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清
沢
満
之
と
「
宗
教
」

西　

本　

祐　

攝

は 

じ 

め 
に

　

本
研
究
班
（「
建
学
の
精
神
」
教
育
推
進
研
究
）
で
は
、
本
学
に
お
け
る
「
建
学
の
精
神
」
の
具
現
化
、
及
び
現
代
的
表
現
化
を
課
題
と
し
、
二

〇
一
一
年
度
か
ら
二
〇
一
三
年
度
ま
で
の
三
カ
年
に
わ
た
り
研
究
を
推
進
し
た
。
こ
こ
で
言
う
「
建
学
の
精
神
」
と
は
、
直
接
に
は
大
谷
大

学
初
代
学
長
清
沢
満
之
（
以
下
、
満
之
と
略
）
に
よ
る
「〔
真
宗
大
学
開
校
の
辞
〕」（
以
下
、「
開
校
の
辞
」
と
略
）
と
、
第
三
代
学
長
佐
々
木
月

樵
の
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
班
の
一
つ
の
成
果
と
し
て
、「
建
学
の
精
神
」
を
全
学
的
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き

る
共
通
テ
キ
ス
ト
の
作
成
が
目
指
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
そ
の
刊
行
を
見
た
が
、
研
究
班
で
は
、
そ
の
現
代
的
表
現
化
、
及
び
共
通
テ

キ
ス
ト
の
作
成
に
向
け
て
、
度
々
研
究
会
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
研
究
会
を
通
し
、
清
沢
満
之
が
「
開
校
の
辞
」
で
述
べ
る
「
宗
教
学
校
」

が
意
味
す
る
内
容1
と
「
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
き
ま
し
て
」
と
述
べ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
満
之
の
「
開
校
の
辞
」
に
基
づ
く
教
育
と
が
普

遍
的
な
人
間
の
課
題
に
応
答
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
研
究
班
の
課
題
と
な
っ
た
。
当
時
の
国
家
体
制
、
社
会
制
度
、
教
育

制
度
に
お
い
て
「
宗
教
学
校
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
号
所
収
の
高
橋
陽
一
氏
の
論
稿
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
本
報
告
は
、
満
之
が
「
宗
教
学
校
」
と
語
る
と
き
、「
宗
教
」
を
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
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語
る
の
か
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

満
之
の
全
論
稿
、
日
記
、
書
簡
等
を
通
読
す
る
際
、
満
之
が
宗
教
を
「
哲
学
」「
科
学
」「
倫
理
」
等
と
の
関
係
の
中
で
論
じ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、「
哲
学
」「
科
学
」「
倫
理
」
と
宗
教
と
の
差
別
化
を
行
う
目
的
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
諸
学

問
と
ど
う
切
り
結
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
諸
学
問
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
満
之
に
お
け
る
宗
教

の
意
義
を
究
明
す
る
際
、
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
を
究
明
す
る
前
提
と
し
て
、
満
之
が
「
宗
教
」
そ
の

も
の
を
い
か
な
る
こ
と
と
し
て
語
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
報
告
で
は
、「
清
沢
満
之
と

「
宗
教
」」
と
題
し
、
満
之
が
「
宗
教
」
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、「
開
校
の
辞
」
で
「
本
願
他
力
の
宗
義
」
と
語
る
こ

と
を
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
こ
と
と
了
解
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
に
問
題
を
集
約
し
て
考
察
し
た
い
と
思
う2
。

　

具
体
的
に
は
、「
開
校
の
辞
」
に
至
る
ま
で
の
満
之
の
思
索
を
追
い
な
が
ら
、
満
之
が
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
確
認

し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
み
た
い3
。

一

　

明
治
二
十
五
年
発
行
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』（
以
下
、『
骸
骨
』
と
略
）
は
満
之
の
初
出
版
と
な
っ
た
書
物
で
、
全
六
章
か
ら
な
る
。
満
之
は
、

第
一
章
「
宗
教
と
学
問
」
に
お
い
て
、「
宗
教
」
と
「
宗
教
心
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
が
世
間
に
存
在
す
る
の
は
な

ぜ
な
の
か
。
満
之
は
ま
ず
こ
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
く
。

宗
教
が
吾
人
の
間
に
存
す
る
は
如
何
な
る
理
由
あ
る
に
よ
る
か
と
言
ふ
に　

古
来
宗
教
起
原
の
論
区
々
に
し
て
一
定
せ
ず
と
雖
ど
も　

畢
竟
す
る
に
吾
人
に
於
て
之
を
提
起
す
べ
き
性
能
あ
る
に
由
る
な
り　

此
性
能
を
名
け
て
宗
教
心
と
い
ふ 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
五
頁
）

宗
教
が
起
こ
さ
れ
る
の
は
、「
吾
人
」、
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
方
に
宗
教
を
提
起
す
る
性
能
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
を
満
之
は

「
宗
教
的
性
能
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、「
宗
教
心
」
と
呼
ぶ
と
言
う
。
宗
教
が
先
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
あ
り
、
世
界
が
存
在
す
る
の
で
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は
な
く
、
私
た
ち
人
間
の
方
が
宗
教
を
提
起
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
だ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
宗
教
的
性
能
を
「
宗
教
心
」
と
名
づ
け
る

と
い
う
。

　

さ
ら
に
満
之
は
、
宗
教
心
が
、
私
た
ち
人
間
の
心
の
は
た
ら
き
の
中
で
、
ど
う
い
う
位
置
に
あ
る
の
か
を
問
題
に
し
て
い
く
。

他
の
心
性
作
用
は
大
抵
皆
有
限
の
境
遇
に
対
向
す
と
雖
ど
も
宗
教
心
は
之
に
異
り
て
無
限
の
境
遇
に
対
向
す
る
な
り

 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
六
頁
）

宗
教
心
は
誰
も
が
有
す
る
心
の
作
用
で
あ
る
が
、
宗
教
心
の
特
質
・
特
徴
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
、「
無
限
の
境
遇
」
に
対
向
す
る
点
に
あ
る
、

と
述
べ
る
。「
無
限
の
境
遇
」
と
は
何
か
。
満
之
が
「
無
限
の
境
遇
」
と
言
う
場
合
の
「
無
限
」
に
つ
い
て
、『
骸
骨
』
に
お
け
る
語
義
、
内

容
を
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
諸
宗
教
に
お
い
て
無
限
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
満
之
は
「
宗
教
哲
学
骸
骨
自
筆

書
入
」
に
記
す
。
そ
う
い
う
名
称
の
書
物
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
満
之
が
『
骸
骨
』
の
手
沢
本
に
書
き
込
み
を
し
て
い
る
記
録
で
あ
る
。

「
序
文
裏
」
の
箇
所
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

本
質
、
実
際
、
無
碍
、
絶
待
、
理
想
、
不
可
知
的
、
無
覚
、
太
極
、
真
如
、
天
、
神
、
理
、
一
、
妙
法
、
真
理
、
本
体
、
仏
性
、
法
性
、

如
来
、
不
可
思
議
、
阿
弥
陀
。

之
を
無
限
と
云
ひ
、
真
如
と
云
ひ
、
神
、
仏
、
等
と
云
ふ
。
其
感
各
異
也
。
是
吾
人
の
注
意
す
べ
き
処
也
。

 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
三
七
頁
）

一
見
す
る
と
、
宗
教
一
般
で
い
わ
ゆ
る
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
を
、
一
応
こ
こ
で
は
網
羅
し
よ
う
と
い
う
か
た
ち
で
挙
げ
て
い
る
か
と

思
わ
れ
る
。『
骸
骨
』
に
お
い
て
も
満
之
は
こ
れ
ら
を
無
限
が
含
意
す
る
こ
と
と
し
て
了
解
す
る
が
、「
其
感
各
異
也
。
是
吾
人
の
注
意
す
べ

き
処
也
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
満
之
は
こ
れ
ら
の
定
義
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
少
し
異
な
る
定
義
を
し
て
い
く
。

彼
の
万
物
万
化
な
る
も
の
は
是
れ
皆
有
限
な
る
も
の
な
り

有
限
＝
依
立
＝
相
対
＝
単
一
＝
部
分
＝
不
完
全



清沢満之と「宗教」

74

無
限
＝
独
立
＝
絶
対
＝
唯
一
＝
全
体
＝
完
全 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
九
頁
）

「
万
物
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
全
て
の
事
物
で
あ
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
存
在
や
事
物
の
こ
と
で
あ
る
。「
万
化
」
と
は
全
て
の
現
象
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
万
物
万
化
は
全
て
皆
有
限
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
有
限
の
性
質
は
単
一
、
部
分
的
、
不
完
全
で
あ
り
、
一
方
、

無
限
に
つ
い
て
は
唯
一
、
全
体
、
完
全
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
が
、
こ
の
有
限
と
無
限
の
関

係
に
つ
い
て
、
満
之
が
端
的
に
述
べ
る
文
が
あ
る
の
で
、
見
て
お
き
た
い
。

無
数
の
有
限
は
相
寄
り
て
無
限
の
一
体
を
成
す
其
状
態
を
有
機
組
織
と
言
ふ 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
九
頁
）

無
数
の
有
限
は
、
相
寄
っ
て
無
限
の
一
体
を
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
其
状
態
を
有
機
組
織
と
言
ふ
」
と
言
う
。
満
之
の
定
義
に
よ
れ
ば
つ

ま
り
、
有
限
と
無
限
は
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
（
満
之
は
こ
れ
を
「
二
項
同
体
」
と
呼
ぶ
）。
世
の
中
に
存
在
す
る
全
て
の
物
事
は
相
依

相
待
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
無
限
の
一
体
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
万
有
（
あ
ら
ゆ
る
存
在
）
が
有
機
組
織
的
な
関
わ
り

方
を
し
な
が
ら
一
体
を
成
し
て
い
る
状
態
の
こ
と
を
無
限
と
名
づ
け
る
と
言
う
。
万
有
が
互
い
に
関
係
し
合
い
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
々
単
一
の
有
限
は
、
一
つ
も
独
立
（
単
独
で
存
在
し
て
い
る
も
の
）
は
な
く
、
他
の
一
切
有
限
と
相
依
相
待
の
関

