
回 

向

安 

田 

理 

深 

『
親
鸞
教
学
』
に
つ
い
て' 

私
は
こ
の
雑
誌
は
、
大
事
な
使
命
を
も
っ
て
お
る
雑
誌
で
あ
る
と
思
う
て
い
る
の
で
す
。
 

教
学
と
い
っ
て
も
、
広
い
意
味
の
宗
教
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
大
谷
大
学
へ
入
っ
て
か
ら
、
宗
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い 

こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。
大
谷
大
学
の
講
義
を
聞
い
て
宗
教
心
を
発
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
そ
れ
を
あ
な
た
方
考
え
て
み
な
さ
い
。
 

宗
教
心
を
も
っ
た
人
間
が
大
谷
大
学
へ
入
る
ん
で
し
ょ
。
大
谷
大
学
へ
入
っ
て
か
ら
宗
教
心
を
発
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
じ 

や
な
い
か
。
宗
教
の!

一

输
日一

ど
ん
は
現
実
な
ん
だ
。
教
室
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
考
え
て
欲
し
い
で
す
。

だ
か
ら
、

教
室
の
学
問 

と
い
う
だ
け
な
ら
、
学
報
と
同
じ
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

『
親
鸞
教
学
』
が
も
っ
て
お
る
の
は
、
宗
教
と
い
う
問
題
は
困
り
抜
い 

て
い
る
現
実
が
故
郷
な
ん
だ
、
静
か
な
講
義
を
上
品
に
整
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
故
郷
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
う
い
う
こ
と
が
一
番
先
に 

く
る
も
の
で
し
ょ
う
。

今
回
の
話
の
題
目
は
回
向
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
浄
土
教
を
真
宗
に
す
る
の
は
回
向
で
す
し
、
回
向
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
真
宗
と
い 

う
こ
と
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
非
常
に
大
事
な
概
念
で
す
。

「謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
 

二
種
の
回
向
あ
り
。
」
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と' 

こ
う
い
う
具
合
に
掲
げ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
真
宗
教
学
に
お
い
て
は
根
本
概
念
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
問
題
は
ね
、
僕
は 

こ
う
思
う
の
で
す
。
浄
土
の
真
宗
に
と
っ
て
回
向
が
大
事
だ
と
い
う
の
は
、
回
向
の
概
念
の
問
題
で
は
な
く'

も
の
が
違
う
と
い
う
こ
と 

で
し
ょ
う
。
概
念
が
違
う
の
で
は
な
い
。
も
の
が
全
然
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
概
念
が
違
う
の
で
あ
れ
ば
回 

向
と
い
う
言
葉
は
使
え
な
い
で
し
ょ
。
他
の
言
葉
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
回
向
を
問
題
に
す
る
に
し
て
も
、
概
念
で
は 

な
く
、
も
の
が
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

『
大
無
量
寿
経
』
に
は
本
願
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
る
の
で
す
が' 

本
願
の
文
章
を
読
ん
で
み
れ
ば
そ
こ
に
三
願
の
三
心
と
い
う
こ
と 

が
あ
っ
て
、
 
-

貫
し
て
い
る
も
の
は
至
心
が
一
貫
し
て
い
ま
す
し
ヽ
欲
生
我
国
が-

貫
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も' 

真
ん
中
は
信
楽
・
発
願
，
 

回
向
と
変
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
初
め
と
終
り
は
一
貫
し
て
い
ま
す
が
真
ん
中
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
何
か
展
開
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ 

あ
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
て
回
向
と
い
う
概
念
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
回
向
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま 

す
が
、
そ
の
回
向
の
前
に
発
願
が
あ
り
ま
す
。
発
願
回
向
と
。
た
だ
回
向
だ
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
発
願
が
あ
る
の
で
す
。
 

回
向
と
い
う
概
念
は
葬
式
と
か
法
事
と
か
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
の
読
経
の
功
徳
を
回
向
す
る
と
い
う
言
葉
に
ま
で
一
般
化
し
て
い
る
概 

念
で
す
。
回
向
と
い
う
言
葉
が
、
民
族
の
風
習
と
し
て
の
宗
教
に
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
で
す
ね
。
そ
れ
程
一
般
化
し
て
い
る
概
念 

で
す
。
回
向
と
い
う
こ
と
に
は
何
か
そ
こ
に
善
根
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
回
向
す
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
を
回 

向
す
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
無
を
回
向
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
善
根
を
回
向
す
る
の
で
し
ょ
う
。

『
浄
土
論
』
に 

「
正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
も
二
つ
の
文
章
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
非
常
に
読
み
に
く
い
け 

れ
ど
も
で
す
ね
、
正
道
の
大
慈
悲
は
出
世
の
善
根
で
あ
る
と
、
そ
し
て
、
浄
土
は
こ
の
善
根
か
ら
生
ぜ
ら
れ
た
の
だ
と
、
こ
う
い
う
意
味 

で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
善
根
と
い
う
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
。
善
根
を
積
む
と
い
う
こ
と
に
は
目
的
が
は
い
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
積 

ん
だ
善
根
を
何
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
 

そ
の
何
か
の
た
め
と
い
う
こ
と
を
与
え
る
の
が
回
向
で
し
ょ
う
。
善
根
の



た
め
に
善
根
を
積
み
は
し
ま
せ
ん
。
積
ん
だ
善
根
を
何
か
の
た
め
に
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
回
向
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
善
根
を
回 

向
す
る
わ
け
で
す
が
そ
の
善
根
を
積
む
の
は
こ
れ
は
努
力
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
努
力
で 

勝
ち
取
っ
た
も
の
が
功
徳
で
し
ょ
う
。
功
徳
は
身
に
つ
い
た
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
功
徳
を
落
と
す
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
を
落 

と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
銀
行
に
あ
る
金
が
懐
に
移
っ
た
だ
け
で
す
か
ら
身
に
つ
い
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
身
に
つ
い
て
い
な
い 

か
ら
落
と
す
の
で
す
。
身
に
つ
い
た
も
の
を
落
と
す
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
功
徳
と
い
う
意
味
で
す
。

『
浄
土
論
』 

に
五
念
門
と
五
功
徳
門
と
あ
る
よ
う
に
、
五
念
門
は
行
で
す
し
、
五
功
徳
門
は
行
に
よ
っ
て
勝
ち
取
っ
た
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
身
に
っ 

い
た
も
の
で
す
。
そ
の
功
徳
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
回
向
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。

で
は
何
に
向
っ
て
回
向
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
や
は
り
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
願
が
決
め
る
の
で 

す
。
だ
か
ら
、
回
向
の
前
に
発
願
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
発
願
か
ら
お
こ
っ
た
努
力
に
よ
っ
て
得
た
も
の
を 

発
願
が
目
的
を
与
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
向
っ
て
回
向
す
る
わ
け
で
す
ね
。

行
と
い
う
も
の
は
、
雑
行
と
雑
と
い
う
字
が
出
て
き
て
で
す
ね
、
こ
れ
も
非
常
に
大
事
な
字
で
し
ょ
う
。
雑
行
雑
修
と
い
う
よ
う
な
。
 

こ
の
雑
と
い
う
一
語
を
頭
か
ら
そ
う
悪
い
方
ば
か
り
に
と
ら
ず
に
で
す
ね
。
荘
厳
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
功
徳
を
も
っ
て
荘
厳
さ 

れ
た
の
が
浄
土
な
の
で
す
。
荘
厳
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
こ
れ
は
雑
華
荘
厳
と
い
っ
て
色
々
な
雑
華
で
荘
厳
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ 

う
い
う
意
味
か
ら
言
う
と
雑
華
と
い
う
こ
と
も
大
事
な
こ
と
だ
。
雑
で
な
い
も
の
は
真
理
だ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
真
理
は
形
が
な
い
の
で 

す
。
そ
の
形
の
な
い
真
理
に
形
を
与
え
る
も
の
は
雑
華
で
し
ょ
う
。
雑
華
で
形
を
与
え
る
わ
け
で
す
。
色
々
あ
る
、
豊
か
と
い
う
意
味
で 

し
よ
う
ね
。
だ
か
ら
、
や
っ
て
い
る
行
は
雑
華
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
一
つ
の
も
の
に
方
向
を
与
え
る
の
で
す
。
そ
れ
が
願
で
し
ょ 

う
。
雑
華
で
一
如
を
荘
厳
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
願
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
発

願

，
回
向
と
い
う
言
葉
が
出 

て
き
て
い
ま
す
の
は
こ
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
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こ
れ
は
皆
さ
ん
学
校
で
聞
い
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

回

向

の

も

と

の

言

葉

は

で

す

ね

。

こ
れ
は
ど
う 

い
う
意
味
か
と
言
う
と
、
回
向
と
も
翻
訳
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
転
変
と
も
翻
訳
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
概
念
で
す
。
こ
れ
は 

何
か
と
い
う
と
、

『
浄
土
論
』
は
世
親
菩
薩
の
製
作
の
論
で
す
け
ど
、
世
親
は
瑜
伽
の
論
家
で
、
龍
樹
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
し
て
、
無 

