
近
年
、
仏
教
の
輪
廻
説
は
釈
尊
自
身
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
に
有
部
な
ど
が
仏
教
の
中
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る

①

と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
を
耳
に
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
奇
異
な
こ
と
を
と
思
っ
て
い
る
と
、
櫻
部
建
博
士
が
、
初
期
経
典
中
の

輪
廻
に
関
す
る
記
述
を
紹
介
し
つ
つ
、
「
迷
え
る
者
に
は
輪
廻
が
あ
り
、
迷
い
を
離
れ
た
者
に
は
輪
廻
は
な
い
」
と
す
る
の
が
仏
教
の
立

②

場
で
あ
る
こ
と
即
ち
釈
尊
の
考
え
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
前
記
の
見
解
を
退
け
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
釈
尊
が
、
迷
え
る
者
に
と

っ
て
は
輪
廻
転
生
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
仏
教
は
、
輪
廻
の
世
界
に
迷
え
る
者
が
、

い
か
に
し
て
迷
い
の
世
界
か
ら
解
脱
す
る
か
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
が
、
上
記
の
よ
う
な

見
解
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

輪
廻
説
を
釈
尊
の
本
来
の
教
え
で
な
い
と
考
え
る
人
々
も
、
縁
起
説
が
釈
尊
の
根
本
的
な
思
想
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
異
存
が
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
縁
起
説
が
輪
廻
説
と
密
接
に
関
係
す
る
と
言
え
ば
、
は
な
し
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
縁
起
説
を
輪
廻
説
と
切
り

離
し
、
輪
廻
説
を
釈
尊
の
仏
教
か
ら
排
除
し
、
そ
の
影
響
を
今
日
に
ま
で
及
ぼ
し
た
の
は
、
和
辻
哲
郎
博
士
の
「
原
始
仏
教
の
縁
起
説
」

（
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
所
収
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
論
文
が
著
さ
れ
た
経
緯
と
和
辻
博
士
の
縁
起
説
理
解
と
を
検
討
し
、
輪
廻

説
と
縁
起
説
の
関
係
を
明
か
に
し
た
い
。
（
以
下
、
敬
称
を
省
略
す
る
）

和
辻
博
士
の
縁
起
説
理
解
を
問
う

釈
尊
の
輪
廻
説
と
縁
起
説
Ｉ

小

谷

信

千

代



縁
起
説
と
輪
廻
説
を
め
ぐ
っ
て
、
木
村
泰
賢
、
宇
井
伯
寿
、
和
辻
哲
郎
、
赤
沼
智
善
の
四
氏
の
間
で
論
争
が
な
さ
れ
た
の
は
、
木
村
が

③

「
原
始
仏
教
思
想
論
』
に
縁
起
説
解
釈
を
発
表
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
後
日
、
そ
の
論
争
を
振
り
返
っ
て
木
村
は
「
論
理
的
解
釈
を

主
張
す
る
宇
井
、
和
辻
の
両
氏
は
縁
起
観
の
原
始
的
意
図
よ
り
輪
廻
観
を
排
斥
し
よ
う
と
欲
し
、
赤
沼
氏
は
こ
れ
に
反
し
て
縁
起
観
の
目

的
は
最
初
よ
り
輪
廻
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
自
己
の
立
場
を

縁
起
観
の
目
的
は
元
来
人
生
の
事
実
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
老
病
死
を
代
表
と
す
る
人

生
苦
は
ど
う
し
て
起
こ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
点
か
ら
し
て
、
し
た
が
っ
て
初
め
よ
り
時
間
的
経
過
的
意
味
の
ほ

う
が
強
く
響
く
も
の
が
あ
っ
た
関
係
上
、
縁
起
観
と
輪
廻
観
と
が
初
め
よ
り
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
方
が
こ
れ
を
切
り
離
す

④

方
よ
り
も
、
原
始
仏
教
の
真
意
に
契
う
。

と
説
明
す
る
。
木
村
は
、
三
世
に
渉
る
輪
廻
説
を
仏
陀
が
説
か
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
宇
井
や
和
辻
の
考
え
る
よ
う
な
、

民
衆
教
化
の
た
め
の
単
な
る
要
請
な
ど
と
い
う
軽
い
意
味
で
容
認
し
た
も
の
で
も
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
、
『
法
句
経
』
に

わ
れ
家
屋
を
作
る
も
の
を
求
め
つ
つ
む
な
し
く
し
て
あ
ま
た
の
生
存
の
輪
廻
を
経
め
ぐ
り
た
り

生
存
を
繰
り
返
す
は
苦
し
み
な
り

家
屋
を
作
る
も
の
よ
汝
は
す
で
に
見
ら
れ
た
り
再
び
汝
は
家
屋
を
作
る
こ
と
な
か
ら
ん
汝
の
梁
は
す
べ
て
折
れ

⑤

棟
は
砕
か
れ
た
り
わ
が
心
は
は
た
ら
き
を
離
れ
て
も
ろ
も
ろ
の
愛
執
の
滅
壼
に
達
せ
り

と
説
か
れ
る
「
［
仏
陀
の
］
生
死
解
脱
の
要
求
も
輪
廻
観
を
予
想
し
て
初
め
て
そ
の
切
実
さ
が
理
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
仏
陀
の
中
で

⑥

輪
廻
説
が
決
し
て
軽
視
し
得
な
い
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
縁
起
説
と
輪
廻
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
最
も
古
い
縁

⑦

起
経
と
考
え
ら
れ
る
小
部
「
自
説
経
」
第
三
草
「
難
陀
品
」
の
最
後
に
あ
る
小
経
が
、
そ
の
最
後
を
「
か
く
寂
静
に
達
し
た
る
比
丘
に
対

｜
木
村
説
Ｉ
縁
起
説
は
輪
廻
説
と
密
接
に
関
係
す
る
Ｉ
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輪
廻
説
と
の
関
連
を
認
め
、
時
間
的
経
過
を
説
明
す
る
も
の
と
考
え
る
木
村
の
縁
起
説
理
解
に
対
し
て
、
縁
起
は
わ
れ
わ
れ
の
「
現
在

⑩

生
存
の
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
人
生
生
存
の
［
苦
の
］
発
生
し
来
る
こ
と
を
説
明
せ
む
と
す
る
も
の
で
は
な
い
（
［
］
内
は
筆
者
の

補
足
）
」
と
述
べ
て
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
た
の
は
宇
井
で
あ
っ
た
。

⑪

宇
井
は
、
十
二
支
の
一
々
を
托
胎
出
産
生
長
死
亡
等
に
配
当
す
る
胎
生
学
的
解
釈
の
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
、
輪
廻
の
過
程
を
す
ら
述

⑫

べ
な
い
縁
起
説
こ
そ
、
十
二
支
縁
起
説
の
本
来
の
姿
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、
相
応
部
因
縁
篇
第
一
二
「
因
縁
相
応
」

⑬

の
第
二
経
「
分
別
」
蜀
琴
昌
噌
に
説
か
れ
る
縁
起
説
を
挙
げ
る
。
そ
の
経
は
、
無
明
に
よ
っ
て
行
が
あ
り
、
乃
至
、
生
に
よ
っ
て
老
死

が
あ
り
、
憂
悲
苦
悩
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
老
死
を
初
め
と
す
る
十
二
支
を
説
明
し
、
最
後
に
、
無
明
が
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

行
が
減
し
、
乃
至
、
す
べ
て
の
苦
悩
の
減
す
る
こ
と
を
述
べ
る
の
み
の
短
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
確
か
に
、
「
生
」
は
「
そ
れ
ぞ
れ

の
衆
生
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
お
け
る
、
誕
生
、
出
産
、
懐
胎
、
発
生
、
諸
蘓
の
出
現
、
諸
処
の
獲
得
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
、
「
名

色
」
は
「
受
・
想
・
思
・
触
・
作
意
を
名
と
言
い
、
四
大
種
と
四
大
種
所
造
の
色
を
色
と
言
う
」
と
説
明
さ
れ
る
の
み
で
、
胎
生
学
的
解

釈
も
輪
廻
の
過
程
の
説
明
も
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
各
支
を
説
明
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
各
支
の
関
係
は
理
解
で
き
ず
、
な

ぜ
苦
悩
が
生
ず
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
。

こ
の
経
の
説
明
の
み
で
は
縁
起
説
の
意
味
が
理
解
で
き
な
い
の
は
、
宇
井
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
経
の
解
釈
が
「
単
に
各
支
の
３

し
て
は
無
執
着
の
故
に
、
最
早
再
有
あ
る
こ
と
な
し
」
と
結
び
、
十
支
縁
起
経
の
代
表
と
考
え
ら
れ
る
相
応
部
因
縁
篇
第
一
二
「
因
縁
相