係
に
あ
る
と
い
う4
。

　

こ
れ
を
満
之
は
、
人
間
の
手
と
全
身
と
の
関
係
に
た
と
え
て
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
手
は
全
身
と
互
い
に
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
関
係
に
あ
る
。
も
し
手
を
切
断
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
手
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
全
身
に
非
常
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
同
時
に
、

手
そ
の
も
の
も
手
と
し
て
活
動
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
を
失
っ
て
し
ま
う
。
各
々
単
一
の
有
限
存
在
が
自
ら
の
性
質
を
全
う
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
万
有
が
相
依
相
待
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

同
様
に
、
た
と
え
ば
一
人
の
人
間
、
一
つ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
一
個
の
コ
ッ
プ
な
ど
は
、
一
つ
ひ
と
つ
が
有
限
な
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
全
て
の
有
限
と
互
い
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
一
つ
の
組
織
を
成
し
て
存
在
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
の
有
機
組
織
を
成
し
つ
つ
存
在
し
て
い
る
在
り
方
の
こ
と
を
無
限
と
名
づ
け
る
の
だ
と
言
う
。
少
し
分
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か
り
に
く
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
満
之
は
無
限
を
そ
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
に
関
係
す
る
事
柄
と
し
て
、
次
の
文

章
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

宇
宙
間
各
一
の
有
限
が
主
公
と
な
る
と
き
は
他
の
一
切
有
限
は
之
が
伴
属
と
な
り
て
互
に
相
具
足
す
る
も
の
な
り　

故
に
一
対
の
主
伴

を
挙
れ
ば
常
に
無
限
の
全
体
を
尽
す
も
の
な
り 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
一
〇
頁
）

世
の
中
に
存
在
す
る
何
か
一
つ
の
有
限
存
在
を
主
（
中
心
）
と
し
て
見
た
と
き
、
他
の
一
切
有
限
は
、
そ
の
「
伴
属
」
と
な
る
、
と
述
べ
る
。

こ
の
伴
属
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
了
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
世
の
中
に
存
在
す
る
一
人
の
人
間
を
主
と
し
て
見
た

時
、
世
の
中
に
存
在
す
る
他
の
全
て
の
も
の
は
、
主
に
伴
い
属
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
い
う
こ
と

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
主
を
支
え
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
満
之
は
「
伴
属
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
。

　

こ
れ
は
何
か
を
主
（
中
心
）
と
し
て
見
た
と
き
に
、
他
の
全
て
の
存
在
は
中
心
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
性
の
中
に
あ
り
、
そ
の
存
在
を
支
え

る
関
係
に
あ
る
と
い
う
了
解
で
あ
る
。
こ
の
了
解
は
、
と
も
す
る
と
、
何
ら
か
の
主
従
関
係
を
説
き
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
了
解
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
満
之
は
「
主
」
と
「
伴
属
」
に
つ
い
て
、
各
有
限
は
そ
の
両
方
を
具
え
る
と
言
う
。
あ
る
有
限
存
在
を
主
と
し
た
と
き
に
は
伴
属

の
一
つ
で
あ
る
有
限
も
、
そ
れ
を
「
主
」
と
す
る
と
き
は
他
の
一
切
有
限
は
そ
の
伴
属
と
な
る
主
客
転
換
の
自
在
性
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
を
満
之
は
、「
主
伴
互
具
」
の
関
係
と
い
う5
。
自
己
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
自
己
は
関
係
性
の
中
で
、
他
の
一
切
有
限
に
支
え
ら
れ

て
お
り
、
か
つ
ま
た
、
他
の
一
切
有
限
を
支
え
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
短
い
文
章
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
が
、
満
之
の
言
う
無
限
は
決
し
て
何
か
私
た
ち
と
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
る
よ

う
な
神
仏
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
関
係
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
そ
れ
を
無
限
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
満
之
は
示
す
の
で
あ
る
。
一
つ
の
存
在
を
見
た
と
き
、
そ
の
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
無
関
係
に
孤
立
し
て
存
在
す
る
の
で

は
な
く
、
深
い
関
係
性
、
繫
が
り
の
中
に
あ
る
こ
と
を
語
る
の
が
「
有
機
組
織
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
相
互
に
支
え
ら
れ
て
存
在
す
る
こ

と
を
示
す
の
が
「
主
伴
互
具
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
満
之
が
『
骸
骨
』
の
中
で
ま
ず
定
義
す
る
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無
限
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
的
に
記
す
。

此
関
係
を
名
け
て
主
伴
互
具
の
関
係
と
い
ふ　

宗
教
の
要
は
此
関
係
を
覚
了
せ
し
む
る
に
あ
り　

是
れ
有
限
の
無
限
に
対
向
す
る
所
以

な
り 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
一
一
頁
）

　

満
之
は
、
自
ら
が
宗
教
の
要
義
と
し
て
重
視
す
る
、
有
限
が
無
限
に
対
向
す
る
（
満
之
は
こ
れ
を
「
有
限
無
限
の
調
和6
」
と
も
述
べ
る
）
と
述
べ

る
理
由
を
、
有
限
存
在
が
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
観
を
脱
し
て
、
有
機
組
織
・
主
伴
互
具
の
関
係
性
を
覚
了
す
る
た
め
で
あ
る
と

明
確
に
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
宗
教
の
要
」
が
あ
る
と
満
之
は
結
論
す
る
。
満
之
が
宗
教
心
を
有
限
が
無
限
に
対
向
す
る
と
定
義
す

る
と
き
、
そ
れ
は
「
有
機
組
織
」「
主
伴
互
具
」
の
関
係
に
目
覚
め
、
そ
の
関
係
性
の
な
か
に
生
き
る
自
己
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
と
了
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
無
限
の
境
遇
に
対
向
す
る
心
と
し
て
、
満
之
が
『
骸
骨
』
で
確
か
め
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
宗
教
心
だ
け
で

は
な
い
。
道
理
心
（
英
訳
で
はreason
）
も
ま
た
、
無
限
に
対
向
す
る
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

無
限
に
対
向
す
る
も
の
は
宗
教
心
の
み
に
限
ら
ず
道
理
心
も
亦
無
限
に
関
係
し
得
る
に
非
ず
や　

曰
く
然
り
道
理
心
も
無
限
に
関
係
な

き
に
あ
ら
ず
（
…
中
略
…
）
其
中
に
於
て
唯
々
哲
学
は
道
理
心
の
無
限
に
関
係
す
る
区
域
を
表
す
る
な
り　

然
る
に
道
理
心
が
無
限
に
関

係
す
る
と
宗
教
心
が
無
限
に
関
係
す
る
と
は
大
に
異
な
り　

道
理
心
の
関
係
す
る
は
之
を
追
求
す
る
に
あ
り　

宗
教
心
の
関
係
す
る
は

之
を
受
用
す
る
に
あ
り 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
六
頁
）

「
道
理
心
」、
す
な
わ
ち
人
間
理
性
も
無
限
に
対
向
す
る
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
道
理
心
は
、
無
限
を
追
求
す
る
と
い
う
特
性
を

持
つ
。
こ
の
道
理
心
と
宗
教
心
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
『
骸
骨
』
で
は
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
哲
学
と
宗
教
の
関
係
を
論
じ

る
も
の
で
あ
り
、
本
論
で
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
。
今
は
、
満
之
が
、
宗
教
心
を
、
無
限
を
追
求
す
る
心
で
は
な
く
、
無
限
を
「
受
用
」（
英
訳

で
はbelieve

）
す
る
心
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
を
確
か
め
て
お
く
に
と
ど
め
た
い7
。
こ
の
確
認
に
基
づ
き
、
満
之
が
宗
教
心
を
「
無
限
の
境

遇
」
に
対
向
す
る
と
述
べ
る
そ
の
内
容
を
確
か
め
て
い
く
。
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『
骸
骨
』
第
三
章
の
「
霊
魂
論
」
で
、
満
之
は
、
無
限
に
対
向
す
る
心
、
宗
教
心
を
さ
ら
に
展
開
し
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
「
霊
魂
論
」

と
の
章
題
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
で
問
題
に
な
る
霊
魂
を
論
じ
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
元
来
、
仏
教
で
は
、
固
有
の
実
体
と

し
て
の
霊
魂
を
否
定
す
る
。
満
之
は
霊
魂
を
論
じ
る
際
、
霊
魂
有
形
説
（
世
上
一
般
に
流
布
す
る
、
固
有
の
実
体
と
し
て
の
霊
魂
の
存
在
を
肯
定
す

る
立
場
）、
霊
魂
無
形
説
（
人
間
の
精
神
作
用
は
、
す
べ
て
物
質
分
子
の
反
応
に
還
元
で
き
る
と
す
る
立
場
）、
霊
魂
自
覚
説
を
立
て
、
自
ら
は
霊
魂
自

覚
説
の
立
場
を
と
り
、
他
の
二
説
を
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
章
を
敢
え
て
立
て
る
満
之
の
意
図
は
、
当
時
の
世
上
に
お
け
る
「
こ
っ
く
り
」

の
流
行
に
つ
い
て
、
満
之
が
他
の
論
稿
で
問
題
に
す
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
問
題
は
当
時
だ
け
に
限
定
さ
れ

る
問
題
で
は
な
い
。
霊
魂
の
実
体
的
把
握
、
虚
無
的
把
握
に
つ
い
て
は
、
古
来
宗
教
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
章
を
立
て
て
敢
え
て
霊
魂
を
論
じ
る
満
之
に
は
、
霊
魂
有
形
説
に
基
づ
く
宗
教
観
、
霊
魂
無
形
説
に
基
づ
く
宗
教
批
判
と
い
う
問
題
が

見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
霊
魂
有
形
説
、
霊
魂
無
形
説
を
否
定
す
る
こ
と
の

意
義
は
、
そ
の
二
説
の
否
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
宗
教
観
」
を
否
定
し
、
削
ぎ
落
と
す
と
い
う
意
義
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。