着
を
継
承
し
た
瑜
伽
の
論
家
で
す
ね
。
瑜
伽
教
学
と
い
う
も
の
の
一
番
大
事
な
問
題
は
、

一
切
唯
識
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
諸
法
唯
識
と 

い
う
こ
と
が
瑜
伽
教
学
と
い
う
も
の
の
根
本
命
題
で
す
。
世
親
の
瑜
伽
の
論
に
は
二
十
の
頌
か
ら
出
来
て
い
る
も
の
と
三
十
の
頌
か
ら
出 

来
て
い
る
も
の
と
の
二
つ
の
唯
識
論
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
二
十
唯
識
論
の
一
番
巻
頭
に
は
「安
立
大
乗
三
界
唯
識
」
と
掲
げ
て
あ 

り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
漢
文
で
読
む
場
合
に
は
ち
よ
っ
と
困
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「大
乗
で
は
、
三
界
唯
識
で
あ
る
と
安 

立
す
る
」
と
読
む
な
ら
、
大
乗
の
下
に
安
立
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
大
乗
で
は
三
界
は
識
の
み
と
立
て
る
の
で 

あ
り
、
 

大
乗
以
外
で
は
三
界
は
識
の
み
と
立
て
な
い
の
だ
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
大
乗
と
い
う
言
葉
が
後
に
く
る
と
で
す 

ね
、
ど
う
も
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

「大
乗
で
は
」
と
い
う
の
で
は
具
合
が
悪
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
乗 

の
た
め
に
は
三
界
は
識
の
み
と
安
立
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

「大
乗
で
は
」
で
な
し
に
「大
乗
の
た
め
に
は
」
と
い
う
こ
と 

で
し
ょ
う
。

「大
乗
教
学
の
た
め
に
は
」
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
読
ま
な
い
と
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
そ
し
て
そ
の 

次
に
で
す
ね
、
今

度

は

「契
経
に
三
界
唯
心
と
説
く
が
故
に
」
と
。
こ
れ
は
経
典
を
も
っ
て
証
明
す
る
わ
け
で
す
。
論
で
は
「
三
界
唯
識
」 

教

証

は

「
三
界
唯
心
」
で
す
。
心
も
識
も
同
じ
意
味
だ
け
れ
ど
も' 

そ
う
い
う
使
い
分
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

こ
れ
は
「心
意
識
相 

品
」
と
い
っ
て
で
す
ね
、
 

心

，
意

・
識
と
い
う
概
念
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
も
と
は
『
解
深
密
経
』
で
す
が
。
そ
れ
で
、
心
と
言
っ 

て
も
意
識
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
心
だ
と
い
う
意
味
な
の
で
す
ね
。
意
識
で
な
い
心
も
あ
り
ま
す
。
中
心
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
心
と 

い
う
字
が
使
っ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
意
識
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
中
心
はX
日ー

ー、

つ
ま
り
今
日
で
い
う
核
で
す
。
核
心
で
す
。1

<
£
1
1
,  

中
一
一

ヨ
コ
で
す
。
そ
の
場
合
の
心
と
こ
こ
の
場
合
の
心
と
は
違
う
の
で
す
。

中
心
は
形
而
上
学
的
概
念
で
す
が
、

意
識
は
形
而
上
学
で
は



な
く
、
存
在
の
概
念
で
す
。

こ
れ
は5
8

〇
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
の
区
別
も
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
り 

ま
せ
ん
。

『
二
十
唯
識
論
』
は
大
乗
を
成
就
す
る
立
場
を
建
設
す
る
の
で
す
。

一
切
唯
識
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
大
乗
の
教
学
を
確
立
す
る
の
で 

す
が
、
さ
て
、
ど
う
い
う
よ
う
に
確
立
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
に
答
え
て
い
る
の
が
『
三
十
唯
識
論
』
で
す
ね
。

『
二
十
唯
識
論
』
は 

立
場
で
す
。

『
三
十
唯
識
論
』
は
組
織
で
す
。
そ

の

『
三
十
唯
識
論
』

の
初
め
に
「仮
に
由
っ
て
我
法
と
説
く
に
、
種
々
の
相
転
ず
る
こ 

と
有
り
」
と
あ
り
ま
す
。
仮
に
由
っ
て
我
法
を
説
く
の
に
種
々
の
相
が
そ
こ
に
起
こ
る
と
。
転
と
い
う
字
は
起
こ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
 

転
起
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て

「彼
は
識
所
変
に
依
る
」
と
。
識
転
変
で
す
ね
。
こ
れ
は
一
番
大
事
な
言
葉
な
ん
で
す
。

『
三
十 

唯
識
論
』
の
初
め
ー
頌
半
で
一
切
唯
識
と
い
う
命
題
を
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
唯
識
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
言
う
た
め
に
一
頌
半
必 

要
な
ん
で
す
。
こ
の
一
頌
半
の
中
心
に
な
る
概
念
が
識
転
変
で
す
。

「彼
」
と
い
う
の
は
仮
説
で
す
か
ら
、
色
々
な
も
の
が
説
か
れ
て
い 

て
も
そ
れ
は
言
説
に
過
ぎ
な
い
と
。
「由
仮
説
我
法
」
。
こ
の
我
法
と
い
う
概
念
が
、
こ
れ
が
一
切
の
存
在
を
尽
し
て
い
る
概
念
で
す
。

ー
 

切
の
存
在
を
尺
く
す
概
念
、
そ
う
い
う
概
念
を
他
で
は
持
ち
合
わ
せ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
儒
教
だ
ろ
う
が
、
な
ん
だ
ろ
う
が 

日
本
の
思
想
の
中
に
、
ほ
か
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
か
ら
入
っ
て
き
た
仏
教
学
だ
け
が
一
切
の
存
在
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
言
葉
を 

も
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
我
法
で
し
よ
う
。
人
法
と
も
言
い
ま
す
ね
。
そ
の
我
法
と
い
う
存
在
は
、
こ
れ
は
仮
に
由
っ
て
説
か
れ
た 

も
の
で
あ
る
と
。
そ
こ

に
「由
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
が
、
何
故
こ
の
「由
」
が
大
事
か
と
い
う
と
、

「説
」
よ

り
も

「仮
」
が
大
事 

だ
と
い
う
意
味
で
す
。
仮
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
我
法
が
あ
る
か
ら
我
法
と
説
く
の
で
は
な
く
、
仮
立
の
言
に
由
っ
て
我
法 

を
説
く
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。
言
説
、
こ
と
ば
、
そ
れ
は
広
く
言
え
ば
ロ
ゴ
ス
で
し
ょ
う
。
言
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
に
さ
れ 

て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

「仮
に
由
っ
て
我
法
を
説
く
。
種
々
の
相
転
ず
る
有
り
」
と
い
う
二
句
を
「彼
」
と 

い
う
一
字
で
受
け
て
き
た
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
し
て' 

仮
説
さ
れ
た
る
我
法
は
実
の
我
法
が
あ
る
か
ら
我
法
と
説
く
の
で
は
な
い
の
で
す
。
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そ
れ
で
は
ど
こ
で
説
く
の
か
。
仮
と
い
え
ば
、
実
が
な
け
れ
ば
仮
は
成
り
立
た
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
す
ぐ
に
お
こ
る
で
し
ょ 

う
。
と
こ
ろ
が
、
仮
は
仮
だ
け
れ
ど
も
、
実
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
の
で
す
。
何
を
必
要
と
す
る
か
と
言
う
と' 

識
転
変
を
必
要
と
す 

る
。
識
転
変
に
依
っ
て
、
そ
こ
に
仮
説
さ
れ
る
と
い
う
根
拠
が
あ
る
。
依
は
根
拠
で
し
ょ
う
。
こ
の
識
転
変
と
い
う
字
が
、
こ
れ
が
さ
っ 

き
言
っ
た
够
コ
ー
检
好
で
す
。
転
変
と
回
向
は
、

イ
ン
ド
語
と
し
て
は
同
じ
言
葉
で
す
。

そ
れ
の
使
い
分
け
で
す
。

こ
の
使
い
分
け
は 

何
処
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
何
が
出
て
く
る
か
と
言
う
と
で
す
ね
、
こ
こ
に
、
存
在
概
念
と
実
践
概
念
と
の
区
別
が
必
要
な 

ん
で
す
。
存
在
に
関
す
る
概
念
と' 

実
践
に
関
す
る
概
念
と
。
実
践
は
せ0
2

5-0

で
す
。
行
で
し
ょ
う
。

行
と
い
う
字
も
、
漢
字
で
は 

で
す
ね
、
行
と
い
う
字
だ
け
で
は
分
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
修
と
い
う
字
を
つ
け
る
と' 

行
が
実
践
と
い
う
意
味
に
な
る
。
諸
と
い 

う
字
を
つ
け
る
と' 

行
は
実
践
と
い
う
意
味
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
有
為
法
と
い
う
よ
う
な
、
諸
行
無
常
と
い
う
よ
う
な
場
合
で 

す
。
諸
行
と
言
え
ば
有
為
法
に
な
る
し
、
修
行
と
言
え
ば
実
践
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
ら
も
は
っ
き
り
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
 

こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
修
行
と
い
う
場
合
は
、
英
語
で
は!