応
」
の
第
六
五
経
「
城
邑
」
乏
侭
ミ
畠
ミ
ミ
が
「
あ
あ
こ
の
世
間
は
、
生
ま
れ
て
は
老
い
、
死
し
、
死
し
て
は
ま
た
生
ま
れ
、
苦
に
お
ち

⑧

い
っ
て
い
る
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
「
縁
起
観
と
輪
廻
観
と
が
離
れ
難
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
材
料
」
に
な

う
勺
、
シ
」
二
一
弓
つ
○

｜
｜
宇
井
説
ｌ
縁
起
説
は
時
間
的
経
過
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
口



中
に
含
ま
る
べ
き
法
数
名
目
を
列
挙
し
た
の
み
で
あ
っ
て
、
其
為
に
却
っ
て
所
謂
十
二
因
縁
の
表
は
す
原
始
的
根
本
的
意
味
を
明
に
し
て

⑭

居
ら
ぬ
も
の
に
な
っ
て
居
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
宇
井
は
、
こ
の
経
に
説
か
れ
る
縁
起
説
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
十
二

⑮
⑯

支
縁
起
説
の
「
源
泉
的
」
な
経
典
で
あ
る
「
長
阿
含
大
縁
方
便
経
に
あ
る
考
え
を
取
来
っ
て
」
説
明
を
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
し

か
し
大
縁
方
便
経
に
は
周
知
の
如
く
「
輪
廻
の
進
程
を
説
く
」
縁
起
説
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
宇
井
は
、
十
二
支
縁
起
説
が
輪
廻
の

進
程
を
説
か
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
、
自
ら
そ
の
反
対
の
事
実
を
証
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宇
井
は
そ
の
自
己
矛
盾
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
縁
起
の
十
二
支
を
、
輪
廻
説
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
時
間
的

⑰

経
過
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
「
相
関
的
相
依
的
関
係
に
あ
る
の
を
条
件
を
追
ふ
て
順
序
を
立
て
挙
げ
た
も
の
」
と
理
解
し
、
十
二
支
相

互
の
関
係
を
論
理
的
関
係
の
み
に
解
し
て
、
無
明
か
ら
順
番
に
解
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
経
典
に
説
か
れ
る
輪
廻
説
を
仏
陀
は
「
生
を
繰

⑬

り
返
す
意
味
の
も
の
と
し
て
は
決
し
て
事
実
を
示
す
と
し
て
認
め
て
居
た
の
で
は
な
く
し
て
、
全
く
要
請
と
見
て
居
た
に
相
違
な
い
」
と

和
辻
は
縁
起
を
「
誰
が
受
け
る
か
、
自
分
は
〈
彼
が
受
け
る
〉
と
は
言
わ
ぬ
。
だ
か
ら
そ
の
問
い
は
正
し
く
な
い
。
何
の
縁
に
よ
っ
て

⑳

受
が
あ
る
か
と
聞
く
べ
き
で
あ
る
」
と
説
く
相
応
部
や
雑
阿
含
の
言
葉
に
注
目
す
る
。
氏
は
こ
の
言
葉
か
ら
、
縁
起
説
を
、
仏
陀
が
世
界

の
す
べ
て
の
存
在
を
主
観
客
観
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
止
め
、
一
切
の
存
在
を
法
含
冨
時
日
四
）
と
し
て
受
け
止
め
直
し
て
、
そ
れ
ら

諸
法
の
領
域
に
お
け
る
条
件
付
け
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
す
る
。
こ
の
経
の
言
葉
に
注
目
し
て
、
縁
起
説
を
「
法
の
領
域
に
お
け
る
条
件

⑲

響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

宇
井
の
、
縁
起
説
を
時
間
的
経
過
を
説
明
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
説
を
受
け
て
、
専
ら
論
理
的
関
係
を
説
く
も
の
と
解

し
た
の
が
和
辻
で
あ
る
。
和
辻
が
そ
う
確
信
す
る
に
至
る
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ワ
レ
ー
ザ
ー
や
松
本
文
三
郎
の
縁
起
説
解
釈
も
影

三
口
函
ヘ
ノ
○

三
和
辻
説
Ｉ
縁
起
説
は
論
理
的
関
係
を
説
く
も
の
Ｉ

４



付
け
」
と
理
解
し
た
所
に
氏
の
縁
起
説
解
釈
の
独
自
性
が
存
在
す
る
。
か
く
し
て
和
辻
は
、
縁
起
説
を
「
伝
統
的
解
釈
に
お
け
る
ご
と
く

存
在
せ
る
も
の
の
時
間
的
な
因
果
関
係
を
説
く
の
で
は
な
く
し
て
、
法
と
法
と
の
間
の
依
存
関
係
を
た
ど
る
も
の
」
と
考
え
る
こ
と
と
な

る
。
つ
ま
り
氏
は
、
縁
起
説
は
本
来
、
「
現
に
存
在
す
る
も
の
ご
と
の
関
係
」
で
は
な
く
、
個
々
の
も
の
ご
と
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

在
ら
し
め
て
い
る
〈
在
り
方
〉
と
か
く
範
晴
〉
と
し
て
の
「
法
と
法
と
の
関
係
」
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
時
間
的
な

因
果
関
係
で
は
な
く
、
論
理
的
な
依
存
関
係
を
述
べ
る
も
の
だ
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
和
辻
は
、
本
来
の
縁
起
説
を
、
法
の
領
域
に
お
け
る
条
件
付
け
の
論
理
的
な
関
係
の
み
を
説
く
も
の
に
限
定
し
、
時
間
的

存
在
的
な
世
界
に
お
け
る
因
果
関
係
を
説
く
も
の
を
、
本
来
の
縁
起
説
か
ら
除
こ
う
と
し
た
。
氏
は
、
論
理
的
関
係
の
み
で
は
な
く
時
間

的
因
果
関
係
を
も
縁
起
の
関
係
の
中
に
入
れ
て
説
明
す
る
多
く
の
経
を
、
論
理
的
関
係
を
時
間
的
因
果
関
係
と
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
と

⑳

言
う
。
し
か
し
、
縁
起
説
を
こ
の
よ
う
に
、
時
間
的
存
在
的
な
世
界
に
お
け
る
因
果
関
係
を
説
く
も
の
を
除
外
し
て
、
法
の
領
域
に
お
け

る
条
件
付
け
の
論
理
的
な
関
係
の
み
を
説
く
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
縁
起
説
の
正
し
い
理
解
の
仕
方
で
あ
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
そ
の
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

和
辻
は
自
分
の
縁
起
説
の
考
察
の
意
図
を
述
べ
て
「
最
も
進
歩
せ
る
段
階
に
お
け
る
縁
起
説
を
捕
え
て
そ
の
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
と

＠

す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
氏
の
言
う
最
も
進
歩
し
た
段
階
の
縁
起
説
と
は
、
九
支
、
十
支
、
十
二
支
の
縁
起
説
を
指
す
。
氏
に
よ
れ

⑳

ば
、
縁
起
説
は
簡
単
な
も
の
か
ら
次
第
に
複
雑
な
も
の
へ
と
展
開
し
、
最
後
に
十
二
支
縁
起
説
が
完
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
縁
起
説
の
萠

⑮
⑳
⑰

芽
は
、
雑
阿
含
第
四
三
、
四
四
経
、
相
応
部
腱
度
篇
第
七
「
取
著
恐
權
」
、
第
二
七
経
「
縛
」
に
説
か
れ
る
、
五
穂
に
対
す
る
無
知
を

⑳

縁
と
し
て
取
が
生
じ
、
取
を
縁
と
し
て
苦
が
生
じ
る
と
述
べ
、
取
を
苦
の
縁
と
し
て
述
べ
る
も
の
の
中
に
既
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

明
ら
か
に
縁
起
系
列
と
し
て
の
型
を
有
す
る
最
も
簡
単
な
形
は
、
雑
阿
含
第
二
八
三
、
二
八
五
等
の
経
典
＄
ｚ
〆
戸
圏
．
閉
〉
閉
》
忠
》

⑳

弓
に
対
応
）
に
説
か
れ
る
六
支
縁
起
説
で
あ
る
と
言
う
。
そ
こ
に
は
、
五
穂
無
知
↓
愛
↓
取
↓
有
↓
生
↓
苦
（
老
病
死
憂
悲
苦
悩
）
と

い
う
縁
起
系
列
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
萠
芽
的
な
縁
起
説
の
中
で
は
、
取
↓
苦
と
さ
れ
て
い
た
が
、
六
支
縁
起
説
で
は
そ
の
間
５



こ
こ
に
縁
起
の
考
え
が
苦
の
根
拠
を
追
求
す
る
と
い
う
単
純
な
動
機
か
ら
、
一
歩
深
く
法
と
法
と
の
間
の
根
拠
づ
け
の
関
係
を
追
求

