
く
力
を
与
え
る
も
の
こ
そ
宗
教
で
あ
る
。
そ
し
て' 

右
の
よ 

う
な
宗
教
観
が
あ
る
故
に
、
清
沢
に
お
い
て
「能
力
の
根
本
本 

体
」
と
し
て
の
如
来
と
い
う
理
解
が
誕
生
し
た
の
に
他
な
ら
な
か 

っ
た
の
で
あ
る
。

四

「絶
対
他
力
」
と

「自
力
」
と
の
関
係
に
関
す
る
先
の
よ
う
な 

西
谷
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、
清
沢
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
清
沢
自 

身
も
そ
の
論
述
に
於
い
て
自
身
の
自
力
と
言
わ
れ
う
る
も
の
も
、
 

実
は
他
力
、

つ
ま
り
如
来
を
そ
の
根
本
に
有
し
て
い
た
点
に
つ
い 

て
幾
度
か
論
述
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。

之
を
我
が
一
身
の
行
為
に
就
き
て
云
は.\

、
彼
の
人
事
を
尽 

し
て
天
命
に
安
ん
ず
る
の
事
に
過
ぎ
ず
と
雖
も
、
我
は
寧
ろ 

之
を' 

天
命
に
安
ん
じ
て
人
事
を
尽
す
、
と
云
は
ま
く
欲
す
。
 

そ
の
故
は
天
命
に
安
ん
ず
る
は
勿
論
、
人
事
を
尽
す
ま
で
が
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皆
な
天
与
の
恩
賜
な
れ
ば
、
先
づ
天
命
に
安
ん
ず
る
に
あ
ら

ヽ
 

、
 

㉚
 

ず
ば
、
人
事
を
悉
す
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
 

此
の
自
力
も
亦
た
他
力
の
賦
与
に
出
づ
る
も
の
な
り
。
 

右
で
い
わ
れ
る
「人
事
を
尽
く
す
」
と
は
通
常
自
力
の
立
場
と
し 

て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
清
沢
が
言
明
し
て
い
る
「人
事 

を
尽
く
す
」
と
は
一
度
自
力
の
破
れ
、
つ
ま
り
「自
力
無
効
」
の 

自
覚
を
経
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「尽
く
す
」
行 

為
、

つ
ま
り
自
力
と
は
他
力
を
そ
の
根
底
に
携
え
て
い
る
新
し
い 

質
を
具
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
西
谷
が
言
う
「真
の
自 

力
」
で
あ
ろ
う
。
「無
能
」
と
さ
れ
た
自
身
が
「人
事
を
尽
く
」 

し
、
世
を
生
き
て
い
け
る
の
は
信
仰
に
よ
り
誕
生
し
た
「真
の
自 

力
」
の
顕
現
に
よ
る
の
で
あ
る
。

西
谷
は

「本
当
の
意
味
で
の
自
力
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い 

た
。

現
実
生
活
を
生
き
抜
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
自
力
と
い
う 

こ
と
の
一
番
徹
底
し
た
姿
だ
と
思
う
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
そ 

う
い
う
風
な
自
力
、
自
分
自
身
の
生
活
力
と
い
う
も
の
が
、
 

本
当
の
意
味
で
徹
底
し
た
姿
で
あ
ら
わ
れ
て
き
得
る
と
い
う 

こ
と
は
、
実
は
絶
対
他
力
の
無
限
な
能
力
に
よ
っ
て
生
か
さ 

れ
る
と
い
う
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
な
る
。
如
来
を
信
じ
て 

生
き
る
と
い
う
場
で
初
め
て
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
西
谷
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
清
沢
の
思 

想
に
つ
い
て
は
常
に
批
判
が
伴
っ
て
き
た
が
、
そ
の
代
表
的
な
も 

の
は
清
沢
の
思
想
を
内
省
に
の
み
向
か
わ
せ
る
消
極
的
な
も
の
と 

し
て
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
古
く
は
清
沢
の
主
張
を 

「羸
弱
思
想
」(

境
野
黄
洋)