5
1
3
2

0-6

で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
諸
行
と
言
え
ば 

ミ21
8-1

3

で
は
な
く
、
存
在
概
念
で
す
。
有
為
法
、
す
な
わ
ち
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
も
の
が
本
来
在
る
も
の
で
は 

な
く
、
在
る
の
は
成
り
立
っ
て
在
る
の
だ
と' 

作
ら
れ
て
あ
る
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
無
常
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
本
質
で
あ
り 

諸
行
無
常
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
無
常
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
存
在
概
念
で
し
ょ
う
。
修
行
は
そ
う
で
は
な
く
、
実
践
概
念
で
す
。
そ
れ 

だ
け
の
区
別
は
し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、
識
転
変
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
で
す
ね
、
 

こ
れ
は
存
在
概
念
な
ん
で
す
。
識 

が
我
法
に
似
て
転
変
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
我
法
に
似
て
転
変
し
た
識
に
依
っ
て
我
法
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
い 

と
、
我
法
を
立
て
る
場
所
が
な
い
。
実
の
我
法
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
仮
説
す
る
根
拠
が
な
い
で
し
ょ
う
。
我
法
と
し
て
転
変
す
る
識
が 

あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
依
っ
て
我
法
を
仮
説
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
 

こ
の
転
変
と
い
う
概
念
は
存
在
概
念
で
す
。
存
在
概 

念
と
し
て
の

一
: 1

舟
ヨ
別!1
も

で
す
。
け
れ
ど
も
回
向
は
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
実
践
概
念
で
す
。



そ
の
存
在
と
実
践
の
ど
ち
ら
が
先
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
存
在
が
先
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
識
を
転
じ
て
智
慧
を
得
る
こ
と
が
で 

き
る
の
で
す
。
智
慧
を
転
じ
て
識
を
得
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
ま
す
と
ね
、
智
慧
は
実
践
に
よ
っ
て
成
就
し
た
も 

の
で
す
。
初
め
か
ら
智
慧
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
識
が
あ
る
の
で
す
。
迷
っ
て
い
る
識
が
あ
る
の
で
す
。
迷
っ
て
い
る
智
慧 

と
い
う
の
は
成
り
立
た
な
い
で
し
ょ
う
。
迷
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
を
智
慧
と
言
う
の
で
す
。
智
が
識
に
成
る
の
で
は
な
く
、
識
が
智 

に
成
る
。
だ
か
ら
、
実
践
に
先
立
つ
も
の
は
存
在
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
区
別
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
は
、
存 

在
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
践
の
こ
と
は
よ
く
分
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
。
儒
教
も
実
践
で
す 

か
ら
ね
。
た
だ
、
出
世
間
の
無
い
実
践
で
す
。
世
間
的
実
践
、
そ
れ
が
儒
教
で
す
。

同
じ
倫
理
と
言
っ
て
も1

1
1
0
3
1

と
い
う
範
囲
の
倫 

理
で
す
。
し
か
し
、
人
間
は

1
1
！

。
お一

で
な
い
意
味
の
倫
理
も
持
つ
で
し
ょ
う
。
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
か
。

生
ま
れ
て
き
た
こ
と 

の
責
任
感
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は9
0
3
-

の
責
任
感
で
は
な
い
。
存
在
の
責
任
感
で
す
。
そ
れ
を
宿
業
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。

も 

っ
と
広
い
意
味
の
責
任
感
。
生
き
て
い
る
者
に
は
、
生
き
て
い
る
だ
け
の
責
任
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
宿
業
と
い
う
の
は
実
存
概
念
で
し
ょ 

う
ね
。

修
身
の
意
味
の
倫
理
は
、
倫
理
学
の
概
念
で
あ
り
、
儒
教
は
そ
の
範
囲
し
か
取
り
扱
わ
な
い
。
ま
た
取
り
扱
わ
な
い
と
こ
ろ
に
自
分
の 

限
界
を
置
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
儒
教
が
健
康
な
ん
で
す
。
自
分
の
限
界
を
忘
れ
な
い
の
が
、
儒
教
の
い
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
。
だ 

け
ど
、
人
間
の
問
題
は
そ
れ
で
済
ま
な
い
で
し
ょ
う
。
か
え
っ
て
そ
こ
か
ら
飛
び
出
す
の
は
、
老
子
の
方
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
は
危
な
い 

ん
じ
ゃ
な
い
か
。
老
荘
の
流
れ
の
人
の
こ
と
を
仙
人
と
い
い
ま
す
ね
。
世
捨
て
人
で
す
。
世
捨
て
人
な
ら
、
本
当
に
世
を
捨
て
て
い
れ
ば 

い
い
け
ど
、
世
捨
て
人
と
い
う
形
で
世
間
的
に
野
心
を
持
っ
て
い
る
。
な
か
な
か
人
間
と
い
う
の
は
た
だ
で
は
済
ま
さ
ん
も
ん
だ
。
そ
う 

い
う
時
に
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
は
、
暴
露
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
評
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
評 

論
の
使
命
と
い
う
の
は
暴
露
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。
着
物
と
内
容
と
は
違
う
ん
だ
。
正
反
対
だ
。
油
断
が
で
き 
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ん
の
で
す
。
そ
こ
に
は
暴
露
が
必
要
で
し
ょ
う
。
暴
露
の
精
神
を
持
っ
て
い
る
の
が
評
論
で
す
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
老
子
の
よ
う
な
も
の 

に
は
評
論
が
必
要
だ
け
れ
ど' 

儒
教
は
必
要
な
い
。
非
常
に
健
康
で
す
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
人
間
の
問
題
が
狭
い
で
す
ね
。
こ
・
つ
い
う
こ 

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

学
問
そ
の
も
の
と
い
う
も
の
も' 

学
問
の
方
法
も' 

全
部
が
貰
い
も
の
で
あ
っ
て
は
、
他
人
の
言
葉
で
話
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

西
田
幾
多
郎
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
知
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
何
故
西
田
哲
学 

と
つ
け
る
か
。
カ
ン
ト
哲
学
と
か' 

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
か
い
う
具
合
に
言
わ
ず
に
で
す
ね
。
新
カ
ン
ト
派
と
か
言
わ
ず
に
ね
。
田
辺
さ
ん 

の
方
は
弁
証
法
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
は
っ
き
り
、
田
辺
哲
学
と
は
言
い
ま
せ
ん
ね
。
け
れ
ど
、
西
田
哲
学
は
西
田
哲
学
と
言
う
で
し
ょ
う
。
 

何
故
か
と
い
う
と
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
自
分
の
哲
学
を
自
分
の
概
念
で
語
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
他
人
の
概
念
を
用
い
ず
に
。
自
分 

の
言
葉
で
自
己
を
語
っ
て
い
る
か
ら
、
西
田
哲
学
と
い
う
呼
び
方
し
か
で
き
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
や
カ
ン
ト
で
自
分
を
語
っ
と
る
ん
じ
ゃ
な 

い
ん
だ
。
私
の
こ
の
点
を
へI

ゲ
ル
は
こ
う
言
っ
て
い
る
ん
だ
と
。
私
の
こ
の
点
を
カ
ン
ト
は
こ
う
言
っ
て
い
る
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
言 

い
方
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
他
の
人
は
皆
ん
な
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
。
か
え
っ
て
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
で
自
己
を
語
ろ
う
と
す
る
で
し 

よ
う
。
自
己
は
な
い
で
し
ょ
。
西
田
哲
学
は
そ
れ
が
な
い
。
だ
か
ら
西
田
哲
学
と
い
う
名
前
し
か
付
け
よ
う
が
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な 

自
己
で
自
己
を
語
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
我
々
の
近
い
範
囲
で
求
め
て
い
け
ば
、
清
沢
満
之
、
曾
我
量
深
と
い
う
よ
う
な
人
が
、
そ 

う
だ
。
曾
我
先
生
の
概
念
は
、
曾
我
先
生
の
言
葉
で
自
己
を
語
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
借
り
も
の
の
言
葉
じ
ゃ
な
い
。
曾
我
先
生
が
本
願 

と
言
え
ば
、
本
願
に
生
き
と
る
ん
だ
。
本
願
と
い
う
概
念
を
借
り
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
本
願
に
成
っ
と
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
言
葉
は 

共
通
し
と
る
よ
う
だ
け
ど
、
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
違
う
の
で
す
。
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
無
限
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
ね
。
言 

葉
は
制
限
さ
れ
た
も
ん
だ
。
制
限
さ
れ
な
い
よ
う
な
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
制
限
さ
れ
な
い
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、 

そ
れ
は



記
号
で
し
ょ
う
。
記
号
は
内
容
を
捨
て
て
し
ま
う
ん
だ
。
内
容
を
表
現
す
る
言
葉
が
記
号
に
な
っ
た
場
合
は
、
内
容
を
捨
象
す
る
ん
だ
。 