⑳

す
る
と
い
う
動
機
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。

和
辻
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
取
と
苦
と
の
関
係
の
中
に
「
有
」
と
「
生
」
を
入
れ
た
こ
と
を
、
縁
起
説
を
真
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
た

展
開
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
支
に
関
す
る
和
辻
の
解
釈
が
、
氏
の
縁
起
説
理
解
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
生
」

に
対
す
る
解
釈
が
、
時
間
的
な
因
果
関
係
で
は
な
く
論
理
的
な
依
存
関
係
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
和
辻
の
縁
起
説
理
解
の
主
た
る
根
拠
を

な
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
「
生
」
に
関
す
る
氏
の
解
釈
に
考
察
を
限
定
し
て
そ
の
正
否
を
検
討
し
て
み
た
い
。

に
新
た
に
「
有
」

に
述
べ
て
い
る
。

萠
芽
的
な
縁
起
説
に
お
い
て
は
苦
は
生
老
病
死
憂
悲
苦
悩
な
ど
と
言
わ
れ
て
、
生
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
六
支
縁
起
説

で
は
生
は
必
ず
老
病
死
憂
悲
苦
悩
と
区
別
さ
れ
、
一
切
の
苦
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
和
辻
は
こ
こ
に
著
し
い
変
化

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

生
老
病
死
を
一
括
し
て
苦
と
呼
び
、
取
著
な
く
ば
こ
の
苦
は
な
い
と
説
く
場
合
と
、
生
を
老
病
死
よ
り
区
別
し
そ
の
間
に
条
件
付
け

の
関
係
を
見
い
だ
す
場
合
と
、
そ
の
求
む
る
と
こ
ろ
を
異
に
す
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
縁
起
系
列
に
有
と
生
と
を

取
り
入
れ
た
時
、
縁
起
説
は
単
な
る
苦
の
条
件
の
追
求
以
上
に
そ
の
独
特
の
課
題
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
縁
起
説
は
こ
こ
に
至

⑪

っ
て
初
め
て
一
つ
の
体
系
と
し
て
成
立
し
た
。

し
か
し
、
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
経
は
和
辻
の
言
う
よ
う
な
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
二
八
三
経
は
次
の
よ
う
に
説
か

れ
る
（

と
「
生
」
と
が
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
和
辻
は
縁
起
説
が
展
開
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
事
件
と
見
て
次
の
よ
う
６

四
六
支
（
五
支
）
縁
起
説
に
お
け
る
「
生
」



和
辻
は
こ
の
経
も
六
支
縁
起
を
説
く
も
の
と
す
る
が
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
五
支
の
み
し
か
説
か
れ
て
い
な
い
。
村
上
真
完
や
梶
山
雄

⑫

一
も
こ
れ
を
五
支
縁
起
説
に
数
え
て
い
る
。
し
か
し
支
の
数
は
い
ま
の
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
五
支
あ
る
い
は
六
支
の
縁
起
説
が
確

立
し
た
時
、
は
た
し
て
和
辻
が
主
張
す
る
よ
う
に
「
生
は
一
切
の
苦
の
不
可
欠
条
件
と
し
て
立
て
ら
れ
、
縁
起
説
は
単
な
る
苦
の
条
件
の

追
求
以
上
に
そ
の
独
特
の
課
題
を
見
い
だ
し
た
」
と
言
い
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
和
辻
は
、
六
支
縁
起
説
に
お
い
て
、
生

が
老
死
と
分
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
は
老
病
死
と
い
う
人
生
の
無
常
性
を
特
に
強
く
感
ぜ
し
め
る
現
象
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、

「
生
」
は
そ
の
「
無
常
性
の
不
可
欠
の
条
件
」
と
し
て
立
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
言
う
。
つ
ま
り
、
六
支
縁
起
説
以
後
、
縁
起
説

は
、
老
死
と
生
を
、
老
衰
・
死
亡
と
誕
生
と
い
う
時
間
的
な
事
実
の
関
係
で
は
な
く
、
物
事
の
「
無
常
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
在
り
方

（
老
死
）
と
そ
の
無
常
性
を
条
件
づ
け
る
「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
と
い
う
在
り
方
（
生
）
と
の
関
係
を
追
求
す
る
と
い
う
「
独
特
の

爾
時
世
尊
、
告
諸
比
丘
。
若
於
結
所
繋
法
、
随
生
味
著
、
顧
念
心
縛
、
則
愛
生
。
愛
縁
取
。
取
縁
有
。
有
縁
生
。
生
縁
老
病
死
憂
悲

苦
悩
。
如
是
如
是
純
大
苦
聚
集

こ
こ
に
は
愛
・
取
・
有
・
生
・
老
死
の
五
支
縁
起
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
和
辻
は
「
若
於
結
所
繋
法
、
随
生
味
著
、

顧
念
心
縛
」
の
語
を
「
五
蒋
無
知
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
、
そ
れ
を
一
支
と
し
て
数
え
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
二
八
五
経
で
は
、
縁
起
が
仏
の
成
道
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
と
共
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
時
、
世
尊
諸
比
丘
に
告
げ
給
う
。
「
我
れ
宿
命
に
未
だ
正
覚
を
成
ぜ
ざ
り
し
時
を
憶
う
に
、
猫
一
靜
虎
に
て
專
精
に
禅
思
し
、

是
の
如
き
念
を
生
じ
き
。
世
間
は
難
入
な
り
。
所
謂
、
若
く
は
生
じ
、
若
く
は
老
い
、
若
く
は
病
み
、
若
く
は
死
し
、
若
く
は
遷
り
、

若
く
は
生
を
受
く
。
然
る
に
諸
の
衆
生
生
老
死
及
び
所
依
を
如
実
に
知
ら
ず
。
我
是
の
念
を
作
し
ぬ
。
何
の
法
有
る
が
故
に
生

有
り
、
何
の
法
に
縁
る
が
故
に
生
有
る
や
と
。
即
ち
正
思
惟
し
無
間
等
知
を
起
こ
し
ぬ
。
有
有
る
が
故
に
生
有
り
、
有
に
縁
る
が
故

に
生
有
り
と
。
…
…
愛
に
縁
る
が
故
に
取
、
取
に
縁
り
て
有
、
有
に
縁
り
て
生
、
生
に
縁
り
て
老
病
死
憂
悲
苦
悩
、
是
の
如
く
是
の

に
生
有
り
と
。
…
…
愛
に
縁
ブ

如
く
し
て
純
大
苦
聚
集
ま
る
。

７



⑳

課
題
」
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

和
辻
の
挙
げ
る
二
経
を
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
み
よ
う
。
二
八
三
経
は
、
結
所
繋
法
に
お
け
る
心
の
繋
縛
（
五
穂
無
知
）
愛
↓
取
↓
有

↓
生
↓
老
死
苦
の
生
起
（
純
大
苦
聚
集
）
と
い
う
関
係
を
、
樹
が
種
え
ら
れ
、
初
め
小
さ
く
軟
弱
で
あ
っ
た
も
の
が
、
糞
土
や
水
で
育
て

ら
れ
て
成
長
す
る
こ
と
に
害
え
て
い
る
。
ま
た
、
無
常
観
等
に
よ
っ
て
結
所
繋
法
に
心
が
繋
著
し
な
け
れ
ば
愛
が
減
し
、
取
が
減
し
、
乃

至
、
老
病
死
憂
悲
苦
悩
が
減
し
純
大
苦
聚
が
減
す
る
こ
と
を
、
樹
が
愛
護
さ
れ
ず
、
根
を
断
た
れ
、
焼
か
れ
た
と
き
に
未
来
世
に
於
て
生

ぜ
ざ
る
こ
と
に
譽
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
生
」
は
樹
が
種
子
か
ら
生
じ
る
こ
と
に
害
え
ら
れ
、
「
生
」
の
減
は
樹
が
焼
か
れ
て
未
来
に

生
じ
な
い
こ
と
に
書
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
時
間
的
な
事
実
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
無
常
性
を
条
件
づ
け
る

「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
が
殊
さ
ら
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

ま
た
、
二
八
五
経
に
お
け
る
「
生
」
も
、
そ
の
経
の
「
我
れ
宿
命
に
未
だ
正
覚
を
成
ぜ
ざ
り
し
時
を
憶
う
に
」
と
い
う
語
で
始
ま
り
、

「
若
く
は
遷
り
、
若
く
は
生
を
受
く
。
こ
の
世
を
去
り
、
そ
し
て
つ
ぎ
の
生
涯
に
生
ま
れ
る
」
８
く
目
○
四
口
弓
昌
目
８
と
語
る
、
明
に

輪
廻
転
生
を
述
べ
る
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
単
純
に
「
出
生
」
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
有
」
に
関
し
て
も
両
経
は
「
愛
に