　

満
之
は
、
自
ら
が
と
る
霊
魂
自
覚
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

精
神
作
用
は
多
種
多
様
な
り
と
雖
ど
も
之
を
一
括
し
て
覚
知
作
用
或
は
縁
慮
作
用
と
い
ふ
（
中
略
）
色
を
視
、
声
を
聴
く
を
初
と
し
て
喜

怒
、
想
考
、
願
望
、
等
一
切
の
作
用
は
（
中
略
）
皆
吾
人
各
自
の
心
識
之
を
為
す
な
り　

皆
吾
人
各
個
の
霊
魂
之
を
為
す
な
り　

之
を
自

覚
と
い
ふ　

然
れ
ば
則
ち
彼
の
霊
魂
な
る
も
の
は
此
自
覚
作
用
の
本
体
を
指
す
も
の
に
し
て
決
し
て
形
態
的
物
質
と
混
同
す
べ
か
ら
ず

 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
一
五—

六
頁
）

　

色
を
視
、
声
を
聴
き
、
喜
び
、
怒
り
、
様
々
に
考
え
、
願
い
を
起
こ
す
、
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
。
人
間
に
は
各
自
、
こ
の
よ
う
な
精
神

作
用
が
あ
り
、
外
界
の
現
象
を
覚
知
す
る
能
力
が
あ
る
。
そ
の
覚
知
の
主
体
を
満
之
は
「
霊
魂
」
と
い
う
言
葉
で
述
べ
る
。
何
か
を
自
覚
し

て
い
く
作
用
を
、
私
た
ち
は
心
の
は
た
ら
き
と
し
て
も
つ
。
ま
た
、

前
念
後
念
の
覚
知
が
同
一
体
に
記
憶
せ
ら
る
ゝ
の
み
な
ら
ず
数
年
数
十
年
の
間
に
身
体
の
物
質
は
新
陳
代
謝
す
る
も
其
間
の
覚
知
が
記
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臆
回
想
せ
ら
る
ゝ
已
上
は
茲
に
不
断
相
続
の
一
体
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り　

故
に
精
神
の
本
体
は
自
覚
の
一
体
即
ち
霊
魂
に
あ
り
と

謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
一
六
頁
）

と
述
べ
て
霊
魂
論
を
結
ぶ
。
覚
知
さ
れ
、
自
覚
さ
れ
た
こ
と
が
記
憶
回
想
さ
れ
る
。
こ
の
不
断
相
続
す
る
識
、
こ
れ
を
満
之
は
霊
魂
と
呼
ぶ8
。

そ
の
覚
知
の
主
体
、
心
の
は
た
ら
き
を
確
認
し
た
上
で
、「
不
断
相
續
す
る
一
体
」
で
あ
る
霊
魂
を
、
満
之
は
第
四
章
転
化
論
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

一
転
化
に
は
、
必
ず
其
前
後
の
状
態
を
貫
通
せ
る
一
体
の
存
す
る
を
基
本
と
す
る
こ
と
是
な
り 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
一
七
頁
）

こ
の
よ
う
な
一
体
貫
通
の
原
理
を
定
義
す
る
満
之
の
関
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
、
霊
魂
に
は
様
々
な
認
識
を
統
合
し
、
記
憶

回
想
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
た
め
か
。
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
次
の
文
に
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

転
迷
開
悟
と
い
ひ
修
因
感
果
と
い
ふ
は
畢
竟
転
化
作
用
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
之
を
貫
通
す
る
一
体
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り　

何
も
の
か
迷

悟
し
何
も
の
か
修
感
す
る　

他
な
し
吾
人
各
自
の
霊
魂
是
な
り　

即
ち
霊
魂
は
迷
悟
を
貫
通
し
因
果
を
貫
通
せ
る
一
体
た
る
な
り

 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
一
七—

八
頁
）

こ
こ
で
、
明
確
に
満
之
は
仏
教
に
い
う
「
転
迷
開
悟
」「
修
因
感
果
」
と
い
う
転
化
に
お
い
て
貫
通
す
る
一
体
を
霊
魂
と
呼
ぶ
と
言
う
。
さ
ら

に
満
之
は
、「
転
化
」
に
つ
い
て
、
有
限
よ
り
無
限
に
向
か
う
こ
と
を
進
化
、
無
限
よ
り
有
限
に
向
か
う
こ
と
を
退
化
と
い
う
と
確
か
め
て
、

特
に
個
々
の
有
限
は
各
々
別
体
あ
り
と
い
ふ
と
雖
ど
も
其
は
唯
々
前
に
言
ふ
所
の
単
一
に
就
て
い
ふ
の
み　

若
し
其
本
真
の
実
体
に
至

り
て
は
唯
一
の
無
限
体
な
れ
ば
各
有
限
が
実
は
無
限
の
も
の
た
る
な
り
（
…
中
略
…
）
此
関
係
は
吾
人
霊
魂
の
開
発
に
よ
り
て
始
て
生
じ

た
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
本
来
本
具
の
関
係
た
る
な
り　

而
し
て
吾
人
霊
魂
の
開
発
は
此
本
来
本
具
の
関
係
を
覚
知
す
る
に
在
る
な
り

 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
二
三—

四
頁
）

と
述
べ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
本
来
は
唯
一
の
無
限
体
と
し
て
相
依
相
待
の
関
係
に
あ
り
、
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
と
い
う
関
係
に
お
い

て
存
在
す
る
。
こ
の
関
係
は
、
私
た
ち
の
霊
魂
、
す
な
わ
ち
自
覚
作
用
の
開
発
に
よ
っ
て
始
め
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、「
本
来
本
具
の
関
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係
」
で
あ
る
と
言
う
。
本
来
的
関
係
な
の
で
あ
る
と
。
さ
ら
に
は
、「
吾
人
霊
魂
の
開
発
」、
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
心
が
開
か
れ
発
達
し
て

い
く
の
は
、
こ
の
本
来
的
な
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
の
関
係
を
覚
知
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
課
題
で
あ
る
「
転
迷
開

悟
」（
迷
い
を
転
じ
て
悟
り
を
開
く
こ
と
）
を
論
じ
る
こ
と
と
同
一
の
こ
と
と
し
て
満
之
に
了
解
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
自
己

存
在
の
本
来
的
在
り
方
に
目
覚
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
私
た
ち
の
宗
教
心
が
無
限
に
対
向
す
る
こ
と
の
内
容
と
し
て
満
之
は
述
べ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
骸
骨
』
第
六
章
「
安
心
修
徳9
」
に
満
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

安
心
或
は
信
心
は
（
…
中
略
…
）
吾
人
有
限
が
無
限
の
存
在
を
覚
信
し
之
に
由
て
其
有
限
の
境
界
よ
り
進
ん
で
無
限
の
境
界
に
到
達
し
得

べ
き
こ
と
を
認
信
し
一
心
の
安
泰
を
得
る
こ
と
な
り 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
二
八
頁
）

私
た
ち
が
無
限
と
い
う
本
来
的
関
係
を
覚
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
有
限
の
境
遇
よ
り
無
限
の
境
界
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
私
た
ち
が
個
々
別
々
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
迷
妄
が
転
ぜ
ら
れ
て
、
関
係
性
の
中
に
あ
る
自
己
と
い
う
目
覚
め
に
進

む
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
仏
教
（
満
之
は
自
力
門
、
他
力
門
を
問
わ
ず
、
と
言
う
）
に
お
け
る
安
心
で
あ
る
と
言
う
。

成
道
往
生　

吾
人
有
限
が
（
…
中
略
…
）
大
覚
覚
了
し
て
無
限
の
妙
境
界
に
到
達
す　

之
を
成
道
或
は
往
生
と
い
ふ　

蓋
し
自
力
門
に
成

道
と
い
ひ
他
力
門
に
は
往
生
と
い
ふ 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
三
〇
頁
）

「
大
覚
覚
了
」
と
は
、
私
た
ち
が
無
限
の
境
遇
に
目
覚
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
関
係
性
の
中
に
あ
る
こ
と
を
自
覚

す
る
こ
と
、
そ
れ
が
無
限
の
妙
境
界
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
。
こ
こ
で
「
之
を
成
道
或
は
往
生
と
い
ふ　

蓋
し
自
力
門
に
成
道
と
い
ひ

他
力
門
に
は
往
生
と
い
ふ
」
と
、
満
之
は
仏
教
の
術
語
を
用
い
て
述
べ
て
い
く
。
仏
教
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
成
道
」「
往
生
」
の
内
容
を
、

満
之
は
簡
潔
に
こ
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
私
た
ち
は
普
段
、
他
者
と
個
々
別
々
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
う
で
は

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
相
依
相
待
の
関
係
、
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
の
関
係
に
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
て
い
く
。
仏
教
で
言
う

「
成
道
」「
往
生
」
の
内
容
を
満
之
は
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
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続
け
て
、
満
之
は
「
楽
土
」
と
い
う
項
目
で
、

楽
土　

無
限
の
妙
境
界
は
吾
人
の
得
て
説
き
能
は
ざ
る
所
な
り
と
雖
ど
も
之
を
比
説
し
て
至
楽
の
境
界
或
は
楽
土
と
い
ふ　

又
安
楽
、

浄
土
、
無
上
涅
槃
、
等
と
も
名
く　

蓋
し
霊
魂
開
発
の
極
点
な
り 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
三
一
頁
）

と
述
べ
る
。
満
之
が
無
限
の
境
界
、
あ
る
い
は
無
限
の
境
遇
と
言
う
時
に
、
そ
れ
は
仏
教
に
言
う
無
上
涅
槃
界
と
し
て
の
浄
土
を
表
現
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
顕
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
無
限
の
妙
境
界
は
、
こ
こ
ま
で
確
か
め
て
き
た
よ
う
に
、
特
に
何
か
私

た
ち
の
世
界
と
は
離
れ
た
世
界
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
死
後
の
世
界
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
関
係
性
の
中
に
あ
る
こ
と
を
説
き
あ
ら

わ
し
た
世
界
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
に
目
覚
め
た
も
の
に
開
か
れ
る
世
界
と
し
て
満
之
は
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ

の
こ
と
を
満
之
は
「
蓋
し
霊
魂
開
発
の
極
点
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
押
さ
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
こ
と
と
し
て
無
限
の
境
遇

と
い
う
こ
と
と
、
無
限
の
境
遇
に
私
た
ち
の
宗
教
心
が
向
か
う
と
い
う
こ
と
を
満
之
は
『
骸
骨
』
の
中
で
論
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
骸
骨
』
を
概
観
し
て
き
た
が
、
満
之
は
無
限
の
境
界
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
、
事
象
や
存
在
と
の
関
係
性
の
中
に
あ
る
自

己
に
目
覚
め
る
こ
と
を
、
無
限
の
境
遇
に
私
た
ち
の
宗
教
心
が
向
か
う
そ
の
内
容
と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。
で
は
、
こ

の
目
覚
め
が
私
た
ち
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
。
次
の
文
を
見
て
お
き
た
い
。
同
じ
「
安
心
修
徳
」
に
述
べ
ら
れ
る
文
で
あ
る
。

今
無
限
界
の
住
者
は
無
限
即
ち
万
有
全
体
を
以
て
己
が
任
と
し　

万
有
の
痛
苦
を
以
て
己
の
痛
苦
と
し　

万
有
の
歓
楽
を
以
て
己
の
歓

楽
と
し　

万
有
の
本
体
を
以
て
己
が
本
体
と
な
し　

以
て
無
限
美
妙
の
霊
活
を
営
む
も
の
と
謂
ふ
べ
き
歟 

（『
全
集
』
第
一
巻
・
三
二
頁
）

「
無
限
界
」
と
は
前
の
文
章
で
確
か
め
た
安
楽
浄
土
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
無
限
界
の
住
者
と
は
、
浄
土
の
世
界
に
生
き
る
者
は
、

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。「
万
有
全
体
」
と
は
、
簡
潔
に
言
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
の
世
界
に
生
き
る
者
は
、
あ

ら
ゆ
る
他
者
の
痛
み
苦
し
み
を
自
ら
の
痛
み
苦
し
み
と
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
歓
び
楽
し
み
を
自
ら
の
歓
び
楽
し
み
で
あ
る
と
す
る
。
あ

ら
ゆ
る
存
在
が
抱
え
て
い
る
責
任
を
自
ら
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
存
在
そ
の
も
の
を
自
ら
と
同
じ
重
み
を
持
つ
存
在
で

あ
る
と
見
出
し
て
い
く
と
い
う
内
容
の
文
で
あ
る
。



81

真宗総合研究所研究紀要　第₃₂号
　

満
之
は
、
宗
教
心
が
無
限
の
境
遇
に
対
向
す
る
こ
と
の
中
身
を
、
神
、
仏
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
漠
然
と
し
た
概
念
で
は
な
く
、
人
間
の

生
き
方
に
関
わ
る
目
覚
め
の
問
題
と
し
て
『
骸
骨
』
の
中
で
論
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
目
覚
め
に
お
い
て
他
者
の
痛
み
苦
し
み
、

歓
び
に
共
感
す
る
生
き
方
が
開
か
れ
て
い
く
と
、
満
之
は
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て
い
え
ば
、
自
分
の
周
り

に
存
在
す
る
他
者
の
問
題
や
世
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
問
題
に
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
う
の
か
と
い
う
生
き
方
に
関
わ
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ら
を
自
分
と
無
関
係
の
問
題
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
く
生
き
方
で
は
な
く
、
問
題
に
向
き
合
い
深
く
関
わ
る
生
き
方
。
そ
う
い
う
生
き
方

を
我
々
に
開
示
す
る
こ
と
と
し
て
、『
骸
骨
』
で
は
「
宗
教
心
が
無
限
に
対
向
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
満
之
は
論
じ
て
い
る
。
満
之
は
宗
教
心

が
無
限
に
対
向
す
る
こ
と
の
内
実
を
、
自
ら
の
生
き
方
に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
と
し
て
論
じ
て
い
く
。
そ
れ
が
『
骸
骨
』
に
底
流

す
る
満
之
の
宗
教
観
の
内
実
で
あ
る
。

二

『
骸
骨
』
執
筆
か
ら
三
年
後
の
明
治
二
十
八
年
、
満
之
は
「
在
床
懺
悔
録
」
と
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
と
い
う
書
物
を
著
す
。
後
者

は
、「
哲
学
骸
骨
」
と
い
う
言
葉
の
重
な
り
か
ら
も
、『
骸
骨
』
と
同
一
の
思
想
体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
広
く
宗
教
全
般
で

は
な
く
、「
他
力
門
」
に
限
定
し
て
満
之
が
論
じ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
他
力
門
と
は
浄
土
門
、
す
な
わ
ち
浄
土
真
宗
の
教
え
で
あ
る

が
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
哲
学
的
な
思
索
を
通
し
て
確
か
め
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
書
物
で
あ
る
。

　

こ
の
著
作
の
冒
頭
に
満
之
は
「
宗
教
は
何
物
な
る
や
。」
と
い
う
問
い
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
『
骸
骨
』
に
お
け
る
「
宗
教
の

定
義
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
宗
教
」
観
に
つ
い
て
、『
骸
骨
』
の
思
索
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

宗
教
ハ
何
物
ナ
ル
ヤ
（
…
中
略
…
）
要
ス
ル
ニ
区
々
ノ
定
義
其
言
説
甚
ダ
多
様
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
其
目
的
ト
ス
ル
所
ニ
ア
リ
テ
ハ
彼
此
一
様

ニ
皆
安
心
立
命
ヲ
求
ム
ル
ヲ
以
テ
極
致
ト
ス
ル
ニ
ア
ル
カ
如
シ
（
…
中
略
…
）
精
神
ノ
本
源
ニ
就
テ
安
心
立
命
ノ
大
楽
ヲ
与
タ
ル
宗
教
ハ

是
レ
則
チ
必
須
不
可
欠
ノ
要
法
ナ
リ
ト
云
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ　

宗
教
ハ
内
心
ノ
不
安
ヲ
除
テ
心
源
ヨ
リ
大
安
ニ
住
セ
シ
メ
ン
ト
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ス
ル
モ
ノ
ナ
リ 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
四
一—

二
頁
）

こ
こ
で
は
『
骸
骨
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
安
心
立
命
」
と
い
う
言
葉
で
宗
教
の
「
極
致
」
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。「
安
心
立
命
」
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
に
は
、「
人
力
を
尽
く
し
て
そ
の
身
を
天
命
に
任
せ
、
ど
ん
な
場
合
に
も
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
。

天
命
を
知
っ
て
心
を
平
安
に
保
ち
、
く
だ
ら
な
い
こ
と
に
心
を
動
か
さ
な
い
こ
と
。
悟
り
の
境
地
に
到
達
し
て
真
の
心
の
安
ら
ぎ
を
得
、
主

体
性
を
確
立
す
る
こ
と
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
安
心
」
の
項
）
な
ど
、
辞
書
的
な
意
味
、
語
義
解
釈
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
満

之
は
具
体
的
に
「
宗
教
は
内
心
の
不
安
を
除
て
、
心
源
よ
り
大
安
に
住
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
る
。
私
た
ち
の
「
精
神
の
本

源
」
に
「
安
心
立
命
の
大
楽
」
を
与
え
る
の
が
「
宗
教
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
内
心
の
不
安
」
を
除
い
て
、「
心
源
」
よ
り
「
大
安
に
住
せ
し

め
ん
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
満
之
は
「
安
心
立
命
の
大
楽
」
を
、
私
た
ち
が
心
の
源
か
ら
大
い
な
る
安
ら
ぎ
に
住
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
は
人
生
に
お
け
る
「
必
須
」
に
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
法
で
あ
る
と
言
う
。
で
は
、「
安
心
立
命
」

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
に
成
り
立
つ
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
満
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

安
心
立
命
ハ
無
限
ノ
境
遇
ニ
対
シ
テ
精
神
ヲ
適
合
ス
ル
ニ
ア
ル 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
四
四
頁
）

こ
こ
で
は
『
骸
骨
』
の
思
索
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
内
な
る
不
安
を
除
い
て
心
の
源
か
ら
大
い
な
る
安
ら
ぎ
に
人
間
を
導
く
も
の
は
、「
無

限
の
境
遇
」
に
精
神
を
適
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
満
之
は
言
う
。
そ
れ
は
『
骸
骨
』
で
満
之
が
提
起
し
た
「
有
機
組
織
」「
主
伴

互
具
」
に
私
た
ち
が
目
覚
め
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
で
は
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
無
限
の
境
遇
に
精
神
を
適
合
し
て
い
く

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
、
満
之
は
了
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
、
こ
の
問
題
は
、
当
時
の
満
之
に
お
け
る
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
次
の
記
述
か
ら
明
瞭
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

有
限
個
立
的
ノ
宿
習
ハ
尚
オ
其
ノ
習
慣
惰
勢
ヲ
奮
テ
、
常
ニ
此
ノ
主
伴
互
具
ノ
関
係
ヲ
壅
蔽
セ
ン
ト
シ
ツ
ヽ
ア
ル
ヲ
免
レ
サ
ル
ナ
リ

 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
一
一
頁
）

こ
れ
は
、「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
執
筆
の
直
前
に
満
之
が
記
し
た
「
在
床
懺
悔
録
」
の
一
文
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
様
の
課
題
を
示
す
文
を
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こ
の
時
期
、
満
之
は
書
簡
に
認
め
て
い
る11
。
こ
の
一
文
は
、
主
伴
互
具
の
関
係
性
を
生
き
て
い
る
自
己
の
事
実
を
教
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、

と
い
う
前
提
に
立
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
有
限
個
立
的
の
宿
習
」
と
は
、
か
ね
て
よ
り
の
習
慣
性
に
よ
っ
て
身
に
つ
い
て
い
る
考
え
方
の

こ
と
で
あ
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
個
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
迷
妄
な
る
意
識
が
、
常
に
主
伴
互
具
の
関