そ
う
で
は
な
く'

内
容
自
身
が
自
己
を
形
成
す
る
よ
う
な
言
葉
は
何
か
。
そ
れ
は
象
徴
で
し
ょ
う0 
5
^
1
1
1

0-0
1

で
し
ょ
う
。5

“
1
1
1

0-0
1

と 

記
号
と
は
言
葉
の
両
極
で
し
ょ
う
が
。
思
想
の
自
己
形
成
だ
。
よ
そ
か
ら
見
た
形
式
で
自
己
を
語
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
内
容
自
身
が
自
己
を 

形
成
し
て
い
く
ん
だ
。
そ
れ
が
象
徴
だ
。
文
学
的
に
は
荘
厳
で
す
。

僕
が
学
生
時
代
、
万
法
唯
識
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
曾
我
先
生
の
講
義
か
ら
よ
く
聞
い
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
僕
は
、
ど
う
も
こ
の
万 

法
唯
識
と
い
う
言
葉
は
本
格
的
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
千
も
万
も
あ
る
も
の
は
法
で
は
な
い
。
も
の
で
す
。
 

だ
か
ら
、
法
と
言
え
ば
、
せ
い
ぜ
い
十
八
界
で
す
。
十
八
が
法
界
で
、
万
で
も
千
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
万
法
唯
識
と
い
う
場
合
は
、
法 

と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
法
と
い
う
概
念
を
知
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
法
を
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
非
常
に
仏
教 

学
的
で
な
い
言
葉
だ
と
学
生
時
代
か
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
。
万
法
を
万
法
た
ら
し
め
る
も
の
を
法
と
い
う
の
で
す
。
法
が
万
も
あ
り
は
し 

ま
せ
ん
。
十
八
で
す
。
そ
の
十
八
の
法
を
も
っ
て
万
法
を
尽
く
す
の
で
す
。
万
や
千
の
存
在
を
尺
く
す
の
で
す
。
も
の
を
も
の
た
ら
し
め 

て
い
る
も
の
は
、
も
の
で
は
な
い
。
法
で
し
ょ
う
。
も
の
の
法
で
し
ょ
う
。

思
い
出
し
た
か
ら
言
っ
て
お
き
ま
す
が' 

僕
は
こ
う
思
う
の
で
す
。
道
元
禅
師
は
、
念
仏
は
う
る
さ
い
と' 

こ
う
言
っ
た
ん
で
す
。
ブ 

ン
ブ
ン
言
っ
て
蠅
の
よ
う
に
騒
い
で
い
る
だ
け
だ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
外
国
で
求
め
れ
ば
、

ニ
ー
チ
ェ
が
そ
う
で
す
。
市
場
の
蠅
だ
と 

こ
う
言
っ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
言
う
の
は
何
か
と
い
う
と' 

道
元
禅
師
や-
ー
ー
チ
ェ
の
貴
族
性
が
そ
う
い
う
発
言
を
す
る
の
で
す
。 

貴
族
性
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と
、
人
間
性
を
男
性
で
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
家
は
皆
ん
な
長
男
が
継
い
で
い
く
の
で
す
。
 

け
れ
ど
も
、
母
性
は
そ
う
で
は
な
い
。
正
反
対
で
す
。
母
性
は
、

一
番
兄
貴
だ
け
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
劣
っ
た 

子
供
程
大
事
に
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
母
性
と
い
う
も
の
で
す
。
上
下
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
み
る
と
、
騒
が
し
く
念
仏
を
称
え
て 

回 

向 
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い
る
親
鸞
の
教
え
は
母
性
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
女
性
系
で
は
な
い
で
す
か
。
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
 

嫁
に
行
く
の
で
は
な
く
、
婿
を
と
る
の
で
す
。
そ
れ
が
母
性
系
の
本
質
で
す
。

何
が
一
番
大
事
か
と
言
う
と
、
分
け
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
く
、

一
 

つ
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。

一
つ
は 

そ
の
も
の
で
す
。
人
間
そ
の
も
の
で
す
。
そ
の
も
の
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
カ
ン
ト
で
し
ょ
う
。

〇
ー
ー
灵
甘5

〇'3
1

と
い
い
ま
す
。
 

そ
こ
に
男
女
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
の
そ
の
も
の
で
す
。0

5-
000
1
1
5

0-1
1

で
す
。
ド
イ
ツ
観
念
論
は
そ
れ
を
捨
て
た
の
で
す
。

捨 

て
た
か
ら
観
念
論
の
哲
学
に
な
っ
た
の
で
す
。

〇:
阳
一
日11

1

と
し
て
の
観
念
論
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
逆
に
マ
ル
ク
ス
を 

呼
び
お
こ
し
て
き
た
の
で
す
。
主
観
的
観
念
論
の
最
後
の
到
達
点
が
ヘ
ー
ゲ
ル
で
す
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
反
駁
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
生 

ま
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

〇
匕
品
ヨ
】
2.0

と
い
う
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の
哲
学
と
い
う
も
の
が
非
常
に
健
康
な
の
で
す
。

〇
5-

也
そ
の
も 

の
は
何
か
と
言
え
ば
、
悟
性
の
は
た
ら
き
が
そ
れ
を
形
成
し
て
い
く
の
で
す
。
も
の
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
の
は
悟
性
や
感
性
で
す
け
れ 

ど
、
そ
れ
に
し
て
も
、
規
定
さ
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
無
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

何
か
を
規
定
す
る
の
で
す
。
何
か
が
何
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
の
は
感
性
や
経
験
で
す
け
れ
ど' 

何
か
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
り
ま 

せ
ん
。
何
か
そ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が0

5'

也3
1
1

5

0-1
！

で
す
。

種
子
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
立
て
る
の
が
瑜
伽
の
教
学
で
す
。
普
通
で
は
因
果
と
い
う
概
念
で
す
け
れ
ど
も' 

瑜
伽
の
教
学
で
は
、
種 

子
現
行
、
あ
る
い
は
種
子
熏
習
と
か
い
う
用
語
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
は
仏
教
の
中
で
瑜
伽
だ
け
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ 

レ
ス
だ
け
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
プ
ラ
ト
ン
は
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
と
言
い
ま
す
し
、
分
有
と
い
っ
た
ら
二
元
論
で
す
。
 

二
元
論
を
嫌
っ
た
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
は
植
物
で
す
。
植
物
の
種
か
ら
植
物
が
生
ま
れ
て' 

生
ま
れ 

た
種
が
ま
た
植
物
を
生
ん
で
い
く
。
連
続
性
を
持
つ
で
し
ょ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
種
子
論
の
元
祖
で
す
。



仏
教
で
は
瑜
伽
の
教
学
が
元
祖
で
す
。
般
若
か
ら
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
、
こ
う
い
う
意
義
も
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
く
る
と
思
う 

の
で
す
ね
。
今
、
カ
ン
ト
の
哲
学
自
身
で
さ
え
、
新
し
い
解
釈
が
生
れ
か
け
て
い
ま
す
か
ら
。
カ
ン
ト
の
哲
学
は
認
識
論
で
す
か
ら
、
そ 

れ
を
存
在
論
に
還
元
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
現
代
の
世
界
の
思
想
問
題
で
す
か
ら
ね
。
仏
教
で
も
、
存
在
論
は
識
転
変
で
す
。
 

そ
の
時
に
で
す
ね
、
共
相
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
山
川
草
木
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
も
山
は
山
で
あ
り
、
川
は
川 

で
あ
る
。
あ
な
た
に
と
っ
て
も
山
は
山
で
あ
り
、
川
は
川
で
あ
る
と
。
こ
れ
共
相
で
し
ょ
う
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
で
も
共
通 

す
る
も
の
で
す
ね
。
漢
民
族
は
山
川
草
木
と
い
う
よ
う
な
表
象
を
用
い
ま
す
が' 

そ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、

僕
は 

之
亠
？1
!

だ
と
思 

う
の
で
す
よ
。

一
番
い
い
の
が
「自
然
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
川
草
木
と
い
う
の
はN
=

ヨ
を
表
わ
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

自
然
科
学
で
は
な
い
で
す
よ
。
自
然
学
で
す
。
ギ

リ

シ

ア

語

で

は

と

い

い

ま

す

ね

。̂

淀
弁
の
後
に
总
の
故̂

%

^

と
い
う 

の
が
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、̂

2

存

は

、

ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
の
言
語
に
翻
訳
す
れ
ば
之3

オ
ロ
で
し
ょ
う
。N

2

甘し

と
い
う
も
の
が
人
間 

の
前
に
人
間
を
包
ん
で
い
る
も
の
で
は
な
い
で
す
か
。

人
間
の
母
胎
で
は
な
い
で
す
か
。N

2

昔し

の
内
か
ら
人
間
が
理
性
を
持
っ
て
独 

立
し
て
く
る
の
で
す
か
ら
。
仏
教
で
も
、
法
爾
自
然
と
、
願
力
自
然
と
、
業
道
自
然
と
い
う
、
三
自
然
と
い
う
よ
う
な
非
常
に
素
晴
し
い 

思
想
を
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
の
自
然
は 

之
乳2

で
し
ょ
う
。
人
間
を
超
え
て
人
間
を
包
ん
で
い
る
。
包
越
し
て
い
ま
す
。

ギ
リ 

シ
ア
語
で
は̂

为?