と
性
格
付
け
る
批
判
で
あ
る
。
し
か 

し
、
先
の
西
谷
の
指
摘
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
清
沢
の
思
想
は 

決
し
て
そ
の
よ
う
な
性
格
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
西 

谷
は
清
沢
の
宗
教
思
想
は
決
し
て
消
極
的
な
も
の
で
な
く
、
か
え 

っ
て
最
も
積
極
的
な
も
の
と
も
言
い
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
 

自
身
の
有
限
性
の
自
覚
を
通
じ
つ
つ
も
、
絶
望
に
陥
る
こ
と
な
く
、
 

か
え
っ
て
新
し
い
力
を
付
与
さ
れ
る
。
西
谷
は
清
沢
の
信
仰
に
は 

近
代
人
の
「虚
無
」
の
自
覚
と
同
時
に
「活
動
の
全
き
自
由
」
が 

与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
西
谷 

の
清
沢
論
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
、
そ
し
て
今
後
の
日
本 

の
宗
教
状
況
に
お
い
て
仏
教
が
如
何
に
し
て
再
び
宗
教
的
生
命
力 

を
取
り
戻
す
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
清
沢
と
い
う
歴
史
的
に 

実
在
し
た
人
物
を
通
じ
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
清
沢
が
西
谷
が
指
摘
す
る
よ
う
な
近
代
的
虚
無
を 

直
接
的
に
感
じ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
更
な
る
考
察
を
必
要 

と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
清
沢 

の
宗
教
の
問
い
方
、
自
己
に
つ
い
て
の
告
白
の
描
写
、
そ
こ
に
内
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包
す
る
近
代
的
性
格
と
呼
び
得
る
側
面
を
西
谷
は
看
取
し
た
の
で 

あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
西
谷
の
清
沢
観
の
独
自
性
の
一
端
が
う
か
が 

え
る
の
で
あ
り
、
西
谷
の
清
沢
観
に
よ
っ
て
清
沢
の
近
代
的
側
面 

が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
考
察
を
通
じ
清
沢
が 

近
代
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
思
想
的
状
況
に
お
い
て
も
、
よ
り 

く2

51
な
、
現
代
の
宗
教
思
想
状
況
に
お
い
て
指
南
役
を
担
え
る 

人
物
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
西
谷
の
清
沢
論
の
意 

義
は
こ
の
点
に
も
求
め
ら
れ
る
。

お

わ

り

に
 

以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
ま
と
め
を
し
て
み
た
い
。
 

西
谷
に
於
い
て
清
沢
と
は
「宗
教
改
革
者
」
と
し
て
理
解
さ
れ 

る
。
「
明
治
開
国
の
以
後
に
於
い
て
仏
教
の
進
む
べ
き
道
を
、
そ 

の
一
身
上
に
具
現
し
た
人
」
と
西
谷
が
述
べ
る
よ
う
に
、
信
仰
を 

第
一
に
お
い
た
清
沢
は
浄
土
教
の
枠
を
超
え
た
、
仏
教
の
再
興
者 

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
西
谷
が
主
眼
と
し
て
い
た 

の
は
右
の
言
葉
に
な
ら
う
の
で
あ
れ
ば
「現
代
仏
教
の
進
む
べ
き 

道
」
を
そ
の
信
仰
に
、
つ
ま
り
有
限
性
の
自
覚
と
活
動
の
自
由
が 

見
事
に
調
和
さ
れ
て
い
る
清
沢
の
信
仰
に
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い 

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
西
谷
に
お
い
て
清
沢
を
浄
土
真
宗 

と
い
う
一
つ
の
宗
派
内
の
仏
教
者
と
見
る
視
点
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
日
本
の
仏
教
、
ひ
い
て
は
宗
教
が
如
何
に
進
め
ば
い 