縁
る
が
故
に
取
、
取
に
縁
り
て
有
、
有
に
縁
り
て
生
、
生
に
縁
り
て
老
病
死
憂
悲
苦
悩
、
是
の
如
く
是
の
如
く
し
て
純
大
苦
聚
集
ま
る
」

と
「
苦
の
条
件
の
追
求
」
を
述
べ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
外
に
は
何
も
、
和
辻
が
言
う
よ
う
な
縁
起
説
の
「
独
特
の
課
題
」
を
見
い
出
し
た

り
は
し
て
い
な
い
。

和
辻
が
、
「
生
」
を
有
情
の
誕
生
で
は
な
く
、
「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
と
解
釈
す
る
根
拠
は
、
九
支
縁
起
説
を
説
く
長
部
「
大
縁

経
」
や
長
阿
含
「
大
縁
方
便
経
」
の
注
釈
経
の
記
述
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
縁
起
が
「
老
死
は
何
か
特
定
の
縁
に
よ
っ
て
あ
る
の
か
」
と
い

う
問
い
で
説
き
始
め
ら
れ
る
。
十
二
支
縁
起
の
注
釈
経
で
は
「
老
死
」
は
通
常
「
老
衰
乃
至
死
亡
」
と
説
明
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
九
支
縁

五
九
支
縁
起
説
に
お
け
る
「
生
」

8



和
辻
は
、
こ
の
よ
う
に
九
支
縁
起
説
に
お
い
て
「
老
死
」
が
「
老
衰
乃
至
死
亡
」
と
は
規
定
さ
れ
ず
に
憂
悲
苦
悩
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
理
由
を
、
九
支
縁
起
説
が
六
支
縁
起
説
に
準
じ
て
、
「
老
死
」
を
「
単
に
老
と
死
と
の
み
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
生
じ
移
り
死
ぬ

と
い
う
こ
と
の
苦
、
す
な
わ
ち
無
常
苦
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
強
引
に
解
釈
す
る
。
し
か
し

こ
の
経
は
、
「
老
死
」
の
縁
が
「
生
」
で
あ
る
こ
と
を
説
く
直
前
に
、
縁
起
の
道
理
を
知
ら
な
い
が
故
に
輪
廻
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
経
の
趣
旨
は
、
輪
廻
つ
ま
り
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
し
て
生
じ
、

い
か
に
し
て
減
す
る
か
を
説
き
明
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
説
明
の
初
め
に
説
か
れ
る
「
老
死
」
と
「
生
」
で
あ
れ
ば
、
「
無
常
性
」
と
そ
９

す
も
の
で
あ
り
、

ず
に
推
測
す
る
㈲

起
を
説
く
長
阿
含
「
大
縁
方
便
経
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
説
明
は
な
さ
れ
ず
に
縁
起
系
列
が
数
え
上
げ
ら
れ
、
そ
の
終
わ
り
に
「
老
死
」

を
苦
悩
と
結
び
付
け
て
「
老
死
憂
悲
苦
悩
大
患
所
集
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
和
辻
が
「
老
死
」
を
憂
悲
苦
悩
と
結
び
付
い
た
も
の
と
解
釈
す

る
に
つ
い
て
は
、
漢
訳
の
「
大
縁
方
便
経
」
の
「
老
死
憂
悲
苦
悩
大
患
所
集
」
と
い
う
記
述
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
パ
ー
リ
・

テ
キ
ス
ト
に
、
氏
の
解
釈
を
支
持
す
る
三
種
の
異
本
の
存
在
す
る
こ
と
も
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
は
勺
弓
の
本
で
は

⑮

］
里
悼
も
四
○
ｏ
四
国
四
］
四
国
‐
日
四
国
恒
四
巳
・
］
四
国
‐
日
閏
四
巨
四
も
ｍ
Ｏ
ｏ
ｍ
国
叫
の
○
歸
四
も
冑
己
①
く
四
‐
包
巨
炭
戸
彦
四
色
○
日
四
口
閉
呂
で
凹
冒
剖
四
悶
日
丘
彦
四
ぐ
山
口
曾

生
を
縁
と
し
て
老
死
が
あ
り
。
老
死
を
縁
と
し
て
愁
悲
苦
臺
悩
が
生
じ
る
。

と
あ
る
が
、
三
種
の
異
本
日
日
〕
【
〕
９
）
に
は
両
国
‐
日
日
目
“
‐
富
８
脚
乱
（
老
死
を
縁
と
し
て
）
の
語
は
な
く
「
生
を
縁
と
し
て
老
死
が

あ
り
愁
悲
苦
憂
悩
が
生
じ
る
」
と
な
る
。
そ
れ
は
確
か
に
「
大
縁
方
便
経
」
が
「
縁
生
有
老
死
憂
悲
苦
悩
大
患
所
集
」
と
す
る
の
と
一
致

す
る
。
し
か
し
同
じ
く
九
支
縁
起
を
説
く
中
阿
含
「
大
因
経
」
で
は
「
縁
生
有
老
死
。
縁
老
死
有
愁
戚
。
啼
突
憂
苦
倶
悩
皆
縁
老
死
有
」

と
す
る
。
ゆ
え
に
パ
ー
リ
の
三
種
の
異
本
は
、
必
ず
し
も
九
支
縁
起
を
説
く
経
に
、
本
来
「
老
死
を
縁
と
し
て
」
と
い
う
語
が
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
和
辻
は
、
冠
目
ｍ
本
や
「
大
因
経
」
な
ど
よ
り
も
「
大
縁
方
便
経
」
の
方
が
古
い
形
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
「
老
死
を
十
二
支
注
釈
経
の
ご
と
く
に
考
え
出
し
て
か
ら
後
の
増
補
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
根
拠
を
挙
げ



の
無
常
性
を
条
件
づ
け
る
「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
す
る
よ
り
も
、
輪
廻
に
お
け
る
老
死
と
生
を
意
味
す
る

も
の
と
理
解
す
る
ほ
う
が
遙
か
に
文
脈
に
即
し
て
い
る
。

和
辻
は
さ
ら
に
十
支
縁
起
を
説
く
長
部
「
大
本
経
」
の
次
の
よ
う
な
語
を
引
用
し
て
、
「
老
死
」
が
単
な
る
老
衰
と
死
亡
で
は
な
く
、

無
常
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。

ま
こ
と
に
こ
の
世
界
は
苦
悩
に
陥
っ
て
い
る
。
生
じ
、
老
い
、
死
ぬ
。
消
え
、
ま
た
現
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
苦
か
ら
、
老
死
か
ら
、

出
離
す
る
道
を
人
は
知
ら
な
い
。
い
つ
こ
の
苦
か
ら
、
老
死
か
ら
、
出
離
す
る
道
が
見
い
だ
さ
る
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
和
辻
が
「
生
じ
、
老
い
、
死
ぬ
。
消
え
、
ま
た
現
わ
れ
る
」
と
訳
し
た
語
〕
副
島
８
耳
目
８
日
昌
呂
ｏ
蝉
ｏ
画
く
目
８
愚
息
‐

⑳

］
胃
冒
四
は
、
長
阿
含
「
大
本
経
」
で
は
「
有
生
有
老
有
病
有
死
、
、
…
：
死
此
生
彼
從
彼
生
此
、
縁
此
苦
陰
、
流
転
無
窮
」
と
訳
さ
れ
て

⑰

い
る
よ
う
に
、
「
生
ま
れ
て
は
老
い
、
死
に
、
こ
の
世
を
去
り
、
そ
し
て
つ
ぎ
の
生
涯
に
生
ま
れ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
も

「
老
死
」
と
「
生
」
と
い
う
語
は
、
た
だ
老
衰
・
死
亡
と
そ
の
条
件
と
し
て
の
誕
生
と
い
う
時
間
的
な
事
実
を
述
べ
る
だ
け
で
、
和
辻
の

言
う
よ
う
な
、
物
事
の
「
無
常
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
〈
在
り
方
〉
と
そ
の
無
常
性
を
条
件
付
け
る
「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
と
い
う

〈
在
り
方
〉
と
い
う
「
法
」
を
述
べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
、
「
生
」
の
支
を
、
そ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
無
常
性
を
条
件
付
け
る
「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
と
い

う
〈
在
り
方
〉
を
意
味
す
る
も
の
と
は
、
と
う
て
い
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
和
辻
は
、
長
部
「
大
縁
経
」
に
な
さ
れ
る
次
の

よ
う
な
説
明
こ
そ
、
「
生
」
が
「
有
情
の
誕
生
」
で
は
な
く
「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