と
言
う
わ
け
で
す
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
別
に1

1
!

釋
宅̂

鈴
と
い
う
の
を
学
問
の
名
前
に
し
ま
せ
ん
で
し 

た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
派
が!

1
1

注8
4
5

ゴ％

?

と
い
う
名
前
を
使
っ
た
の
で
す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
ど
う
い
う
か
と
い
う
と
、
 

1
5
1
!

も̂

の
後
に
来
た
る
も
の
を
神
学
と
い
う
名
前
で
呼
ん
だ
の
で
す
。
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
は
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い 

う
哲
学
者
が
使
っ
た
神
学
は
、
原
因
と
い
う
意
味
で
す
。
も
の
を
し
て
も
の
た
ら
し
め
る
原
因
、
そ
れ
を
神
と
言
っ
た
の
で
す
。
決
し
て 

キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
意
味
の9

日5
0
1
1

巴

な

、9
2
5
0
1
1
1

〇-
一
ー
な
神
で
は
な
い
。
救
世
主
と
か
、
創
造
主
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
三
位 

一
体
の
神
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
三
位
一
体
で
す
。
三
位
と
い
う
け
れ
ど
、
三
面
で
し
ょ
う
ね
。
三
面
あ
る
け
れ
ど
、
神
は
ー 

回 

向 
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三
一
六 

体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
三
つ
の
神
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
三
つ
の
面
が
あ
る
と
、
こ
れ
だ
け
の
話
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
理
屈 

に
合
お
う
が
合
う
ま
い
が
、
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
承
認
す
る
と
こ
ろ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の 

言
う
神
学
は
そ
う
い
う
意
味
の
神
じ
ゃ
な
い
。
原
因
と
い
う
意
味
で
す
。

仏
教
で
は
神
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
使
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
種
子
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
ま
あ
、
仏
教
の
中
に
も
後
に
は
如
来
性 

仏
性
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
如
来
性
が
一
切
の
存
在
の
根
本
概
念
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
教
学
が
仏
教
の
中
に
も
生
れ
て
き
て
い 

ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
瑜
伽
の
教
学
で
は
な
い
で
す
ね
。
瑜
伽
の
教
学
は
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
蔵
識
で
す
け
れ
ど
、
諸
法 

を
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
如
来
を
蔵
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
如
来
蔵
と
か
仏
性
と
か
い
う
概
念
も
仏
教
の
中
に
生
ま
れ
て 

来
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
有
力
な
思
想
で
す
け
れ
ど
、
特
色
が
あ
り
ま
せ
ん
。
思
想
に
個
性
が
な
い
で
す
ね
。
考
え
や
す
い
思
想
で 

す
。
け
れ
ど
、
植
物
の
種
子
、
こ
れ
は
な
か
な
か
考
え
に
く
い
考
え
で
す
。
よ
く
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
つ
け
た
な
と
思
う
の
で
す
。
種 

子
現
行
と
言
い
ま
す
が
、
種
子
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
、
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
、
瑜
伽
の 

教
学
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
中
で
も
独
自
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。

瑜
伽
の
論
家
で
あ
る
世
親
が
同
時
に
ま
た
浄
土
教
の
論
家
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
瑜
伽
の
論
家
に 

と
っ
て
大
事
な
概
念
は
識
転
変
で
す
。!

?

总
昌
ヨ2

と
い
う
こ
と
は
、
識
転
変
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
浄
土
論
』

の
論
家
の
方
に
な
る 

と
、
転
変
で
は
な
い
の
で
す
。
回
向
と
い
う
よ
う
な
概
念
に
変
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
変
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
そ
う
い
う
こ
と
は 

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
仏
教
で
は
、
認
識
の
問
題
は
実
践
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
存
在
に
属
さ
な
い
。
仏
教
で
は
、
認
識 

の
問
題
は
実
践
論
な
ん
で
す
。
そ
の
名
前
が
、
教
行
信
証
と
い
う
の
で
す
。
教
行
信
証
と
言
え
ば
、
顕
浄
土
と
か
、
真
と
か
言
う
必
要
が 

な
い
。
教
行
信
証
と
い
う
名
は
唯
一
無
二
の
名
前
で
す
。
教
行
証
は
共
通
で
す
よ
。
問
題
は
、
教
行
証
の
三
つ
の
中
に
、
 

信
は
何
処
に
入 

れ
る
か
で
す
。
多
く
の
場
合
は
教
の
下
、
行
の
前
に
置
く
の
が
一
般
的
な
の
で
す
。
教
を
信
ず
る
の
で
す
か
ら
、
そ
し
て
実
践
す
る
の
で



す
か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
 

親
鸞
は
、
行
の
後
に
信
を
置
く
で
し
ょ
う
。
信
行
と
言
わ
ず
に
行
信
と
言
い
ま
す
ね
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と
で 

し
よ
う
。
だ
か
ら
も
の
が
違
う
の
で
す
。
概
念
が
違
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
も
の
が
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
し
ょ
う
。
そ
の 

点
を
非
常
に
強
調
し
た
の
が
曇
鸞
大
師
だ
と
思
う
の
で
す
。

『
浄
土
論
』
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。
行
の
中
に
信
を
収
め
て
い 

ま
す
。
行
に
外
か
ら
信
を
加
え
た
の
で
は
な
い
。
行
の
中
に
信
が
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
外
か
ら
信
を
加
え
る
と
、
そ
う
す
る
と
第
三
の
弁 

証
法
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り' 

行
と
信
と
を
結
合
す
る
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
媒
介
概
念
が
必
要
で
し
ょ
う
。
 

媒
介
概
念
を
入
れ
た
ら
弁
証
法
に
な
っ
て
し
ま
う
。
思
弁
に
な
っ
て
し
ま
う
。
思
弁
と
い
う
も
の
を
重
ね
て
、
も
っ
と
深
く
も
っ
と
深
く 

と
行
っ
た
ら
、
森
を
越
え
て
街
に
出
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
観
念
論
の
結
論
で
す
。
唯
物
論
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
出
て
し
ま
っ
た
。
 

深
い
深
い
と
い
う
も
の
が' 

一
番
浅
い
も
の
に
落
ち
い
っ
た
。
そ
う
い
う
運
命
な
ん
で
す
、
思
想
は
で
す
ね
。
 

弁
証
法
を
使
っ
て
も
、
媒
介
概
念
の
な
い
弁
証
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 

こ
れ
は
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
し
ょ
う
。
断
絶
的
弁
証
法
で 

す
ね
。
断
絶
的
弁
証
法
で
な
い
と
い
う
と
、
宗
教
の
概
念
に
な
ら
な
い
。
断
絶
的
弁
証
法
と
言
え
ば' 

死
し
て
生
き
る
の
で
す
。
死
と
生 

と
媒
介
す
る
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
に
死
ぬ
る
こ
と
、
そ
れ
が
人
間
に
生
き
る
唯
一
の
道
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
宗
教
で
は
否
定 

と
い
う
こ
と
が
一
番
大
事
で
す
。
人
間
が
一
番
恐
が
る
の
が
否
定
な
ん
で
す
。
否
定
を
あ
ら
わ
す
の
は
死
で
し
ょ
う
。
ゼ
ロ
に
な
っ
て
し 

ま
う
。
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
生
き
て
い
る
者
に
と
っ
て
一
番
見
た
く
な
い
も
の
が
死
で
し
ょ
う
。
見
た
く
な
い
け
れ
ど
見
な
く 

て
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
見
る
勇
気
は
な
い
。
そ
こ
で
他
人
の
死
で
自
分
の
死
を
隠
す
の
で
す
。

「あ
あ
気
の
毒
だ
な
あ
」
と
い
う
形 

で
自
分
の
怖
れ
て
い
る
死
を
隠
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
自
己
欺
瞞
で
す
。
二
種
深
信
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
善
導
が
言
っ
た
の
も
、
 

死
し 

て
生
き
る
と
い
う
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
断
絶
的
弁
証
法
で
す
。
媒
介
は
あ
り
ま
せ
ん
。
媒
介
を
許
さ
な
い
。
思
弁
を
許
さ
な
い
。
そ 

う
で
な
い
と
人
間
は
思
弁
の
陰
に
隠
れ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
具
合
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
回
向
と
い
う
字
は
、
こ
れ
は
他
力 

と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
ね
。
他
力
と
い
う
こ
と
を
曇
鸞
大
師
が
言
う
で
し
ょ
う
。
回
向
と
い
う
概
念
が
違
う
の
で
は
な
く
、
回
向 

回 

向 
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と
い
わ
れ
る
も
の
が
違
う
の
だ
と
い
う
意
味
で
他
力
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
言
葉
の
欠
点
も
あ
り
ま
す
ね
。