い
か
、
そ
の
道
標
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
に
相
違
な
い
。
 

も
ち
ろ
ん
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
西
谷
の
思
索
の̂
1
景
に
禅 

が
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
そ
の
点
よ
り
見
れ
ば
西
谷
の
例 

え

ば

「絶
対
無
」
と
清
沢
の
「絶
対
無
限
」
に
或
る
隔
た
り
が
横 

臥
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
で
あ
り
、
両
者
を
同
一
の
地
点
か
ら
論 

じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
自
明
で
あ
る
。
そ
の
意 

味
で
、
浄
土
教
、
今
回
の
主
題
か
ら
言
え
ば
清
沢
論
が
西
谷
の
思 

索
に
お
い
て
如
何
な
る
位
置
を
付
与
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ 

い
て
は
更
な
る
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
西
谷 

の
清
沢
論
は
、
主
体
、
虚
無
な
ど
西
谷
哲
学
の
重
要
語
に
よ
り
展 

開
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
西
谷
哲
学
の
全 

体
像
か
ら
も
捉
え
る
試
み
が
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
そ
の
一
方
西
谷
が
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
幾
度
も
語
り
、
 

文
章
を
書
い
て
い
る
と
い
う
あ
ま
り
例
の
な
い
事
実
は
看
過
し
て 

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
先

に

「或
る
隔
た
り
」
と
書
い
た
が
、
 

よ
り
重
要
な
こ
と
は
「隔
た
り
」
が
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の 

よ
う
な

「隔
た
り
」
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
西
谷
は
清
沢
を
論
じ 

た
と
い
う
事
実
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ 

る
。
今
回
の
小
論
で
幾
度
も
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
西
谷
の
主 

眼

は

「生
け
る
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
の
再
生
で
あ
る
。
そ
し
て
、
47



そ
の
再
生
の
基
軸
と
し
て
信
仰
が
あ
け
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で 

も
無
い
。
西
谷
は
絶
対
他
力
が
「自
力
を
し
て
真
の
自
力
た
ら
し 

め
る
」
も
の
と
な
っ
て
い
た
清
沢
の
信
念
に
、
仏
教
、
宗
教
の
今 

後
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

西
谷
が
清
沢
に
見
い
だ
し
て
い
た
「画
期
的
出
来
事
」
は
私
た 

ち
も
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
① 

『西
谷
啓
治
著
作
集
」
二

六

巻
(

創

文

社

以

下

1 |̂

者
作
集
』
 

と
略
記)

三
〇
六
頁

② 

西
谷
は
西
田
か
ら
清
沢
の
話
を
直
に
よ
く
聞
い
て
い
た
よ
う
で
あ 

る
。
西
田
が
清
沢
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
は
「非
常
に
ハ
ッ 

キ
リ
し
て
」

い
た
と
西
谷
が
述
べ
て
い
た(

『著
作
集
』

ー
ー
〇
巻 

三
〇
七
頁)

よ
う
に
、
西
田
か
ら
の
影
響
も
手
伝
っ
て
、
清
沢
へ
の 

関
心
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
十
分
推
測
は
で
き
よ
う
。

③ 

『著
作
集
」
十
巻
三
二
頁
参
照

④ 

『著
作
集
』

一
ハ
巻
ニ
二
六
頁

⑤ 

同

前

ニ

ニ

五

頁
西
谷
は

同
時
に
、
清
沢
は
仏
教
の
新
し
い
地 

平
が
朧
げ
な
が
ら
姿
を
現
わ
し
て
い
る
「
一
つ
の
曙
光
」
で
あ
っ
た
、
 

と
も
述
べ
て
い
る
。

⑥
 

例
え
ば
橋
本
峰
雄
は
、
仏
教
の
近
代
化
に
つ
い
て
「
明
治
以
後
の 

西
洋
の
思
想
と
文
明
と
の
受
容
に
対
応
し
、
ま
た
対
抗
し
て
、
日
本 

の
伝
統
的
な
い
し
因
襲
的
な
仏
教
を
改
革
し
強
化
し
宣
伝
す
る
こ
と 

を
意
味
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
。(

『
日
本
の
名
著
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清
沢
満
之

㉑⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬
鈴
木
大
拙
」
中
央
公
論
社
七
頁)