係
を
お
お
い
か
く
し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
意
識
を
我
々
は
容
易
に
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
と
い
う
相
依

相
待
の
関
係
に
あ
り
、
相
互
に
支
え
ら
れ
て
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
も
、
私
た
ち
は
個
々
別
々
に
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う

迷
妄
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
関
係
性
の
中
に
生
き
る
自
己
を
見
失
い
つ
つ
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る11
。

　

こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
満
之
は
、
万
有
と
の
関
係
性
の
中
に
あ
る
こ
と
を
見
失
う
事
実
を
、
仏
教
の
術
語
で
あ
る
「
無
明
」
と
い
う
言

葉
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
く
。

无
明
ハ
到
底
有
限
智
ノ
説
尽
シ
得
ル
所
ニ
ア
ラ
ズ
（
…
中
略
…
）
其
実
体
ノ
有
无
ヲ
問
フ
ニ
有
ト
云
フ
可
カ
ラ
ズ
无
ト
云
フ
能
ハ
ズ　

何

ン
ト
ナ
レ
ハ
无
限
ノ
眼
ヨ
リ
見
レ
ハ
其
体
ア
ル
可
カ
ラ
ズ
ト
雖
ト
モ
有
限
ノ
目
ヨ
リ
視
レ
ハ
其
体
ナ
シ
ト
云
フ
能
ハ
サ
レ
バ
ナ
リ　

乃

チ
有
限
ノ
方
ヨ
リ
无
限
ニ
対
ス
ル
関
係
ヲ
審
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
到
底
之
ヲ
尽
ス
能
ハ
サ
ル
ナ
リ 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
九
一
頁
）

満
之
は
、
私
た
ち
有
限
者
の
方
か
ら
無
限
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
果
し
遂
げ
ら
れ
な
い
と
断
言
す
る
。
関
係
性
の
中
に

生
き
る
自
己
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
れ
ば
、
理
論
と
し
て
納
得
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
常
に
そ
の
こ
と
を
見
失
う
の
が
私
た
ち
の
現
実
で
あ

る
と
。
そ
れ
が
人
間
の
実
際
で
あ
り
、
仏
教
が
説
く
無
明
で
あ
る
と
満
之
は
言
う
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
、
関
係
性
の
中
に
生
き
る
自
己
に
目
覚
め
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
人
間
は
生
き
て
い
け
る
し
、
日
常
生
活
を
送
れ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
有
機
組
織
、

主
伴
互
具
の
関
係
を
生
き
る
自
己
を
見
失
う
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
人
間
の
生
き
方
を
生
み
出
す
の
か
に
つ
い
て
満
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
く
。

心
霊
ノ
実
際
的
行
為
ニ
於
テ
ハ
茲
ニ
自
利
ト
利
他
ト
自
害
ト
害
他
ト
ノ
四
類
ヲ
生
ス
（
…
中
略
…
）
蓋
シ
有
限
ハ
各
々
箇
別
ノ
観
ニ
住
シ
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テ
動
モ
ス
レ
ハ
他
ヲ
以
テ
讐
仇
ニ
ア
ラ
ズ
モ
利
害
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ト
見
傚
ス
ヲ
免
カ
レ
ス　

故
ニ
自
害
害
彼
ノ
弊
ヲ
脱
ス
ル
能
ハ
サ

ル
ナ
リ 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
六
四—

六
五
頁
）

私
た
ち
の
実
際
上
の
行
為
に
は
、
自
利
と
利
他
と
自
害
と
害
他
と
の
四
類
を
生
じ
る
と
い
う
。
有
限
は
、「
各
々
箇
別
の
観
に
住
し
て
」、
つ

ま
り
、
個
々
別
々
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
他
者
を
敵
で
あ
る
と
ま
で
思
わ
な
く
と
も
利
害
得
失
を
異
に
す
る
存
在
と
見
な
す

こ
と
を
免
が
れ
な
い
、
と
い
う
。
好
ま
し
い
対
象
を
別
の
人
と
奪
い
あ
う
。
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
は
他
者
と
押
し
付
け
あ
う
。

人
や
物
事
、
あ
る
い
は
任
せ
ら
れ
る
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
も
、
自
分
と
他
者
と
は
利
害
得
失
を
異
に
す
る
と
見
な
す
こ
と
を
免
が
れ
な
い
と

い
う
。
そ
れ
故
に
「
自
害
害
彼
の
弊
を
脱
す
る
能
は
ざ
る
な
り
」
と
。
自
ら
を
害
し
他
者
を
害
し
て
い
く
と
い
う
生
き
方
。
そ
う
い
う
弊
害

を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
の
中
で
、
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
と
い
う
関
係
性
の
中
に
生
き
る
こ
と
を
、
特

に
考
え
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
見
失
う
こ
と
が
自
ら
を
損
な
い
他
者
を
損
な
う
関
係
性
を
生

み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
、
と
言
う
。
物
事
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
で
生
じ
る
生
き
方
の
相
違
、
こ
の
こ
と
を
満
之
は
問
題
に
す
る

の
で
あ
る
。

　

個
々
別
々
に
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
迷
妄
（「
各
々
箇
別
の
観
」）
が
生
み
出
す
生
き
方
、
そ
れ
は
自
害
害
他
す
る
生
き
方
で
あ
る
。

自
ら
を
損
な
い
、
他
者
の
尊
厳
を
も
傷
つ
け
て
い
く
生
き
方
を
生
み
だ
し
て
い
く
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

有
限
全
般
ニ
関
ス
ル
要
義
ヲ
略
述
ス
レ
バ
有
限
ノ
生
存
ハ
有
限
ニ
シ
テ
其
前
際
後
際
共
ニ
限
界
ア
ル
ヤ
勿
論
ナ
リ　

夫
レ
然
リ
故
ニ
過

去
ヲ
追
想
ス
レ
ハ
無
量
ノ
生
死
ア
リ
シ
ヲ
否
ス
ル
能
ハ
ス　

未
来
ヲ
推
考
ス
レ
ハ
無
量
ノ
流
転
ア
ル
ヲ
拒
ム
能
ハ
サ
ル
ナ
リ　

之
ヲ
名

ケ
テ
無
始
曠
劫
未
来
永
劫
ノ
流
転
輪
廻
ト
云
フ 

（「『
全
集
』
第
二
巻
・
八
六
頁
）

有
限
者
は
、
過
去
に
は
「
無
量
の
生
死
」、
未
来
に
は
「
無
量
の
流
転
」
が
あ
る
と
い
う
。「
生
死
」「
流
転
」
と
は
、
仏
教
で
迷
い
の
生
を
繰

り
返
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
過
去
を
追
想
し
て
も
迷
い
の
在
り
方
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
未
来
を
推
し
は
か
る
と
、
迷
い
の
在
り
方
を
繰
り

返
し
て
い
く
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
有
限
者
で
あ
る
私
た
ち
は
、「
各
々
箇
別
の
観
」
に
立
ち
利
害
得
失
を
中
心
に
生
き
る
限
り
、
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自
害
害
他
す
る
迷
い
の
生
を
生
き
る
ほ
か
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
の
現
実
を
見
据
え
た
上
で
「
在
床
懺
悔
録
」
で
、
満
之
は
次
の
よ
う
な
思
索
を
す
る
。

阿
弥
陀
如
来
ハ
其
本
久
遠
実
成
ノ
古
仏
ニ
シ
テ
諸
仏
ノ
本
師
本
仏
（
本
師
本
仏
ノ
詳
義
別
ニ
考
求
ス
ベ
シ
）
仏
陀
中
ノ
元
祖
ナ
リ　

常
ニ
無

縁
ノ
大
悲
ニ
促
サ
レ
テ
度
心
遣
ル
方
ナ
ク　

茲
ニ
一
大
方
便
ニ
ヨ
リ
現
シ
テ
法
蔵
比
丘
ト
ナ
リ
第
五
十
四
仏
（
世
自
在
王
仏
）
ノ
所
ニ
於

テ
発
心
立
誓
シ
非
常
ノ
修
行
成
就
シ
テ
遂
ニ
吾
人
往
生
ノ
大
途
ヲ
開
キ
玉
ヘ
リ 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
六
頁
）

他
力
門
、
つ
ま
り
浄
土
の
教
え
に
お
け
る
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
本
願
と
そ
の
成
就
に
つ
い
て
述
べ
る
文
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
は
、
あ
ら
ゆ

る
仏
の
元
祖
で
あ
り
、
苦
悩
の
衆
生
、
人
間
の
在
り
方
を
大
悲
す
る
心
に
促
さ
れ
て
、「
度
心
」、
す
な
わ
ち
苦
悩
の
衆
生
を
救
お
う
と
す
る

願
心
を
発
し
、
願
を
実
現
す
る
行
を
成
就
し
て
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
浄
土
往
生
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
、
と
言
う
。
そ
の

内
容
を
、
満
之
は
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
で
は
、「
無
限
の
方
便
」
と
し
て
論
じ
て
い
く
。
今
の
文
章
に
、「
茲
に
一
大
方
便
に
よ
り
」

と
い
う
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
便
と
は
ど
う
い
う
内
容
か
と
い
う
こ
と
を
満
之
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。方

便
ハ
無
限
ノ
真
相
ヨ
リ
出
テ
ヽ
有
限
ノ
当
相
ヲ
完
収
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ　

乃
チ
無
限
ヨ
リ
出
テ
ヽ
有
限
ニ
接
シ
有
限
ヲ
転
シ

テ
無
限
ナ
ラ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
六
九—

七
〇
頁
）

有
機
組
織
、
主
伴
互
具
と
い
う
関
係
性
に
目
覚
め
る
こ
と
な
く
生
き
る
「
有
限
の
当
相
」。
こ
れ
は
私
た
ち
人
間
の
現
実
で
あ
る
。
そ
の
有
限

の
現
実
に
接
触
し
て
、
有
限
者
を
無
限
へ
と
導
い
て
い
く
の
が
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
無
限
に
導
く
と
は
、『
骸
骨
』
で
確
か
め
た