『
浄
土
論
』
は
他 

力
な
ど
と
は
言
い
は
し
ま
せ
ん
。

『
浄
土
論
』
は
利
他
で
す
ね
。
利
他
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
他
が
違
う
の
で
す
。
他
力
の
他
は
如
来 

を
他
と
言
う
の
で
す
し
、
利
他
の
他
は
衆
生
を
他
と
言
う
の
で
す
。
全
然
方
向
が
違
う
の
で
す
。

一
方
は
如
来
を
他
と
言
っ
て
い
る
の
で 

す
し
、

一
方
は
衆
生
を
他
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
利
他
は
如
来
の
言
葉
で
す
し
、
他
力
は
人
間
の
言
葉
で
す
。
そ
れ
だ
け
言
っ
て
お
か 

な
い
と
、

「他
力
か
、
あ
あ
そ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
済
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
利
他
を
注
意
す
る
た
め
に
他
力
と
言
っ
た
の
で
す
。
だ
か 

ら
、
曇
鶯
大
師
が
他
利
と
利
他
は
違
う
の
だ
ぞ
と
言
っ
た
こ
と
を
、
親
鸞
が
深
義
だ
と
言
っ
た
の
で
す
。
極
め
て
大
事
な
甚
深
の
意
義
が 

あ
る
と
言
っ
た
の
で
す
。
他
利

・
利
他
を
深
義
だ
と
言
っ
た
の
は
、
親
鸞
が
言
っ
た
の
で
す
。
曇
鸞
が
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
感
動
し
た 

の
で
す
親
鸞
は
。
利
他
に
よ
っ
て
、
他
も
利
し
、
自
分
も
利
す
る
の
で
す
か
ら
、
利
他
は
自
他
を
超
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。
深
義
で
す
。
 

親
鸞
し
か
深
義
と
言
わ
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
言
葉
は' 

こ
れ
皆
ん
な
も
の
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
 

道
元
、
日
蓮
ゝ
法
然
と' 

こ
う
い
う
の
が
仏
教
に
お
け
る
小
さ
い
規
模
だ
け
れ
ど
も
、
宗
教
改
革
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
改
革
は 

ル
ッ
タ
ー
等
が
出
た
の
は
蓮
如
上
人
の
時
代
で
す
け
ど
、
こ
ち
ら
は
も
っ
と
先
の
時
代
に
宗
教
改
革
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で 

親
鸞
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
第
八
祖
に
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
法
然
の
旨
趣
を
真
宗
と
、
こ
う
言
っ
た
。
法
然
の
旨
趣 

を
徹
底
し
て
、
法
然
の
浄
土
宗
を
徹
底
し
て
真
宗
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
が
親
鸞
の
役
目
で
す
。
法
然
に
代
っ
て
と
い
う
よ
う 

な
無
茶
は
し
な
い
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
、
結
婚
生
活
を
し
た
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
非
僧
非
俗
と
い
う
生
活
を
送
っ
た
。
非
僧
非 

俗
と
い
う
言
葉' 

こ
れ
も
面
倒
な
言
葉
で
す
。
非
僧
非
俗
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
親
鸞
だ
け
で
は
な
い
。
道
元
も
使
っ
て
い
ま 

す
。
悟
り
の
世
界
に
俗
も
僧
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
道
元
の
場
合
は
、
非
僧
非
俗
は
証
の
上
で
語
っ
て
い
る 

の
で
す
。
教
行
信
証
の
証
で
す
。
証
が
立
場
で
し
ょ
う
。
親
鸞
は
そ
う
で
は
な
い
。
信
の
立
場
で
非
僧
非
俗
と
言
っ
て
い
る
。
信
心
を
獲 

た
時
に
非
僧
非
俗
に
な
る
。
信
心
を
抜
き
に
し
て
は
非
僧
非
俗
は
成
り
立
た
な
い
。
信
心
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
非
俗
と
言
え
ば
坊
主
に
な



る
だ
け
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
、
坊
主
を
や
め
に
す
れ
ば
俗
人
に
な
る
。
月
給
取
り
に
な
る
だ
け
で
し
ょ
う
。
常
識
概
念
と
し
て
の
非
僧
非 

俗
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
信
心
だ
け
が
非
僧
非
俗
な
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
形
は
ど
う
な
る
か 

と
言
う
と
で
す
ね
、
親
鸞
以
前
の
人
は
山
に
隠
れ
た
の
で
す
。
喧
噪
な
騒
が
し
い
世
界
を
避
け
て
、
瞑
想
の
世
界
に
入
っ
た
の
で
す
。
親 

鸞
は
そ
う
で
は
な
い
。
街
の
中
に
隠
れ
た
の
で
す
。
庶
民
の
中
に
埋
没
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
親
鸞
の
晩
年
は
、
何
処
に
住
ん
で
い
た 

か
分
ら
な
い
の
で
す
。
決
し
て
、
金
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
貧
乏
し
て
隠
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
山
の
中
に
隠
れ
ず 

に' 

民
衆
の
中
に
隠
れ
た
の
で
す
。

「愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
」
。
名
利
の
太
山
に
迷
惑
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

誰
と
も
変
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
誰
と
も
変
っ
て
い
な
い
生
活
に
悠
々
と
生
き
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
は
利
他
で
し
ょ
う
。
 

利
他
回
向
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
も
の
が
違
う
の
で
す
。
よ
ろ
こ
ん
で
死
ぬ
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
は
、
信
心
だ
け
な
ん
で
す
。
情
け
な 

く
し
て
自
殺
す
る
の
が
信
心
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
感
激
し
て
死
ん
で
い
け
る
。
死
ん
で
い
け
る
と
い
う
の
は
否
定
で
す
ね
。
よ
ろ
こ
ん
で 

自
己
を
否
定
で
き
る
の
は
信
心
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
こ
だ
け
に
回
向
が
使
え
る
。
だ
か
ら
、

『
浄
土
論
』

の
第
五
功
徳
の
一
番
終
り
に 

「本
願
力
回
向
を
以
っ
て
の
由
に
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
。
あ
な
た
方
は
、
本
願
力
回
向
と
い
う
こ
と
は
何
処
に
も
あ
る
よ
う
に 

思
う
で
し
ょ
う
。
真
宗
学
を
勉
強
し
た
人
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
珍
し
く
も
な
ん
で
も
な
い
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、

『
大
無
量
寿
経
』 

と
、
そ
れ
か
ら
そ
の
唯
一
の
論
で
あ
る
『
浄
土
論
』

の
経
と
論
と
の
そ
の
中
で
た
だ
ー
ケ
所
し
か
な
い
の
で
す
。
第
五
功
徳
門
の
と
こ
ろ 

だ

け

に
「本
願
力
回
向
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
。
本
願
で
も
、
至
心
に
回
向
で
す
か
ら
、
至
心
に
回
向
す
る
の
で
す
。
漢
文
で
文 

字
通
り
読
め
ば
、

「
至
心
に
回
向
し
た
ま
へ
り
」
と
は
読
め
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
経
典
で
も
な
し
に
、

『
浄
土
論
』

の
中
に
「本 

願
力
回
向
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
す
。
た
か
ら
親
鶯
は
そ
れ
を
改
め
て
「広
由
」
と
、
こ

の

「由
」
を
こ
こ
に
も
っ
て
き
た
。

「広 

由
本
願
力
回
向
」
と
。
概
念
を
改
め
て
。
内
容
は
変
り
ま
せ
ん
け
ど
。
本
願
力
回
向
と
い
う
の
が
、
こ
の
概
念
は
違
わ
な
い
け
れ
ど' 

も 

の
が
違
う
の
で
す
。
利
他
回
向
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
我
々
か
ら
言
え
ば
、
不
回
向
と
、
こ
う
言
う
の
が
正
し
い
の
で
す
。
法
然
上
人
が 

回 

向 
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非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
た
の
は
で
す
ね
、
法
然
上
人
は
不
回
向
と
言
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
革
命
的
な
思
想
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
発
願 

回
向
が
あ
た
り
前
な
ん
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
努
力
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
作
願
回
向
す
る
の
が
あ
た
り
前
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
 

念
仏
に
遇
っ
て
み
た
ら
、
作
願
回
向
す
る
必
要
が
な
い
と
。
不
回
向
だ
と
。
無
回
向
で
は
な
い
。
不
回
向
と
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
そ
れ 

は
素
晴
し
い
見
解
で
は
な
い
で
す
か
。
不
回
向
の
教
学
と
い
う
の
が
法
然
上
人
。
そ
の
精
神
を
、
親
鸞
が
明
ら
か
に
成
就
し
て
、
本
願
力 

回
向
だ
と
あ
ら
わ
し
た
の
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
本
願
力
回
向
が
あ
る
か
ら
し
て
、
不
回
向
で
す
。
本
願
力
回
向
が
な
い
な
ら
、
不
回 

向
じ
ゃ
な
い
。
無
回
向
で
す
。
本
願
力
回
向
と
い
う
こ
と
が
ー
ケ
所
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を' 