ま
ず
そ
の
注
釈
の
パ
ー
リ
語
テ
キ
ス
ト
を
挙
げ
る
。

］
副
』
ぐ
四
宮
シ
ロ
四
国
ｅ
四
口
轡
す
ず
印
ぐ
厨
、
由
の
四
ヶ
言
の
口
四
切
四
ず
ず
四
日
切
画
す
ず
四
昏
倒
い
Ｐ
す
ず
四
目
穴
閉
め
四
ｇ
置
日
言
ｇ
》
い
の
尽
竜
印
昌
己
四
目
』
①
ぐ
四
口
色
目
ぐ
凹

旦
の
ぐ
浄
詳
倒
冒
Ｐ
胆
四
口
・
毎
回
丘
ご
倒
口
四
門
目
ぐ
倒
胴
四
国
』
ず
四
ず
ず
四
茸
四
国
四
聾
と
四
戸
弄
倒
ロ
四
門
口
く
凶
く
い
屍
声
色
彦
画
茸
倒
昌
四
》
ず
昏
口
庁
四
画
、
旨
己
ぐ
四
ヶ
ゴ
ロ
茸
四
庁
倒
国
四
》

巳
四
口
巨
朋
凹
冒
四
日
く
い
日
山
口
扇
切
曾
３
回
四
〉
○
画
目
己
も
四
匡
倒
目
四
目
く
四
○
四
目
で
で
四
匹
鼻
国
く
印
ゞ
も
四
声
屍
言
口
幽
曰
く
国
で
四
声
斥
弓
呉
国
国
四
》
田
口
巳
の
四
つ
四
口
四
日
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和
辻
は
、
こ
の
文
章
に
「
い
か
な
る
も
の
」
と
訳
し
た
「
す
べ
て
」
と
か
「
あ
ら
ゆ
る
」
を
意
味
す
る
の
号
冨
の
語
が
繰
り
返
し
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
生
」
を
「
生
ず
る
こ
と
一
般
」
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
、
と
言
う
。
ま
た
、
神
や
ガ
ン

ド
ハ
バ
や
ヤ
ク
シ
ャ
な
ど
「
母
よ
り
生
ま
れ
る
」
の
で
は
な
い
出
生
の
例
を
挙
げ
て
い
る
の
も
、
「
生
」
が
「
一
般
に
或
る
も
の
が
そ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
す
な
わ
ち
「
そ
の
存
在
を
開
始
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
で
あ
る
、
と
言
う
。

し
か
し
、
困
与
の
日
画
切
号
冨
日
の
四
ｇ
里
冨
と
い
う
よ
う
に
の
号
冨
の
語
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
の
は
、
パ
ー
リ
聖
典
や
仏
教
梵
文
に⑱

し
ば
し
ば
出
て
く
る
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
に
哲
学
的
な
意
味
を
認
め
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
こ
と
が
中
村
元
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
生
」
を
決
し
て
「
生
ず
る
こ
と
一
般
」
の
意
味
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
神
や
ガ
ン
ド
ハ
バ
な
ど

「
母
よ
り
生
ま
れ
る
」
の
で
は
な
い
出
生
も
、
「
誕
生
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
人
間
の
場
合
と
同
じ
で
あ
り
、
彼
ら
の
「
生
」
を
誕

生
で
な
い
と
は
言
え
な
い
・
梶
山
は
こ
の
和
辻
の
「
無
常
で
あ
る
こ
と
の
開
始
が
生
の
意
義
で
あ
る
」
と
す
る
解
釈
に
言
及
し
て
「
哲
学

⑳

的
理
解
と
し
て
は
そ
れ
は
非
難
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
生
（
司
戸
匡
冨
冒
言
）
に
は
「
開
始
」
の
意
味
は
無
い
」
と
言
う
。
こ
こ

に
引
用
し
た
九
支
縁
起
説
の
「
生
」
と
は
直
接
関
連
し
な
い
が
、
「
生
」
を
「
生
ま
れ
る
こ
と
一
般
」
と
解
釈
す
る
こ
と
の
不
当
な
こ
と

く
ゆ
巴
冒
日
切
四
℃
里
国
旦
鹿
》
房
困
日
扇
髄
冒
ぐ
ぃ
宣
崖
ロ
四
国
包
四
②
異
国
ロ
四
目
国
三
里
団
冒
凹
司
ご
ロ
妙
ケ
弓
四
く
厨
阻
》
患
す
ず
閉
○
一
瞥
毎
ｍ
閉
禺
呂
」
里
］
‐

“
里
Ｊ
１
１
・
凸
凸
Ｄ
Ｉ
Ｉ

・
Ｊ
１
・
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
凸
、
ノ
ロ
ｔ
Ｊ

目
８
口
宮
口
、
宮
口
屋
丙
置
○
両
田
‐
日
四
国
ロ
ｍ
Ｂ
ｂ
ｍ
ｐ
ｐ
四
国
の
言
里
］
へ

も
し
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
も
い
か
な
る
も
の
に
お
い
て
も
生
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
た

デ
ヴ
ァ
、
フ
フ
ー
タ

と
え
ば
神
が
神
で
あ
る
こ
と
に
、
ガ
ン
ド
ハ
バ
が
ガ
ン
ド
ハ
バ
で
あ
る
こ
と
に
、
ヤ
ク
シ
ャ
が
ヤ
ク
シ
ャ
で
あ
る
こ
と
に
、
鬼

は

が
鬼
で
あ
る
こ
と
に
、
人
が
人
で
あ
る
こ
と
に
、
四
足
が
四
足
で
あ
る
こ
と
に
、
烏
が
烏
で
あ
る
こ
と
に
、
旬
う
も
の
が
ヨ
う
も
の

で
あ
る
こ
と
に
、
か
く
生
あ
る
も
の
が
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
、
生
ず

る
こ
と
が
一
般
に
な
く
し
て
、
こ
の
生
の
減
に
お
い
て
、
老
死
が
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
（
注
、
傍
線
箇
所
に
は
も
と
点
が
付
さ
れ

て
い
た
）
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「
生
」
を
上
記
の
よ
う
に
解
釈
し
た
こ
と
が
、
縁
起
説
を
時
間
的
な
因
果
関
係
で
は
な
く
論
理
的
な
依
存
関
係
を
述
べ
る
も
の
と
す
る

和
辻
の
縁
起
説
理
解
の
最
も
主
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
得
な
い
こ
と
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
九

支
縁
起
説
が
論
理
的
な
依
存
関
係
の
み
で
な
く
時
間
的
な
因
果
関
係
を
も
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
生
」
の
支
分
よ
り
も
、
受
胎

の
瞬
間
の
存
在
を
述
べ
る
と
し
か
解
し
よ
う
の
な
い
「
名
色
」
に
関
す
る
経
文
を
取
り
上
げ
る
方
が
、
証
明
の
手
間
が
省
け
て
事
は
簡
単

で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、
和
辻
自
身
そ
の
解
釈
に
窮
し
て
、
「
受
胎
」
の
記
述
を
、
事
実
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
、

態
に
、
這
う
生
き
も
の
た
ち
が
這
う
生
き
も
の
の
状
態
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
よ
う
な
状
態
に
生
ま
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
ま
っ
た
く
生
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
と
き
、
生
ま
れ
る
こ
と
が
減
し
て
い
る
の
に
、
い
っ
た
い
老
い

⑪

死
ぬ
こ
と
が
認
知
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
で
わ
れ
わ
れ
は
、
「
生
」
が
「
有
情
の
誕
生
」
で
は
な
く
「
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
」
と
か
「
生
ず
る
こ
と
一
般
」
を
意
味
す
る

も
の
と
す
る
和
辻
の
解
釈
の
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
も
の
と
思
う
。

⑳

が
平
川
彰
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
も
、
和
辻
の
こ
こ
の
解
釈
を
念
頭
に
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
和
辻
が
「
生
」
を

「
一
般
に
或
る
も
の
が
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
解
釈
す
る
に
至
っ
た
一
番
の
根
拠
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
か
く
生
あ
る

も
の
が
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
語
も
、
事
柄
を
正
し
く
把
握
し
た
訳
語
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
次
の

よ
う
に
訳
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
（
「
か
く
生
あ
る
云
々
」
に
相
当
す
る
箇
所
に
傍
線
を
施
し
た
。
）

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
も
し
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
、
生
ま
れ
る
こ
と
が
完
全
に
な
か
っ
た
と
し

ゃ
し
や

た
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
神
々
が
神
の
状
態
に
、
ガ
ン
ダ
ッ
バ
た
ち
が
ガ
ン
ダ
ッ
バ
の
状
態
に
、
夜
叉
た
ち
が
夜
叉
の
状
態
に
、
精

霊
た
ち
が
精
霊
の
状
態
に
、
人
間
た
ち
が
人
間
の
状
態
に
、
四
つ
足
の
動
物
た
ち
が
四
つ
足
の
動
物
の
状
態
に
、
烏
た
ち
が
烏
の
状