内
容
で
あ
る
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
と
い
う
関
係
性
の
中
に
あ
る
自
己
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
導
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
阿
弥
陀
仏
は
、
自

ら
の
利
害
を
優
先
し
て
自
他
共
に
傷
つ
け
合
っ
て
い
く
生
き
方
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
限
の
衆
生
を
悲
し
む
心
か
ら
、
願
い
を
発
こ

す
。
有
限
者
の
生
き
方
の
痛
ま
し
さ
を
気
づ
か
せ
よ
う
と
い
う
願
い
と
言
う
べ
き
か
。
自
ら
の
生
き
方
の
痛
ま
し
さ
に
無
自
覚
な
有
限
者
に

対
す
る
願
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
同
内
容
の
こ
と
を
満
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。



清沢満之と「宗教」

86

絶
対
无
限
ハ
凝
然
真
如
ナ
リ　

相
対
无
限
ハ
随
縁
真
如
ナ
リ　

凝
然
真
如
ハ
其
名
ノ
如
ク
湛
然
ト
シ
テ
不
作
一
法
ナ
リ　

随
縁
真
如
モ

亦
其
名
ノ
如
ク
縁
ニ
随
テ
造
作
諸
法
ナ
リ　

今
有
限
ノ
衆
生
ヲ
縁
ト
シ
テ
大
悲
ノ
方
便
ヲ
垂
ル
ヽ
ハ
則
チ
此
随
縁
真
如
ノ
妙
用
ナ
リ

（
…
中
略
…
）
吾
人
各
箇
ガ
必
ス
大
涅
槃
ニ
到
達
シ
得
ヘ
キ
証
拠
ハ
何
処
ニ
ア
ル
ヤ　

真
如
随
縁
ノ
理
ニ
就
テ
流
転
門
ニ
於
テ
万
差
ト

顕
現
セ
ル
諸
法
ハ
還
滅
門
ニ
於
テ
同
一
本
元
ニ
還
帰
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
必
然
ア
ル
ニ
由
ル
（
…
中
略
…
）
尚
他
力
門
ニ
ハ
不
変
真
如
随

縁
真
如
ヲ
法
身
上
ニ
区
別
シ
テ
法
性
法
身
方
便
法
身
ト
トマ

マ

云
フ　

其
方
便
法
身
ト
ハ
因
果
的
報
身
仏
ナ
リ

 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
七
四—

五
頁
）

満
之
は
『
大
乗
起
信
論
』「
心
真
如
門
」
の
文
言
を
踏
ま
え
、「
絶
対
無
限
」
に
対
し
て
「
相
対
無
限
」
と
い
う
独
創
的
な
言
葉
を
用
い
て
思

索
を
展
開
し
て
い
く
。「
絶
対
無
限
」
と
は
「
不
動
不
作
」
な
る
真
如
の
根
源
、
す
な
わ
ち
「
凝
然
真
如
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
相
対

無
限
」
と
は
無
明
存
在
と
し
て
の
有
限
の
衆
生
を
縁
と
し
た
大
悲
方
便
、
つ
ま
り
衆
生
救
済
を
目
的
と
す
る
無
限
の
相
対
的
な
世
界
へ
の
は

た
ら
き
を
意
味
す
る
「
随
縁
真
如
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
真
如
の
「
随
縁
」
の
は
た
ら
き
を
、「
随
縁
真
如
の
妙
用
」
で
あ
る
と
い
う
。

　

無
明
存
在
と
し
て
の
有
限
の
衆
生
の
具
体
的
在
り
方
は
、「
各
々
箇
別
の
観
」
に
立
ち
、
自
害
害
他
す
る
こ
と
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

在
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
を
縁
と
し
て
阿
弥
陀
仏
は
大
悲
の
方
便
を
垂
れ
る
と
。
そ
の
は
た
ら
き
を
、「
随
縁
真
如
の
妙
用
」
で
あ
る
と
言
う
。

自
己
の
本
来
的
存
在
の
在
り
方
を
見
失
い
生
き
る
有
限
の
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
、
本
来
的
存
在
の
在
り
方
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
は

た
ら
き
が
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
他
力
門
、
つ
ま
り
浄
土
の
教
え
で
は
そ
れ
を
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
本
願
と

言
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
力
門
ノ
信
行
ハ
今
正
ニ
其
説
明
ヲ
為
ス
可
キ
所
ナ
リ　

蓋
シ
此
信
行
ハ
是
レ
正
シ
ク
前
項
所
説
ノ
妄
見
ノ
根
本
ヲ
控
除
ス
ル
モ
ノ
ナ

リ　

其
様
如
何
ト
云
フ
ニ
此
信
行
是
レ
正
シ
ク
有
限
无
限
ノ
関
係
ヲ
覚
知
ス
ル
（
即
チ
无
限
ノ
大
悲
ヲ
覚
知
ス
ル
）
ヨ
リ
起
レ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
全
ク
悟
道
ノ
源
底
ニ
達
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
九
三
頁
）

　

有
限
無
限
の
関
係
を
覚
知
す
る
こ
と
を
、「
無
限
の
大
悲
を
覚
知
す
る
」
と
言
い
、
こ
れ
が
他
力
門
に
お
け
る
信
心
で
あ
る
と
満
之
は
言
う
。
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浄
土
真
宗
に
お
け
る
信
心
、「
開
校
の
辞
」
で
言
え
ば
、「
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
」
と
い
う
際
の
「
自
信
」
の
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

満
之
の
言
う
「
自
信
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
を
覚
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
関
係
性
の
中
に
生
き
る
自
己
を
見
失
い
な

が
ら
生
き
て
い
る
こ
と
の
痛
ま
し
さ
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
願
い
が
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
願
で
あ
る
。
そ
の
大
悲
を
覚
知
す
る
こ
と
で
、

有
限
者
と
し
て
の
自
己
に
目
覚
め
る
こ
と
と
、
か
つ
同
時
に
本
来
的
な
在
り
方
で
あ
る
有
機
組
織
・
主
伴
互
具
の
関
係
性
の
中
を
生
き
る
自

己
に
目
覚
め
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
を
覚
知
す
る
こ
と
の
内
容
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
の
信
心
を
、
満
之
は

そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

有
限
無
限
ノ
関
係
ニ
就
テ
之
ヲ
云
ハ
ン
カ　

有
限
ガ
一
旦
無
限
ニ
対
ス
ル
関
係
ヲ
認
得
ス
ル
ヤ
翻
テ
前
ノ
有
限
箇
立
ノ
思
念
ニ
返
ル
能

ハ
ズ　

主
伴
互
具
ノ
関
係
ハ
湛
然
ト
シ
テ
不
動
ナ
ル　

是
レ
所
謂
不
退
転
ノ
義
相
ナ
リ 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
二
四
頁
）

有
限
者
が
無
限
と
の
関
係
を
認
め
得
た
な
ら
ば
、
我
々
は
、
個
々
に
独
立
し
て
別
々
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
思
い
に
返
る
こ
と
は
な
い
。

主
伴
互
具
の
関
係
は
湛
然
と
し
て
不
動
で
あ
る
。
満
之
は
こ
れ
を
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
不
退
転
」
の
義
相
で
あ
る
と
い
う
。
不
退
転
は
仏

教
の
術
語
で
あ
り
、
ま
た
、
多
様
な
語
義
を
持
つ
言
葉
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
い
説
明
を
避
け
る12
。
し
か
し
、
一
点
、
満
之
が
「
他

力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
に
お
い
て
考
察
す
る
浄
土
の
教
え
に
お
い
て
、
親
鸞
が
真
実
教
と
仰
ぐ
『
仏
説
無
量
寿
経
』
で
は
、
こ
の
不
退
転
が
、

国
中
人
天
、
す
な
わ
ち
、
浄
土
の
利
益
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
満
之
が
、

か
ね
て
の
べ
て
き
た
主
伴
互
具
の
思
想
を
、
浄
土
の
「
三
種
荘
厳
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
察
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

三
種
ノ
荘
厳
（
引
用
者
注
：
浄
土
）
ハ
是
レ
万
有
ノ
成
立
上
ニ
必
然
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス　

其
所
由
如
何
ト
云
フ
ニ
抑
万
有
ハ
是
レ
有
機

的
組
織
ニ
存
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
状
様
之
ヲ
主
伴
互
具
ノ
関
係
ト
云
フ
（
骸
骨
有
機
組
織
主
伴
互
具
ノ
項
参
照
）

 

（『
全
集
』
第
二
巻
・
八
一
頁
）

「
三
種
の
荘
厳
」
と
は
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
や
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
に
説
示
さ
れ
る
浄
土
の
様
相
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
是
れ
万
有
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の
成
立
上
に
必
然
な
る
も
の
な
り
と
す
」
と
言
い
、
そ
の
理
由
を
万
有
は
本
来
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
の
関
係
を
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る

と
言
う
。
つ
ま
り
、
満
之
は
浄
土
を
万
有
の
本
来
的
関
係
性
で
あ
る
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
の
関
係
を
説
き
表
し
た
も
の
と
し
て
了
解
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
満
之
が
『
骸
骨
』
に
無
限
の
境
遇
を
浄
土
と
述
べ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
了
解
で
あ
る
。
こ
の
了
解
が
適
切
か

否
か
と
い
う
こ
と
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
了
解
が
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
に
お
い
て
、
満

之
が
他
力
門
、
浄
土
の
教
え
に
つ
い
て
思
索
し
た
内
容
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
実
際
生
活
上
の

具
体
的
な
生
き
方
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
な
さ
れ
た
思
索
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三

　

満
之
の
日
記
「
臘
扇
記
」
の
思
索
を
見
て
お
き
た
い
。
非
常
に
有
名
な
文
章
で
あ
る
が
、「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
の
思
索
に
直
結
す
る

内
容
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
視
点
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
い13
。

自
己
ト
ハ
何
ソ
ヤ　

是
レ
人
世
ノ
根
本
的
問
題
ナ
リ　

自
己
ト
ハ
他
ナ
シ
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
シ
テ
任
運
ニ
法
爾
ニ
此
境
遇
ニ
落