あ
な
た
方
は
注
意
さ
れ
な
く
て
は
い
け 

ま
せ
ん
ね
。
本
願
力
回
向
か
ら
逆
に
経
典
の
方
を
読
み
返
す
の
で
す
。
そ
れ
で

「
至
心
に
回
向
し
た
ま
へ
り
」
と' 

こ
う
い
う
具
合
に
読 

み
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
僕
は
不
回
向
と
い
う
の
は
消
極
教
学
と
い
う
の
で
す
。
本
願
力
回
向
は
積
極
教
学
で
す
。
積
極
教 

学
と
い
う
も
の
が
親
鸞
な
の
で
す
。
消
極
教
学
を
受
け
て
、
不
回
向
を
や
め
た
の
で
は
な
い
、
不
回
向
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。
 

本
願
力
回
向
に
由
る
が
故
に
、
回
向
す
る
必
要
が
な
い
と
。
こ
れ
が
親
鸞
の
積
極
教
学
で
し
ょ
う
。
 

回
向
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
回
向
法
は
名
号
で
し
ょ
う
。
名
号
は
行
で
す
ね
。
回
向
心
と
い
う
の
は' 

こ
れ
は
信 

心
で
す
。
回
向
さ
れ
た
心
で
す
ね
。
回
向
心
を
獲
る
の
は
我
々
が
獲
る
の
で
す
け
れ
ど
、
回
向
心
を
与
え
る
の
は
、
回
向
法
で
与
え
ら
れ 

る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
回
向
法
に
よ
っ
て
回
向
心
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら' 

回
向
法
と
い
う
こ
と
と
、
回
向
心 

と
い
う
こ
と
の
区
別
も
必
要
で
す
。
時
期
到
来
し
て
与
え
ら
れ
る
。
無
理
に
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
い
。
 

そ
れ
か
ら
、
宗
教
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
宗
教
の
故
郷
は
何
か
と
言
え
ば
、
見
た
く
な
い
現
実
が
宗
教
の
故
郷
で
す
。
こ
れ
は
我
慢
出 

来
な
い
と
い
う
、
そ
の
現
実
が
宗
教
を
呼
び
お
こ
す
の
で
す
。
そ
れ
が
大
事
な
ん
で
す
よ
。
現
実
が
唯
一
の
故
郷
な
ん
で
す
。
穢
土
が
。
 

そ
う
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
、
穢
土
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
人
間
は
一
人
も
お
り
ま
せ
ん
。
当
り
前
の
世
界
だ
と
思
っ



て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
無
宗
教
だ
か
ら
当
り
前
な
の
で
す
。
穢
土
と
か
凡
夫
と
か
い
う
自
覚
は
あ
り
は
し
ま
せ
ん
。
俗
を
追
い
払 

う
と
い
う
の
は
気
分
で
す
か
ら
ね
。
嫌
で
た
ま
ら
な
い
と
い
う
そ
の
気
分
を
追
い
払
う
一
番
手
短
か
な
方
法
は
酒
で
は
な
い
で
す
か
。
徹 

底
し
た
ら
、
自
分
が
信
心
を
も
っ
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
信
心
が
も
て
な
い
場
合
は
酒
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
酒
は
、
気
分
で
払 

う
の
で
す
か
ら
理
論
で
払
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
心
は
智
慧
が
払
う
の
で
す
。
だ
け
ど
、
智
慧
で
な
し
に
払
お
う
と
す
る
と
気
分
で 

す
か
ら
ね
。
自
分
の
気
分
か
ら
脱
出
し
た
い
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
手
つ
取
り
早
い
と
こ
ろ
は
酒
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら' 

堕
落
と
い
う
も
の
か
ら
呼
び
お
こ
す
も
の
が
信
心
で
す
。
堕
落
す
る
こ
と
か
ら
逃
げ
た
ら
、
信
心
も
お
こ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
よ
う
な 

堕
落
が
、
堕
落
を
超
え
る
唯
一
の
道
だ
と
い
う
、
論
理
的
に
は
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
で
す
。
こ
れ
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
い
う
人
が
言
っ
た 

言
葉
で
す
。
そ
う
い
う
現
実
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

福
祉
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
キ
リ
ス
ト
教
が
力
が
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
は
、
俗
界
的
な 

ん
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
れ
で
は
仏
教
の
方
が
い
い
か
と
言
う
と
、

「私
等
は
宗
教
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
な 

俗
び
た
解
放
運
動
と
い
う
も
の
と
は
関
係
が
な
い
」
と
い
う
風
に
逃
げ
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
超
越
す
る
の
で
は
な
く
逃
げ
た
形
に
な 

っ
て
い
る
の
が
仏
教
の
欠
点
で
す
ね
。
そ
し
て
、
自
分
の
使
命
を
忘
れ
て
、
福
祉
と
い
う
こ
と
に
熱
を
入
れ
て
い
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の 

欠
点
で
し
ょ
う
。
両
方
と
も
欠
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
無
関
心
で
す
か
ら
、
関
心
以
下
で
す
。
向
こ
う
で
は
有
関
心
で
す
け 

れ
ど
、
そ
れ
は
世
間
的
関
心
で
す
ね
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
積
極
性
が
あ
る
け
れ
ど
、
同
時
に
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
弱
点
が
あ
る
の
で 

は
な
い
で
す
か
。

つ
ま
り' 

福
祉
と
い
っ
た
ら
、
あ
る
人
間
の
状
態
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
こ
と
で
す
。
解
放
と
い
う
こ
と
は
解
脱
と
い 

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
解
脱
と
い
う
の
は
仏
教
の
用
語
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
本
当
の
解
脱
は
、
涅
槃
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
の
が
仏 

教
の
立
場
で
す
。
そ
れ
を' 

あ
る
状
態
か
ら
人
間
を
解
放
し
て' 

別
の
状
態
に
置
く
と
い
う
の
が
福
祉
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ 

回 
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が
、
仏
教
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
と
い
う
状
態
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
。
人
間
の
あ
る
状
態
で
は
な
く
、
人
間
そ
の
も
の
か
ら 

人
間
を
解
放
す
る
の
が
仏
教
の
解
放
で
す
。
こ
れ
は
涅
槃
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
仏
教
の
大
事
な
使
命
が
あ
る
。
そ
れ
は
菩
提
心
で
し
ょ
う
。
 

流
行
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
超
え
て
い
る
の
は
い
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
無
関
心
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う 

で
は
な
く
、
関
心
が
も
っ
と
徹
底
す
る
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。
仏
教
の
欠
点
は
、
無
関
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
の 

よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
仏
教
の
教
え
は
広
め
に
く
い
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
広
め
る
の
で
な
く
、
広
ま
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
仏
教
な
ん 

で
し
ょ
う
。
広
め
る
必
要
が
な
い
。
広
め
よ
う
と
す
る
と
返
っ
て
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
広
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
の 

意
味
の
大
道
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
広
ま
っ
て
い
く
と
い
う
道
は
で
す
ね
、
そ
れ
は
非
常
に
さ
び
し
い
も
の
で
す
け
れ
ど
、

ー
 

番
強
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
広
め
て
い
く
の
は
、
こ
れ
は
坊
主
主
義
で
す
ね
。
こ
れ
は
必
ず
押
し
付
け
ま
す
ね
。
 

解
脱
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 

解
と
い
う
の
は' 

こ
れ
は
知
的
作
用
で
す
。
理
解
す
る
、
正
解
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
だ 

か
ら
、
解
脱
と
い
う
こ
と
も' 

正
解
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
止
め
て
し
ま
っ
て
実
践
が
大
事
で
あ
る
、
と
い
う
具
合
に
と
る
と
間
違
い
で 

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
脱
は
こ
れ
実
践
で
し
ょ
う
。
脱
出
さ
せ
る
の
で
す
か
ら
。
解
放
さ
せ
る
の
で
す
か
ら
。
解
は
知
的
な
も
の
で
す
。
 

け
れ
ど
も' 

解
脱
と
い
う
こ
と
は
、
解
は
知
的
だ
か
ら
駄
目
で
あ
り
、
実
践
の
行
こ
そ
大
事
な
の
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思 

う
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
解
を
止
め
て
脱
に
し
た
の
で
は
な
い
、
解
だ
け
が
脱
出
さ
せ
る
の
だ
、
本
当
に
人
間
を
脱
出
さ
せ
る
の 

は
正
し
い
解
だ
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
 

も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
過
去
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
。
未
来
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
の
で
す
。
未
来
が
現
在
に
な
り
、
現 

在
が
過
去
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
存
在
の
時
間
で
す
。
過
去
が
現
在
に
な
り
、
現
在
が
未
来
を
規
定
す
る
の
は
宿
業
の
時
間
で 

す
。
時
間
が
、
過
去
か
ら
出
発
す
る
の
と
、
未
来
か
ら
出
発
す
る
の
と
で
は
大
変
な
違
い
で
し
ょ
う
。
も
の
は
未
来
か
ら
生
ま
れ
て
来
る



の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
可
能
性
の
世
界
か
ら
。
未
来
が
間
違
い
に
な
る
の
は
、
死
後
だ
と
考
え
る
か
ら
間
違
い
に
な
る
。
死
後
が
未 