結
び
及
び
今
後
の
課
題
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⑫

髻
瞼
的
な
表
現
で
あ
る
と
強
引
に
解
釈
し
て
、
そ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

和
辻
の
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
」
は
名
著
の
誉
れ
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
原
始
仏
教
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

仏
陀
は
輪
廻
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
と
か
、
縁
起
説
は
業
に
よ
る
輪
廻
と
は
関
係
し
な
い
な
ど
と
い
う
誤
解
が
、
今
日
も
な
お
少
な
か

ら
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
そ
の
影
響
力
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
所
論
に
は
、
子
細
に
検
討
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な

根
本
的
な
問
題
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
今
回
は
、
和
辻
の
縁
起
説
理
解
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
た
が
、
今
後
、
氏
の
優

⑬

れ
た
業
績
と
さ
れ
て
い
る
「
聖
典
の
取
扱
い
方
」
に
関
す
る
見
解
を
も
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

聖
典
全
般
の
取
扱
い
方
に
関
す
る
和
辻
の
見
解
の
検
討
は
他
日
に
讓
る
が
、
縁
起
経
典
に
関
す
る
氏
の
見
解
の
中
に
も
、
そ
の
一
端
が

窺
え
る
。
氏
は
、
経
典
資
料
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
「
仏
説
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
の
型
に
お
い
て
存
す
る
こ
と
と
、
ブ
ッ

ダ
が
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
の
型
に
お
い
て
説
い
た
と
い
う
こ
と
と
は
直
ち
に
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
・
後
者
は
前
者
の
事
実
に
基
づ
い

た
解
釈
で
あ
る
。
し
か
も
種
々
の
異
説
を
一
人
の
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
統
一
せ
ん
が
た
め
に
異
説
そ
の
も
の
の
特
異
性
を
没
却
し
た
解
釈
に

過
ぎ
ぬ
」
と
述
べ
、
種
々
の
経
説
を
．
人
の
祖
師
の
思
想
」
と
し
て
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
解
釈
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
縁
起
説
の

発
展
は
釈
迦
一
代
の
間
に
釈
迦
自
身
の
思
想
の
発
展
と
し
て
あ
り
得
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
我
々
は
か
く
解
す
べ
き
何
の
証
拠
を
も
持

た
な
と
と
述
べ
る
。
和
辻
は
、
縁
起
説
に
種
々
の
形
の
存
在
す
る
理
由
を
、
「
釈
迦
の
思
想
の
展
開
」
と
見
ず
に
、
「
た
だ
単
純
に
資
料

自
身
が
縁
起
説
の
発
展
を
示
し
て
い
る
と
認
め
る
に
と
ど
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
言
う
。
そ
し
て
そ
う
考
え
る
根
拠
を
「
経
典
自
身
は

釈
迦
の
成
覚
を
完
成
と
し
て
取
り
扱
い
、
成
覚
後
の
開
展
な
ど
を
決
し
て
み
と
め
ぬ
」
か
ら
で
あ
り
「
ブ
ッ
ダ
の
思
想
が
種
々
に
変
化
し

＠

た
と
い
う
た
だ
一
つ
の
伝
承
を
も
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。

経
典
が
成
覚
を
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
成
覚
を
完
成
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か

に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
成
覚
を
完
成
し
た
も
の
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
成
覚
を
固
定
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

む
し
ろ
成
覚
は
ブ
ッ
ダ
の
中
で
繰
り
返
し
考
察
さ
れ
種
々
に
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
種
々
の
縁
起
説
の
型
を
生
み
、
「
釈
迦
の
思
想
と
し
て

1Q
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唾

展
開
」
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
木
村
の
考
え
方
の
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
は
「
仏
教
に
お
い
て
は
そ
の
創
始
者

⑮

の
思
想
世
界
に
お
け
る
進
歩
と
発
展
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
い
、
諸
経
典
に
お
い
て
相
違
す
る
記
述
を
「
ブ
ッ
ダ
の
思
想
が

⑰

発
展
し
て
い
く
様
々
な
段
階
が
保
存
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
、
「
縁
起
説
が
簡
単
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
と

⑬

展
開
す
る
の
も
ブ
ッ
ダ
の
思
想
の
展
開
を
示
す
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
言
う
。

経
典
資
料
相
互
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
は
こ
れ
か
ら
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
種
々
の

型
の
縁
起
説
を
説
く
経
典
資
料
を
取
り
扱
う
た
め
に
和
辻
が
採
っ
た
姿
勢
は
、
そ
れ
ら
を
「
一
人
の
祖
師
の
思
想
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
を
退
け
、
た
だ
単
純
に
資
料
自
身
が
縁
起
説
の
発
展
を
示
し
て
い
る
と
認
め
る
に
と
ど
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、

「
縁
起
説
の
発
展
」
を
何
を
基
準
と
し
て
跡
付
け
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
和
辻
は
、
論
理
的
関
係
を
説
く
縁

起
説
が
本
来
の
も
の
で
あ
り
、
時
間
的
経
過
を
説
明
す
る
縁
起
説
は
後
世
の
解
釈
を
含
む
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
前
者
の
縁
起
説
の
中

⑲

で
も
、
概
括
的
で
簡
潔
な
縁
起
説
を
一
次
的
な
も
の
と
し
、
具
体
的
に
詳
説
し
た
も
の
を
二
次
的
な
も
の
と
考
え
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て

縁
起
説
の
発
展
順
序
つ
ま
り
経
典
の
成
立
順
序
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
上
記
の
よ
う
に
、
本
来
の
縁
起
説
が
た
だ
論
理
的
関
係
の
み

で
は
な
く
時
間
的
経
過
を
も
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
想
定
さ
れ
た
経
典
の
成
立
順
序
は

成
り
立
た
な
い
こ
と
と
な
る
。
和
辻
の
「
聖
典
の
取
扱
い
方
」
に
関
す
る
見
解
に
も
同
様
の
問
題
の
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
本
稿
は
二
○
○
一
年
一
○
月
二
五
日
に
行
な
わ
れ
た
大
谷
大
学
仏
教
学
会
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

参
考
文
献

［
釈
尊
は
輪
廻
転
生
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
か
に
関
し
て
］

小
川
一
乗
「
「
輪
廻
・
転
生
」
に
関
す
る
龍
樹
の
見
解
」
（
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
五
八
号
）
一
九
九
三
年

舟
橋
尚
哉
「
輪
廻
思
想
と
仏
教
」
二
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
五
九
号
）
一
九
九
四
年

櫻
部
建
「
輪
廻
小
考
」
（
『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
第
一
三
号
）
二
○
○
○
年
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注①
竹
村
牧
男
一
唯
識
の
構
造
』
一
九
八
五
年
。
小
川
一
乗
「
「
輪
廻
・
転
生
」
に
関
す
る
龍
樹
の
見
解
」
（
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
五
八
号
）
一
九

九
三
年
な
ど
。
舟
橋
尚
哉
「
輪
廻
思
想
と
仏
教
」
含
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
五
九
号
）
一
九
九
四
年
。
松
本
史
朗
『
縁
起
と
空
』
（
一
九
八
九
年
）

や
袴
谷
憲
昭
「
仏
教
教
団
史
論
』
（
二
○
○
二
年
）
も
、
解
脱
と
い
う
考
え
方
を
我
を
実
在
視
す
る
我
論
に
も
と
づ
く
非
仏
教
思
想
ま
た
は
反
仏
教

［
縁
起
説
と
輪
廻
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
］

木
村
泰
賢
『
原
始
仏
教
思
想
論
」
一
九
二
一
年
（
「
木
村
泰
賢
全
集
」
一
九
六
八
年
第
三
巻
に
収
録
）

赤
沼
智
善
「
十
二
因
縁
の
伝
統
的
解
釈
に
就
い
て
」
（
『
宗
教
研
究
」
新
二
の
一
、
一
九
二
五
年
）
（
「
原
始
仏
教
の
研
究
』
一
九
三
九
年
に
収
録
）

宇
井
伯
寿
「
十
二
因
縁
の
解
釈
ｌ
縁
起
説
の
意
義
」
二
思
想
」
第
三
九
号
）
一
九
二
五
年
（
同
年
「
印
度
哲
学
研
究
』
第
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
）

和
辻
哲
郎
「
原
始
仏
教
の
縁
起
説
」
（
「
思
想
」
）
一
九
二
六
年
（
「
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
一
九
二
七
年
に
収
録
。
本
稿
で
は
『
和
辻
哲
郎
全
集
第

五
巻
』
一
九
七
七
年
収
録
の
も
の
に
よ
っ
た
）

画
刃
呂
葛
邑
口
の
【
】
の
圏
暮
爵
冬
、
営
号
尽
き
、
ミ
９
８
鳶
消
）
駒
四
目
⑦
巴
圃
言
侭
）
ら
閉
（
く
巨
、
①
号
冨
『
頁
〉
閏
§
ご
呉
冒
ｓ
Ｓ
国
、
冨
畠
号
言
く
閂
四
‐