在
セ
ル
モ
ノ
即
チ
是
ナ
リ
（
…
中
略
…
）
絶自
覚
ノ
内
容
ナ
リ
―（
此
自
覚
ナ
キ
モ
ノ
ハ
吾
人
ノ
与
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
）

対
吾
人
ニ
賦
与
ス
ル
ニ
善
悪
ノ
観
念
ヲ
以
テ
シ
避
悪
就
善
ノ
意
志
ヲ
以
テ
ス　

所
謂
悪
ナ

ル
モ
ノ
モ
亦
絶
対
ノ
セ
シ
ム
ル
所
ナ
ラ
ン　

然
レ
ト
モ
吾
人
ノ
自
覚
ハ
避
悪
就
善
ノ
天
意
ヲ
感
ス　

是
レ
道
徳
ノ
源
泉
ナ
リ　

吾
人
ハ

喜
ン
テ
此
事
ニ
従
ハ
ン

　

何
モ
ノ
カ
善
ナ
ル
ヤ　

何
モ
ノ
カ
悪
ナ
ル
ヤ　

他
ナ
シ　

吾
人
ヲ
シ
テ
絶
対
ヲ
忘
レ
サ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
是
レ
善
ナ
リ　

吾
人
ヲ
シ
テ

絶
対
ニ
背
カ
シ
ム
ル
モ
ノ
是
レ
悪
ナ
リ　

而
シ
テ
絶
対
ハ
吾
人
ニ
満
足
ヲ
与
ヘ
反
対
ハ
吾
人
ニ
不
満
ヲ
与
フ　

故
ニ
満
足
ヲ
生
ス
ル
モ

ノ
ハ
善
ナ
リ
不
満
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ハ
悪
ナ
リ　

満
足
ア
レ
ハ
無
慾
心
ア
リ

─
ア
レ
ハ
不
動
心
ア
リ　

不
動
心
ア
レ
ハ
胆
勇
ア
リ　

胆
勇
ア
レ
ハ
無
畏
心
ア
リ　

無
畏
心
ア
レ
ハ
精以上
進対外
ア物的
リ　

精
進
ア
レ
ハ
克以下
己二対
ア自身
リ的　

克
己
ア
レ
ハ
忍
辱
ア
リ　

忍
辱
ア
レ
ハ　

不以
下

諍対
他

心人
的

ア
リ　

不
諍
心
ア
レ
ハ
（
ハ
）（
無
瞋
心
ア
リ　

無
瞋
心
ア
レ
ハ
）
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和
合
心
ア
リ　

和
合
心
ア
レ
ハ
社
交
心
ア
リ　

社
交
心
ア
レ
ハ
同
情
心
ア
リ　

同
情
心
ア
レ
ハ
慈
悲
心
ア
リ　

大
慈
悲
心
ハ
是
レ
仏

心
ナ
リ 

（『
全
集
』
第
八
巻
・
三
六
二—

三
頁
）

「
自
己
と
は
何
そ
や
」
と
い
う
問
い
。
そ
れ
が
、
人
が
世
の
中
を
生
き
て
い
く
上
で
の
最
も
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
と
満
之
は
言
う
。
そ

の
問
い
に
対
し
、
自
己
と
は
「
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
」
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
。「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
の
思
索
を
踏
ま

え
て
こ
の
文
章
を
読
む
と
、
私
た
ち
が
主
伴
互
具
の
関
係
に
生
き
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
を
見
失
っ
て
い
る
生
き
方
に
対
し
て
、
悲
し
み
は
た

ら
き
か
け
て
く
る
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
本
願
を
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
い
う
言
葉
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
凝
然

真
如
（
絶
対
無
限
）」「
随
縁
真
如
の
妙
用
（
相
対
無
限
）」
の
内
容
を
一
語
で
語
り
あ
ら
わ
す
言
葉
が
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
乗
托
」
す
る
と
は
、
そ
の
は
た
ら
き
に
自
分
の
全
存
在
を
託
す
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
と
き
、
運
ぶ
に

任
せ
、
あ
る
が
ま
ま
に
現
在
の
自
身
に
落
在
す
る
と
満
之
は
言
う
。
ま
た
、
そ
の
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
が
我
々
に
与
え
る
こ
と
、
そ
れ
を

満
之
は
「
避
悪
就
善
の
意
志
」
で
あ
る
と
語
る
。
満
之
は
、
絶
対
無
限
の
妙
用
を
忘
れ
な
い
こ
と
を
善
、
背
く
こ
と
を
悪
と
い
う
。
絶
対
無

限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
と
き
満
足
を
生
じ
、
背
く
と
き
不
満
を
生
じ
る
と
も
い
う
。「
背
く
」
と
は
、
意
図
し
て
積
極
的
に
背
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
普
段
の
我
々
の
在
り
方
が
絶
対
無
限
の
妙
用
に
背
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
有
限
箇
存
の
観
念
に
立
ち
、
自
害

害
他
し
て
い
く
ほ
か
な
い
生
き
方
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
満
之
は
、「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
に
乗
托
す
る
と
き
、
外
物
に
対
し
て
は
「
不

動
心
」「
胆
勇
」「
無
畏
心
」「
精
進
」
を
生
じ
、
自
身
に
対
し
て
は
「
克
己
」「
忍
辱
」
を
生
じ
、
他
者
に
対
し
て
は
「
不
諍
心
」「
無
瞋
心
」

「
和
合
心
」「
社
交
心
」「
同
情
心
」「
慈
悲
心
」
を
生
じ
る
と
い
う
。
他
者
に
対
す
る
在
り
方
は
、『
骸
骨
』
の
思
索
を
踏
ま
え
て
い
る
と
も

言
え
よ
う
か
。
そ
れ
ら
が
「
大
慈
悲
心
」
な
る
「
仏
心
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
在
り
方
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
満
之
が
記
す
絶
対
無
限
の
妙
用
が
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
の
願
心
に
他
な
ら
な
い
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
そ
の
大
悲
の
願
心
に

「
乗
托
」
す
る
自
己
の
確
立
を
満
之
は
語
る
、
い
ま
、
こ
の
こ
と
に
留
意
し
た
い
。「
乗
托
」
と
は
自
己
の
全
存
在
を
托
す
こ
と
が
で
き
る
帰

依
処
（
依
り
処
）
の
獲
得
を
意
味
す
る
。
満
之
は
そ
の
帰
依
処
の
獲
得
に
関
わ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
宗
教
的
伝
統
に
根
差
す
信
仰
の
主
張
で
あ
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る
「
精
神
主
義14
」
の
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

吾
人
の
世
に
在
る
や
、
必
ず
一
の
完
全
な
る
立
脚
地
な
か
る
へ
か
ら
す
。
若
し
之
な
く
し
て
、
世
に
処
し
、
事
を
為
さ
む
と
す
る
は
、

恰
も
浮
雲
の
上
に
立
ち
て
技
芸
を
演
せ
む
と
す
る
も
の
ゝ
如
く
、
其
転
覆
を
免
る
ゝ
能
は
さ
る
こ
と
言
を
待
た
さ
る
な
り
。
然
ら
は
、

吾
人
は
如
何
に
し
て
処
世
の
完
全
な
る
立
脚
地
を
獲
得
す
べ
き
や
、
蓋
し
絶
対
無
限
者
に
よ
る
の
外
あ
る
能
は
さ
る
べ
し
。（
…
中
略

…
）
此
の
如
き
立
脚
地
を
得
た
る
精
神
の
発
達
す
る
条
路
、
之
を
名
け
て
精
神
主
義
と
云
ふ
。 

（『
全
集
』
第
六
巻
・
一
頁
）

満
之
は
、
私
た
ち
が
生
き
る
上
で
の
完
全
な
立
脚
地
、
私
た
ち
が
安
心
し
て
自
ら
の
脚
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
、
自
ら
の
全
存
在
を
託
す

こ
と
が
で
き
る
立
脚
地
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
立
脚
地
と
言
う
べ
き
依
り
処
、
満
之
は
そ
れ
を
「
絶
対
無
限
者
」
で
あ
る
と
言
う
。

こ
の
時
の
「
絶
対
無
限
者
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
満
之
の
思
索
を
通
し
て
言
え
ば
、「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
等
で
言
わ
れ
て
い
た
阿
弥
陀

仏
の
大
悲
の
本
願
で
あ
る
。
そ
の
大
悲
の
本
願
は
、
私
た
ち
を
本
来
の
存
在
の
在
り
方
に
喚
び
帰
す
は
た
ら
き
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
絶
対
無
限
者
を
人
世
の
依
り
処
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
を
「
精
神
主
義
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
満
之
は
、

精
神
主
義
は
自
家
の
精
神
内
に
充
足
を
求
む
る
も
の
な
り
、（
…
中
略
…
）
其
充
足
は
之
を
絶
対
無
限
者
に
求
む
べ
く
し
て
、
之
を
相
対

有
限
の
人
と
物
と
に
求
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。 

（『
全
集
』
第
六
巻
・
一
頁
）

之
を
要
す
る
に
、
精
神
主
義
は
、
吾
人
の
世
に
処
す
る
の
実
行
主
義
に
し
て
、
其
第
一
義
は
、
充
分
な
る
満
足
の
精
神
内
に
求
め
得
べ

き
こ
と
を
信
す
る
に
あ
り
。
而
し
て
其
発
動
す
る
所
は
、
外
物
他
人
に
追
従
し
て
苦
悶
せ
ざ
る
に
あ
り
。
交
際
協
和
し
て
人
生
の
幸
楽

を
増
進
す
る
に
あ
り 

（『
全
集
』
第
六
巻
・
五
頁
）

と
述
べ
て
、
精
神
主
義
の
第
一
義
は
、
自
分
自
身
の
精
神
の
中
に
充
分
の
満
足
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
絶
対
無
限
者
を

依
り
処
と
し
有
機
組
織
、
主
伴
互
具
の
関
係
性
を
生
き
る
自
己
に
目
覚
め
、
充
分
の
満
足
を
獲
得
し
、
他
者
と
交
際
協
和
し
て
い
く
。
こ
れ