⑦
 

『絶
対
他
カ
道
」(

山
田
亮
賢
編 

法
蔵
館)

六
一
——
六
二
頁
参 

照

⑧ 

『著
作
集
」

一
ハ
巻
ニ
ニ
五
頁

⑨ 

同
前
ニ
ニ
四
頁

⑩ 

同
前
二
八
〇
頁

⑪
 

「清
沢
満
之
と
そ
の
宗
教
哲
学
」(

以

下

「宗
教
哲
学
」
と
略
記 

『現
代
し
ん
ら
ん
講
座3
」
所

収

弥

生

書

房)

一
四
〇
— 

一
四 

ー
頁

⑫

同
前
一
三
六
頁

同

前
-

四
一
頁

『著
作
集
」
一
ー
〇
巻
緒
言

『著
作
集
」

一
ハ
巻
六
六
頁

同

前

一

九
三
頁

同

前

七

九

頁

『著
作
集
』

一
六
巻
六
六
頁

『著
作
集
」
四
巻 

七
二
頁

同
前
同
頁
参
照

『清
沢
満
之
全
集
』(

以

下

『全
集
」
と
略
記)

六

巻

二

三

〇 

頁

㉒

清
沢
は
如
来
を
「我
が
信
念
」
に
お
い
て
「無
限
の
慈
悲
，
無
限 

の
智
慧
，
無
限
の
能
力
」
と
し
て
定
義
し
て
い
る
が
、
こ
の
背
景
に 

は

『浄
土
論
註
」
「
障
菩
提
門
章
」

の

「
智
慧
門
・
慈
悲
門
・
方
便 

門
」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『定
本
清
沢
満
之
文
集
』(

松
原 

祐

善

・
寺
川
俊
昭
編
法
蔵
館)

四
七
二
頁 

㉓
 

「宗
教
哲
学
」

一
三
三
頁
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㉘㉗㉖㉕㉔㉒㉛㉚㉙

同
前
ニ
ニ
四
頁 

同
前
一
三
ハ
頁

『著
作
集
」
十
六
巻
ハ
ー
頁 

『全
集
』
六

巻

ニ

ニ

九

丄

三

〇

頁 

こ

の

「自
力
無
効
」
の
覚
知
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
己
の
有
限
性 

の
自
覚
こ
そ
が
、
他
の
仏
教
と
の
比
較
に
お
い
て
浄
土
教
、
こ
と
に 

親
鸞
の
仏
教
の
独
自
性
と
し
て
、
哲
学
者
を
は
じ
め
と
し
た
知
識
層 

に
認
識
さ
れ
て
き
た
点
は
十
分
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
明
治 

以
降
、
少
な
く
な
い
哲
学
者
に
よ
り
数
々
の
親
鸞
論
が
書
か
れ
て
き 

た
が
、
親
鸞
が
自
身
を
「愚
禿
」
と

し

た

「愚
」
の
自
覚
に
注
目
し 

た
り
、
『教
行
信
証
』
「信
巻
」
の
通
常
「悲
歎
述
懐
の
文
」
と
呼
ば 

れ
る
箇
所
が
数
多
く
引
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
浄
土
教
、
 

特
に
親
鸞
の
人
間
観
の
ど
の
よ
う
な
側
面
に
注
目
し
て
い
た
の
か
に 

つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
る
。

『全
集
』
六
巻
二
三
三
頁 

『全
集
』
七

巻

七

五

頁 

『全
集
』
七
巻
三
七
七
頁 

「宗
教
哲
学
」 

ニ
ニ
三
頁

49