ロ
四
ｍ
】
・
畠
①
司
四
）

］
の
○
貝
匿
〕
尋
鳥
菖
畠
胃
苛
亘
胃
罫
３
，
幕
旨
き
』
（
シ
貝
言
①
］
己
の
ロ
）
ら
畠
（
鎧
淳
訳
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
一
九
九
○
年
）

８
ゞ
臣
、
い
き
剣
、
‐
与
園
員
吻
宮
島
葛
種
員
忌
、
』
ミ
腎
照
冬
堕
印
尽
き
冒
琶
農
８
９
日
嗣
の
ロ
）
５
５
（
高
楠
順
次
郎
・
河
合
哲
雄
共
訳
「
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ト
よ
り
仏
教
ま
で
』
一
九
三
○
年
）

の
厨
号
農
儲
ご
ｇ
】
昏
忌
§
、
薑
。
い
§
ご
Ｐ
Ｃ
且
○
口
》
ｚ
の
葛
屋
○
『
ご
己
麗
‐
ら
目
（
三
枝
充
惠
・
羽
矢
辰
夫
共
訳
「
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
』
’
九
八

同
著
「
輪
廻
に
つ
い
て
」
含
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
七
二
号
）
二
○
○
○
年

目
．
弓
．
幻
豈
湧
ｐ
い
く
こ
め
》
団
鴬
辻
迂
ミ
ニ
ロ
①
］
宮
）
畠
司
『

国
白
鳥
号
の
侭
〕
、
忌
鼻
琴
回
蒔
営
５
８
§
》
騨
営
⑮
博
寺
、
》
痔
冒
、
の
匂
罵
営
冬
ａ
自
侭
員
‐
犀
片
言
）
扁
曽
（
木
村
泰
賢
・
景
山
哲
雄
共
訳
『
仏
陀
」
一
九
二

五
年
）

八
年
）

1負
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思
想
と
す
る
見
解
が
基
本
に
あ
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
釈
尊
は
輪
廻
の
存
在
を
説
か
な
か
っ
た
と
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②
櫻
部
建
「
輪
廻
小
考
」
（
「
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
第
一
三
号
）
二
○
○
○
年
。

同
著
「
輪
廻
に
つ
い
て
」
二
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
七
二
号
）
二
○
○
○
年
。

和
辻
博
士
の
「
通
俗
信
仰
と
し
て
の
業
及
び
輪
廻
の
思
想
の
包
摂
な
ど
は
、
経
蔵
末
期
の
砕
巨
酉
の
爵
目
匡
の
の
顕
著
な
特
長
で
あ
る
」
と
か
「
無

我
の
立
場
に
お
い
て
は
業
に
よ
る
輪
廻
は
成
立
し
な
い
」
「
後
に
阿
毘
達
磨
的
解
釈
が
縁
起
説
を
輪
廻
思
想
と
結
び
つ
け
た
」
（
「
原
始
仏
教
の
実
践

哲
学
』
一
七
一
、
二
八
○
、
二
八
四
頁
）
と
す
る
見
解
の
間
違
い
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
二
論
文
か
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。

③
木
村
泰
賢
『
原
始
仏
教
思
想
論
」
一
九
二
一
年
（
「
木
村
泰
賢
全
集
』
第
三
巻
に
収
録
、
一
九
六
八
年
）
。

赤
沼
智
善
「
十
二
因
縁
の
伝
統
的
解
釈
に
就
い
て
」
（
『
宗
教
研
究
」
新
二
の
一
、
一
九
一
一
五
年
）
二
原
始
仏
教
の
研
究
」
に
収
録
、
一
九
三
九

⑧⑦⑥⑤④

南
伝
大
蔵
経
第
二
三
巻
、
一
三
七
頁
。
増
永
霊
鳳
訳
。

梶
山
雄
一
「
輪
廻
と
超
越
」
（
「
哲
学
研
究
』
第
五
五
○
号
）
三
二
八
頁
。
城
邑
経
に
つ
い
て
は
榎
本
文
雄
「
若
干
の
経
文
を
め
ぐ
っ
て
「
城
邑

経
」
の
展
開
を
中
心
に
」
二
仏
教
史
学
研
究
」
第
二
四
巻
第
二
号
）
を
参
照
。

年
、一

0

木
村
前
掲
書
、
四
二
九
頁
。

『
ブ
ッ
ダ
の
詩
Ｉ
』
三
三

木
村
前
掲
書
、
四
三
○
頁
。

南
伝
大
蔵
経
第
二
三
巻
、

山
折
哲
雄
「

津
Ⅲ
真
一
「

村
上
真
完
「

九
九
○
年
）
。

和
辻
哲
郎
「
原
始
仏
教
の
縁
起
説
」
（
「
思
想
』
）
一
九
二
六
年
（
「
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
に
収
録
、
一
九
二
七
年
）
。

木
村
・
和
辻
両
氏
の
縁
起
説
論
争
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

山
折
哲
雄
「
や
せ
ほ
そ
っ
た
「
仏
陀
」
」
（
『
仏
教
』
ｚ
ｏ
鳥
一
九
八
七
年
一
○
月
）
。

津
Ⅲ
真
一
「
密
教
と
ブ
ッ
ダ
の
根
本
的
立
場
」
上
、
中
、
下
（
『
大
法
輪
」
第
五
五
巻
、
第
九
、
一
○
、
二
号
、
一
九
八
八
年
）
。

村
上
真
完
「
諸
行
考
ｌ
原
始
仏
教
の
身
心
観
ｌ
」
Ｉ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
二
佛
教
研
究
』
第
一
六
、
一
七
、
一
八
、
一
九
号
、
一
九
八
七
’
一

る
…

｡

子
井
伯
寿
「
十
二
因
縁
の
解
釈
ｌ
縁
起
説
の
意
義
」
（
「
思
想
」
第
三
九
号
）
一
九
二
五
年
（
同
年
『
印
度
哲
学
研
究
」
第
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ

頁
○

藤
川
宏
達
訳
。
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⑳⑳ ⑲ ⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫ ⑪⑩（，

宇
井
『
印
度
哲
学
研
究
』
第
二
、
二
九
七
頁
。

宇
井
前
掲
書
、
’
一
六
五
頁
。
宇
井
は
縁
起
を
輪
廻
の
進
程
を
示
す
も
の
と
解
釈
す
る
経
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
中
部
大
愛
壼
経

（
ミ
ミ
ミ
§
言
い
ミ
嵩
奪
亀
昌
員
貢
ぐ
○
二
．
』
も
麗
巴
中
阿
含
二
○
一
喋
帝
経
（
大
正
一
、
七
六
六
頁
）
を
挙
げ
る
。
宇
井
は
こ
れ
ら
の
経
に
お
い
て
、

托
胎
受
生
を
初
め
愛
以
下
が
事
実
に
あ
て
は
め
て
説
か
れ
、
胎
生
学
的
解
釈
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

か
く
愛
以
下
を
事
実
に
當
て
、
説
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
愛
以
前
も
亦
托
胎
以
後
の
事
実
で
説
か
る
、
に
至
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
弦
に
於
て
か

胎
児
が
識
名
色
に
相
當
す
る
も
の
と
せ
ら
る
、
に
至
る
根
拠
が
発
見
せ
ら
れ
得
る
。
か
く
の
如
く
一
度
事
実
に
當
て
、
説
き
解
釈
す
る
こ
と
に
な

れ
ば
各
支
は
凡
て
原
因
結
果
の
関
係
で
結
付
け
ら
れ
て
居
る
と
解
釈
せ
ら
る
、
こ
と
と
な
り
、
か
く
し
て
こ
の
一
段
を
終
わ
る
と
、
次
ぎ
に
は
必

然
的
に
十
二
因
縁
が
輪
廻
の
進
程
を
示
す
も
の
と
解
せ
ら
る
、
に
至
る
の
で
あ
る
。
（
三
一
○
頁
）

識
を
托
胎
刹
那
に
當
て
、
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
識
は
母
胎
に
於
け
る
結
生
の
刹
那
の
五
穂
で
、
名
色
は
従
っ
て
胎
内
五
位
で
あ
る
と
の

説
と
な
る
の
で
あ
る
。
此
の
如
く
識
名
色
を
胎
児
の
上
で
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
鮎
か
ら
胎
生
学
的
の
解
釈
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
（
三