は
先
の
「
臘
扇
記
」
の
思
索
を
ふ
ま
え
た
文
で
あ
ろ
う
か
。
他
者
と
争
い
、
傷
つ
け
合
う
生
き
方
で
は
な
く
て
、
交
際
協
和
し
て
い
く
、
和
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合
し
て
い
く
生
き
方
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
人
生
の
幸
楽
を
増
進
す
る
に
あ
り
」
と
言
う
。
こ
れ
は
『
骸
骨
』
の

「
安
心
修
徳
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
無
限
美
妙
の
霊
活
」
の
内
容
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
限
り
な
く
素
晴
ら
し
い
、
精

神
的
な
生
活
を
営
む
と
い
う
内
容
。
そ
れ
は
自
分
の
人
生
に
充
分
の
満
足
を
獲
得
す
る
在
り
方
、
か
つ
同
時
に
他
者
と
傷
つ
け
合
う
生
き
方

を
超
え
て
交
際
協
和
し
て
い
く
生
き
方
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
精
神
主
義
の
内
容
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お 
わ 

り 

に

　

満
之
が
「
開
校
の
辞
」
で
述
べ
る
「
宗
教
学
校
」「
本
願
他
力
の
宗
義
」
と
い
う
言
葉
の
背
景
を
尋
ね
る
こ
と
を
目
的
と
し
、『
骸
骨
』「
在

床
懺
悔
録
」「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」「
臘
扇
記
」「
精
神
主
義
」
等
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
の
考
察
を
通
し
て
、
満
之
の
語
る
「
宗
教
」
は
、

人
間
の
現
実
生
活
に
お
け
る
苦
悩
に
根
ざ
し
た
宗
教
観
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
有
限
個
立
の
観
に
立
ち
自
害
害
他

す
る
自
己
の
生
の
在
り
方
を
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
本
願
に
よ
っ
て
超
え
て
い
く
道
を
説
く
も
の
と
し
て
あ
る
。
自
害
害
他
し
て
い
く
他
な
い

無
明
存
在
と
し
て
の
自
己
が
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
本
願
に
目
覚
め
る
こ
と
で
、
有
限
個
立
の
観
に
生
き
る
自
身
の
事
実
を
信
知
し
、
同
時
に
有

機
組
織
・
主
伴
互
具
の
関
係
性
を
回
復
し
つ
つ
生
き
る
者
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
生
き
方
を
我
々
に
恵
む
は
た
ら
き
と
し
て
、「
本
願
他
力
」

の
思
想
が
究
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

注１ 

満
之
が
「
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
」
と
語
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
の
必
要
が
あ
る
。
他
の
学
校
と
は
、
具
体
的
に
、
東
京
京
都
の
両
帝
国
大
学
、

慶
應
義
塾
大
学
を
指
し
、
真
宗
大
谷
派
真
宗
大
学
寮
を
指
す
。
こ
れ
ら
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
特
に
、
真
宗
大
学
寮
と
の

相
違
に
つ
い
て
は
『
大
谷
大
学
百
年
史
』（
大
谷
大
学
、
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

２ 

同
時
代
の
思
想
家
と
の
相
違
に
つ
い
て
言
及
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
満
之
は
『
新
仏
教
』
誌
上
に
お
け
る
連
載
記
事

「
将
来
之
宗
教
」
に
お
い
て
、
釈
雲
照
、
元
良
勇
次
郎
、
加
藤
弘
之
、
島
田
三
郎
、
井
上
円
了
等
十
七
名
の
思
想
家
と
と
も
に
、
自
ら
の
宗
教
観
を
述
べ
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て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
と
の
宗
教
観
の
差
異
に
つ
い
て
比
較
、
整
理
す
る
こ
と
は
、
満
之
の
宗
教
観
の
表
面
的
な
特
徴
を
明
確
に
す
る
と
い
う
点
に

お
い
て
有
益
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
論
の
目
的
は
、「
開
校
の
辞
」
に
語
ら
れ
る
満
之
に
お
け
る
「
宗
教
」、
そ
し
て
「
本
願
他
力
の
宗
義
」
の
内
実

を
究
明
す
る
点
に
あ
り
、
表
面
的
な
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
な
い
。

３ 
本
論
は
、
本
学
真
宗
総
合
研
究
所
「
建
学
の
精
神
」
推
進
研
究
が
、
二
〇
一
二
年
七
月
一
八
日
に
、
研
究
所
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
で
開
催
し
た
、
二

〇
一
二
年
度
第
４
回
研
究
会
に
お
け
る
報
告
「
清
沢
満
之
と
「
宗
教
」」
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
満
之
が
「
開
校
の
辞
」
を
語
っ
た
以
降
の
こ

と
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
別
稿
を
期
す
。

４ 

満
之
は
『
宗
教
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
『
宗
教
哲
学
』
を
援
用
し
、
万
有
の
相
依
相
待
的
な
関
係
を
詳
述
し
て
い
る
。

５ 

こ
の
「
主
伴
互
具
」
の
論
理
は
、
仏
教
の
華
厳
教
学
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
。
華
厳
教
学
で
は
、
縁
起
観
に
お
い
て
、
諸
法
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い

な
が
ら
、
し
か
も
互
い
に
融
和
し
調
和
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
重
重
無
尽
・
一
多
融
即
・
主
伴
具
足
を
説
く
。
そ
れ
は
私
た
ち
有
限
存
在
が
箇
々
独
立

し
て
あ
る
も
の
（
満
之
は
し
ば
し
ば
こ
れ
を
「
有
限
箇
立
」「
有
限
箇
存
」
と
い
う
熟
語
で
表
現
す
る
）
で
は
な
く
、
重
重
無
尽
の
関
係
の
中
を
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
真
理
は
、
私
た
ち
が
体
得
す
べ
き
仏
教
の
智
慧
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
満
之
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
華
厳
教
学
の
縁
起

観
に
た
っ
て
、
主
伴
互
具
を
定
義
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

６ 

満
之
は
、「
宗
教
哲
学
骸
骨
自
筆
書
入
」（『
全
集
』
第
一
巻
・
三
五
頁
）
に
「
宗
教
義
解
」
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ベ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
等
十
人
の
諸
哲
学
者

に
よ
る
宗
教
の
定
義
を
記
し
「
宗
教
は
有
限
無
限
の
調
和
（
対
合
、
コ
ル
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
）
也
」
と
述
べ
る
。
一
見
、
結
論
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
諸
哲
学
者
を
通
じ
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
今
を
問
わ
ず
、
宗
教
は
「
有
限
無
限
の
調
和
」
を
課
題
と
し
て
き
た
こ
と
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
。
満
之
自
身
も
同
様
の
課
題
の
下
に
「
宗
教
」
を
論
じ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
き
込
み
は
、
満
之
手
沢

本
の
開
巻
扉
の
赤
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
は
満
之
が
『
骸
骨
』
全
体
を
通
し
て
、
宗
教
を
「
有
限
無
限
の
調
和
」
を
課
題
と
し
て
考
察
す

る
視
座
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

７ 

『
骸
骨
』
に
お
け
る
「
道
理
心
と
宗
教
心
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
田
村
晃
徳
氏
「
道
理
心
と
宗
教
心
」（『
親
鸞
教
学
』
第
八
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）
に

詳
し
い
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

８ 

こ
の
相
続
す
る
識
は
、
唯
識
教
学
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
先
行
研
究
が
あ
る
（
安
冨
信
哉
『
清
沢
満
之
と
個
の

思
想
』
法
藏
館
、
一
九
九
九
年
、
五
二
頁
）。

９ 

満
之
は
、「
本
章
は
宗
教
哲
学
中
最
も
重
要
の
点
に
し
て
、
已
上
の
諸
章
は
皆
な
其
の
準
備
也
」『
宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
』（『
全
集
』
第
一
巻
・
九
六
頁
）

と
述
べ
て
お
り
、
宗
教
的
実
践
と
い
う
課
題
が
『
骸
骨
』
の
主
題
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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₁₀ 

明
治
二
十
八
年
一
月
二
五
日
付
け
「
人
見
忠
次
郎
宛
書
簡
」（『
全
集
』
第
九
巻
・
一
〇
六
頁
）、
明
治
二
十
八
年
二
月
一
日
付
け
「
稲
葉
昌
丸
宛
書
簡
」

（『
全
集
』
第
九
巻
・
一
〇
九
頁
）。

₁₁ 
満
之
は
、『
骸
骨
』
に
お
い
て
自
力
門
と
他
力
門
の
両
立
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
の
究
明
を
通
し
て
、
満
之
は
「
有
限
の
外
に

無
限
あ
り
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
無
限
を
明
確
に
阿
弥
陀
部
如
来
と
了
解
す
る
視
座
を
提
起
す
る
。

₁₂ 

「
在
床
懺
悔
録
」「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
に
は
、「
現
生
正
定
聚
」「
浄
土
」
に
つ
い
て
の
満
之
の
思
索
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
石
水
期
・
清
沢
満
之
に
お
け
る
現
生
正
定
聚
論
の
究
明
─
清
沢
満
之
に
お
け
る
現
在
安
住
の
思
想
的
背
景
（
上
）（
下
）
─
」（『
親
鸞
教
学
』

第
九
一
号
、
二
〇
〇
八
年
・
第
九
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）
に
述
べ
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

₁₃ 

従
来
の
研
究
で
は
、「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
の
思
索
と
関
連
さ
せ
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
が
、
筆
者
自
身
は
「
相
対
無
限
、
絶
対
無
限
、
随
縁
真
如

の
妙
用
、
凝
然
真
如
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
満
之
の
思
索
に
直
結
す
る
内
容
を
有
し
て
い
る
文
で
あ
る
と
了
解
す
る
。

₁₄ 

明
治
三
十
四
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
『
精
神
界
』
創
刊
号
の
巻
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
臘
扇
記
」
の
思
索
が
明
治
三

十
一
年
の
十
月
で
あ
る
か
ら
、
三
年
後
の
論
稿
で
あ
る
。