来
で
は
な
い
。
可
能
性
の
世
界
が
未
来
で
す
。
時
間
と
空
間
と
い
う
の
を' 

我
々
は
同
じ
よ
う
に
考
え
る
け
れ
ど
も
、
空
間
を
超
え
て
い 

る
の
が
時
間
な
ん
で
す
ね
。
空
間
は
区
別
で
き
ま
す
が
、
空
間
に
は
連
続
は
な
い
。
時
間
は
連
続
さ
せ
ま
す
ね
、
二
つ
の
世
界
を
。
だ
か 

ら
ゝ
縁
が
な
け
れ
ば
未
来
は
出
て
来
ま
せ
ん
。
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
縁
が
な
け
れ
ば
未
来
は
永
遠
に
未
来
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
 

縁
が
あ
れ
ば
響
く
の
で
す
。
打
て
ば
響
く
の
で
す
。
打
つ
と
い
う
こ
と
で
響
い
て
く
る
。
響
い
て
く
る
も
の
は
、
本
来
あ
る
も
の
が
響
く 

の
で
し
ょ
う
。
未
来
に
あ
る
も
の
が
。
ち
よ
つ
と
考
え
て
み
る
と
、
石
な
ん
か
は
ど
れ
程
叩
い
て
も
響
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
だ 

か
ら' 

石
を
叩
く
の
は
馬
鹿
だ
と
い
う
具
合
に
考
え
ま
す
け
れ
ど
、
石
が
動
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
絶
対
矛
盾
の
自
己 

同
一
で
す
。
石
す
ら
動
く
の
だ
と
い
う' 

そ
う
い
う
告
白
を
し
た
の
が
阿
闍
世
で
す
。
毒
草
か
ら
香
り
の
高
い
花
が
咲
い
た
と
い
う
表
現 

を
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
を
外
国
で
言
え
ば
奇
蹟
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
分
が
信
仰
を
得
た
と
い
う
の
は
奇
蹟
で
あ
る
と
。
 

自
分
は
石
の
よ
う
な
人
間
で
あ
り
、
そ
の
石
が
頷
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
奇
蹟
と
い
う
よ
り
仕
方
が
な
い
と
。
 

こ
う
い
う
の
が
阿
闍
世
の
懺
悔
で
す
。
阿
闍
世
の
懺
悔
と
い
う
の
は
、
外
国
に
例
を
求
め
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
し
か
な
い
と
思 

う
の
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
懺
悔
録
』
で
す
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
阿
闍
世
の
告
白
で
す
。
そ
こ
に
貴
重
な
こ
と
が
出
て 

い
ま
す
。
石
す
ら
動
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

回
向
は
方
便
で
す
け
れ
ど
、
真
実' 

方
便
と
い
う
よ
う
な
概
念
も
、
色
々
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。
方
便 

は
い
け
な
い
と
い
う
そ
う
い
う
真
実
は
、
瘦
せ
細
っ
た
精
神
で
す
。
そ
れ
は
二
乗
で
す
。
阿
羅
漢
が
も
っ
と
も
代
表
し
て
い
ま
す
。
真
実 

ば
か
り
で
し
ょ
。
と
こ
ろ
が
、
方
便
と
い
う
も
の
を
生
ん
だ
と
こ
ろ
に
大
乗
教
が
あ
る
の
で
す
。
真
実
か
ら
方
便
を
生
ん
で
、
そ
の
方
便 

の
中
に
真
実
を
与
え
る
の
で
す
。
そ
れ
が
利
他
回
向
で
す
。
大
方
便
で
す
。
あ
の
回
向
と
い
う
の
は' 

巧
方
便
回
向
と
い
う
で
し
ょ
う
。
 

方
便
と
い
う
字
が
付
く
で
し
ょ
う
。
権
仮
方
便
で
は
な
く
、
善
巧
方
便
で
す
。
だ
か
ら
、
方
便
と
い
う
概
念
が
大
乗
仏
教
の
面
目
な
ん
で 

回 
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す
。
も
っ
と
具
体
的
に
は
願
生
心
な
ん
で
す
。
願
生
心
が
大
菩
提
心
な
ん
で
す
。
大
菩
提
心
を
発
し
た
ら
願
生
な
ど
は
し
な
い
と
い
う
の 

が
普
通
の
概
念
で
す
。
常
識
な
ん
で
す
。
け
れ
ど
、
願
生
心
が
大
菩
提
心
な
の
で
す
。
そ
れ
で
横
超
と
い
う
の
で
す
。
横
超
の
横
と
い
う 

字
は
横
着
の
横
で
す
。
横
着
な
ん
で
す
。
立
場
を
変
え
る
こ
と
な
ん
で
す
。
努
力
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
全
く
新
し
い
も
の
に
触
れ 

る
こ
と
な
ん
で
す
。
横
着
な
ん
で
す
。
自
分
が
努
力
し
て
如
来
に
な
る
の
で
は
な
い
。
如
来
を
盗
み
取
る
だ
け
の
ず
る
さ
が
、
そ
れ
が
横 

超
で
し
ょ
う
。
何
も
せ
ず
に
。
す
る
余
地
が
与
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
横
超
の
横
は
横
着
の
横
で
す
ね
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
は
あ
り
ま 

せ
ん
か
。

回
向
に
二
相
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は' 

こ
れ
は
、
二
種
の
回
向
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
回
向
に
二
種
の
相
が
あ
る
と
い
う 

こ
と
で
し
ょ
う
。

一
つ
の
回
向
に
相
が
二
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
回
向
が
二
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
如
来
回
向
と
い 

う
一
つ
の
回
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
往
く
、
だ
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
世
界
が
動
い
て
く
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
自
分
が
往
け
ば 

自
分
以
外
の
も
の
が
来
る
の
で
す
。
世
界
が
流
動
し
て
く
る
。
そ
れ
で
、
回
向
の
回
と
い
う
の
は
回
転
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
け
ど
、
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と
い
う
こ
と
は' 

転
変
と
い
う
よ
う
に
で
す
ね
、
転
変
、
変
現
と
い
う
、
変
ず
る
と
い
う
こ
と
が
言
語
の
意
味
で
す
。
だ
か 

ら
、
回
向
の
回
は
回
転
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
回
転
の
場
合
に
向
と
い
う
字
が
付
く
か
ら
、
方
向
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
バ
タ
バ 

タ
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
動
き
方
の
方
向
が
で
き
る
。
そ
の
方
向
が
往
還
で
は
な
い
で
す
か
。
回
向
を
、
文
法
を
超
え
て
仏
教
学
に 

す
る
と
で
す
ね
、
二
つ
あ
る
の
で
す
。
往
と
還
と
。
ど
ち
ら
も
大
事
な
の
で
す
。
両
方
が
な
い
と
教
学
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
自
分
が
往 

け
ば
、
 

自
分
以
外
の
世
界
が
来
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
厳
密
な
概
念
で
す
。
だ
か
ら' 

如
来
と
い
う
こ
と
で' 

一
語
で
尽
く 

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
如
来
と
い
う
こ
と
が
回
向
な
ん
で
す
。
去
と
来
と
二
つ
あ
る
で
し
ょ
う
。
如
来
と
如
去
と
。
そ
う
い
う
厳
密
な
仏
教 

学
の
概
念
に
な
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
概
念
は
仏
教
学
の
概
念
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
教
に
反
対
す
る
立
場
で
も
概
念
は
同
じ
で
す
。
 

そ
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
悟
っ
て
い
る
人
間
が
悟
り
の
ま
ま
で
迷
っ
て
い
る
人
間
に
言
葉
を
話
し
て
も
通
じ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
陀
羅
尼



と
い
う
の
で
す
。
呪
文
で
す
ね
。
言
葉
と
い
う
の
は
対
話
の
形
式
で
す
か
ら
、
迷
っ
た
人
間
を
目
覚
ま
す
た
め
に
は
、
迷
っ
た
人
間
に
共 

通
す
る
言
葉
よ
り
他
に
道
が
な
い
で
し
ょ
う
。
迷
っ
た
人
間
に
悟
っ
た
言
葉
を
言
っ
て
も
通
じ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
迷
い
に
も
通
じ' 

悟 

り
に
も
通
じ
る
の
が
、
こ
れ
が
文
法
で
す
。

回
向
の
相
に
二
種
あ
る
と
い
う
け
れ
ど' 

唯
一
の
回
向
で
す
ね
。
動
く
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
世
界
が
静
止
し 

て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
分
が
往
く
な
ら
、
自
分
以
外
の
も
の
は
全
部
来
て
い
る
。
そ
れ
が
同
時
で
す
。
行
き
つ
い
て
か
ら
ま
た
出
か
け 

て
来
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
往
相
は
我
々
の
前
景
で
す
。
還
相
は
我
々
の
背
景
で
す
。
人
間
は
如
来
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
す
。
 

如
去
・
如
来
を
背
景
と
し
て
人
間
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
構
造
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
人
間
の
自
覚
で
す
。

(
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昭
和
五
十
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十
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、
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別
講
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あ
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