の
ｚ
〆
冒
》
』
画
（
ぐ
○
｝
・
い
患
）
．
』

和
辻
前
掲
書
、
’
九
一
頁
。

宇
井
前
掲
書
、
三
一
五
頁
。

巨
農
君
筐
の
ｍ
の
『
》
貝
§
萱
冒
§
罫
３
、
の
量
冨
昌
品
、
冬
吻
ミ
ミ
ミ
、
震
暮
曽
の
量
震
い
》
ら
Ｅ

松
本
文
三
郎
「
宗
教
と
学
術
』
一
九
二
年
、
四
九
頁
。
和
辻
哲
郎
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
、
九
八
、
一
七
三
頁
な
ど
参
照
。

の
ｚ
〆
戸
届
（
ぐ
○
一
画
も
畠
）
雑
阿
含
三
七
二
経
（
大
正
二
、
一
○
二
頁
、
上
）
。

宇
井
前
掲
書
、
二
六
九
ｌ
－

ｍ
ｚ
ｘ
ｐ
》
画
（
ぐ
○
一
．
い
つ
己
Ｌ

宇
井
前
掲
書
、
二
七
二
頁
。

宇
井
前
掲
書
、
二
六
九
頁
。

宇
井
前
掲
害
、
二
七
一
頁
。

宇
井
前
掲
書
、
二
九
八
頁
。

木
村
前
掲
書
、
四
三
三
頁
。

三
二二

頁
、〆

一
七
○
頁
。

甲
劣
大
正
脚
回
駅
・
煙
古
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、⑳⑳⑳ ⑳⑳⑫③ ⑭ ⑳ ⑳
経
』
の
縁
起
説
と
そ
の
解
釈
‐

⑳
和
辻
一
九
六
’
一
九
七
頁
。

砂
の
ｚ
〆
目
・
ｇ
Ｓ
目
い
く
巳
．

和
辻
前
掲
書
一
九
○
’
一
九
一
頁
。

和
辻
は
縁
起
説
の
発
展
に
つ
い
て
「
縁
起
説
が
簡
単
な
も
の
よ
り
複
雑
な
も
の
へ
発
展
し
た
と
認
め
る
な
ら
ば
、
一
切
の
困
難
は
消
失
す
る
。
未

発
展
の
形
が
保
持
さ
れ
、
ま
た
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
の
は
、
単
に
た
だ
教
団
に
お
け
る
保
守
的
傾
向
を
物
語
る
に
過
ぎ
ぬ
」
と
言
う
。
和
辻
前
掲
害

八
九
頁
。

大
正
二
、

の
ｚ
〆
〆
目

の
ｚ
〆
〆
目

和
辻
前
掲
害
、
一
七
六
頁
”

和
辻
前
掲
害
、
一
八
二
頁
。

和
辻
前
掲
害
、
’
八
二
’
一
八
三
頁
。

村
上
（
平
野
）
真
完
「
縁
起
成
道
説
資
料
」
（
罰
仏
研
」
一
三
巻
一
号
、
一
九
六
五
年
）
一
八
八
頁
。
梶
山
雄
一
「
輪
廻
と
超
越
ｌ
扇
邑

』
の
縁
起
説
と
そ
の
解
釈
ｌ
」
（
『
哲
学
研
究
」
五
五
○
号
、
一
九
八
四
年
）
三
五
九
頁
注
三
三
。

和和〔/〕
辻辻＝
前前〆
掲掲目
奎圭一

貝 旦 匡
一七：~J
八八

一｜
頁一
｡‐上

九

頁
口

の
ｚ
〆
目
９
用
目
い
く
巳
自
己
己
亘
昏
言
野
営
ロ
ミ
農
ミ
Ｑ
曽
曽
。
に
は
次
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
比
丘
た
ち
よ
、
私
が
ほ
と
け
に
な
る
以
前
、
ま
だ
正
し
い
さ
と
り
に
達
し
な
い
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
「
ま
こ
と
に
こ

の
世
は
、
苦
難
に
満
ち
て
い
る
。
生
ま
れ
て
は
老
い
、
死
に
、
こ
の
世
を
去
り
、
そ
し
て
つ
ぎ
の
生
涯
に
生
ま
れ
る
（
ｏ
四
く
畠
・
幽
肩
弓
昌
目

８
）
。
し
か
も
な
お
、
こ
の
苦
し
み
の
老
死
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
い
っ
た
い
、
い
つ
こ
の
苦
し
み
の
老
死
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
知
る

の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
比
丘
た
ち
よ
、
そ
の
と
き
、
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
肩
つ
た
い
何
が
あ
る
と
き
老
死
が
あ
り
、
何
に
よ
っ
て
老
死

が
あ
る
の
か
」
と
。
比
丘
た
ち
よ
、
そ
こ
で
私
は
、
真
理
に
し
た
が
っ
た
考
察
と
正
し
い
智
慧
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
了
解
し
た
。
「
じ
っ

に
出
生
が
あ
る
と
き
老
死
が
あ
り
、
出
生
に
よ
っ
て
老
死
が
あ
る
」
と
。
［
以
下
、
有
、
取
、
愛
、
受
、
触
、
六
処
、
名
色
、
識
、
行
、
無
明
の

順
に
十
二
支
が
説
か
れ
る
］
（
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
Ⅳ
」
五
七
’
五
八
頁
）
。

一
○
頁
、
下
’
二
頁
、
上
。
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⑰
ご
己
も
Ｅ
］

⑬
ご
筐
も
」
Ｓ

⑲
木
村
前
掲
言
、

⑳
大
正
一
、
七
頁
、
中
、
五
’
七
。

⑰
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
Ⅳ
』
五
七
’
五
八
頁
、
池
田
正
隆
訳
。

⑱
中
村
元
蘆
始
仏
教
の
思
想
Ⅱ
』
四
四
九
頁
、
注
七
。

⑲
梶
山
前
掲
論
文
、
三
五
九
頁
、
注
三
三
。

⑳
平
川
彰
層
と
縁
起
』
（
平
川
彰
著
作
集
第
一
巻
、
一
九
八
八
年
）
四
六
○
頁
。

⑪
「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
Ｉ
』
二
四
八
頁
、
宮
本
正
尊
訳
。
中
村
訳
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
（
中
村
元
「
原
始
仏
教
の
思
想
Ⅱ
』
四
四
八

頁
。
）
末
尾
の
訳
が
不
正
確
で
、
そ
の
点
で
は
宮
本
訳
の
方
が
妥
当
で
あ
る
。

も
し
も
ど
こ
に
で
も
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
全
然
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
神
が
神
と
し
て
生
ま
れ
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が
ガ
ン
ダ
ル
ヴ

ァ
と
し
て
生
ま
れ
、
ヤ
ク
シ
ャ
（
夜
叉
）
が
ヤ
ク
シ
ャ
と
し
て
生
ま
れ
、
精
霊
が
精
霊
と
し
て
生
ま
れ
、
人
が
人
と
し
て
生
ま
れ
、
四
足
獣
が
川

足
獣
と
し
て
生
ま
れ
、
烏
が
烏
と
し
て
生
ま
れ
、
罰
う
も
の
が
飼
う
も
の
と
し
て
生
ま
れ
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
〈
生
ま
れ
る
〉
と
い
う
こ
と
が
全
然
な
い
の
に
、
生
ま
れ
る
こ
と
が
消
滅
す
る
か
ら
と
て
く
老

い
死
に
ゆ
く
こ
と
〉
が
認
識
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
？
」

⑫
和
辻
前
掲
害
、
一
三
○
’
一
三
一
頁
。
木
村
は
和
辻
の
こ
の
強
引
な
解
釈
を
「
か
か
る
救
釈
は
、
い
や
し
く
も
正
直
に
文
献
を
取
扱
お
う
と
す
る

人
の
一
顧
に
も
値
し
な
い
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
批
判
し
て
い
る
（
木
村
前
掲
書
、
三
七
六
頁
）
。

⑬
和
辻
「
初
期
仏
教
資
料
の
取
り
扱
い
方
に
就
い
て
」
言
思
想
』
一
九
二
六
年
一
月
、
二
月
、
三
月
。
和
辻
前
掲
書
所
収
）
。

唾
木
村
前
掲
言
、
二
四
六
’
二
四
七
頁
。

⑮
両
司
国
匡
尋
巴
言
の
【
ゞ
の
風
向
言
、
寿
司
営
島
＆
§
、
冨
昌
号
詳
》
目
》
国
四
且
ゞ
の
四
一
Ｎ
言
侭
〉
ら
留
一
く
・
巨
、
＆
の
弄
胃
頁
・
ゞ
閏
§
曇
呉
冒
へ
曽
葛
、
冨
昌
§
寺
〉

く
四
国
ロ
四
国
》
目
④
『
い
や
匡
刃

⑮
ロ
ョ
く
巳
目
〕
弓
劇
‐
日

哩
和
辻
前
掲
書
、
一
九
○
頁
。

三
七
五
頁
（
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