
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
釈
尊
の
仏
教
を
「
縁
起
」
の
一
点
で
再
解
釈
し
、
「
縁
起
な
る
も
の
、
そ
れ
を
我
々
は
空
性
と
説
く
」
（
『
根
本
中

諭
偏
』
〆
〆
弓
、
尻
）
と
、
「
空
」
の
仏
教
を
主
張
し
た
龍
樹
に
お
い
て
は
、
こ
の
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
て
い

た
の
か
。
そ
の
問
題
を
少
し
く
究
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
龍
樹
の
明
確
な
言
及
は
、
か
れ
の
哲
学
的

②

な
論
害
と
し
て
の
五
如
理
論
聚
の
中
で
は
、
『
根
本
中
論
偶
一
と
『
六
十
頌
如
理
論
』
に
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
二
論

最
近
、
様
々
な
宗
教
現
象
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
通
し
な
が
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
霊
信
仰

に
よ
る
霊
の
崇
り
で
あ
る
と
か
、
浄
霊
と
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
霊
信
仰
と
係
わ
る
点
が
仏
教
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
に
関
し
て
輪
廻
転
生
思
想
が
考
え
ら
れ
る
。
輪
廻
転
生
思
想
は
、
仏
教
成
立
当
時
か
ら
現
在
に
到
る
ま
で
の
イ
ン
ド
の
宗
教
に
お
い
て

極
め
て
常
識
的
な
事
柄
で
あ
る
た
め
、
イ
ン
ド
仏
教
は
常
に
こ
の
輪
廻
転
生
思
想
と
対
時
し
、
時
に
は
そ
れ
を
取
り
込
み
、
時
に
は
そ
れ

に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
歴
史
を
辿
っ
た
と
い
え
る
。

基
本
的
に
は
、
縁
起
・
無
我
を
主
張
し
た
釈
尊
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
「
輪
廻
転
生
」
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後

の
イ
ン
ド
仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
は
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
イ
ン
ド
の
民
族
宗
教
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
何
ら

①

か
の
形
で
「
輪
廻
転
生
」
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
教
理
を
作
り
出
す
努
力
さ
え
し
て
き
た
と
い
え
る
面
も
伺
え
る
。

「
輪
廻
。
転
生
」
に
関
す
る
龍
樹
の
見
解

、
Ｉ
Ｉ
Ｊ

ノ

川

一

乗

1



引
用
で
あ
る
。

ま
ず
、
三
皿

を
中
心
に
し
て
、
究
明
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
が
、
特
に
出
典
を
挙
げ
て
い
な
い
引
用
文
は
、
す
べ
て
『
根
本
中
論
偶
』
よ
り
の
２

ま
ず
、
三
世
に
亙
っ
て
輪
廻
に
転
生
す
る
と
い
う
、
そ
の
「
転
生
」
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
実
体
的
な
存
在
の
転
生
が
論

理
的
に
あ
り
得
な
い
こ
と
を
龍
樹
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
実
体
的
な
存
在
の
三
世
に
亙
る
転
生
を
主
張
す
る
ア
ビ
ダ
ル

マ
仏
教
（
特
に
、
説
一
切
有
部
）
の
極
め
て
基
本
的
な
考
え
方
を
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

事
物
と
い
う
も
の
を
承
認
し
て
い
る
も
の
に
は
、
断
滅
も
な
く
、
常
住
も
な
い
。
何
と
な
ら
ば
、
こ
の
迷
い
の
生
存
は
、
結
果
と
原

因
と
が
生
じ
て
は
滅
す
る
と
い
う
連
続
（
相
続
）
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
〆
曽
》
届
）

こ
こ
に
は
、
三
世
に
亙
っ
て
実
在
す
る
事
物
の
本
質
（
自
性
）
が
間
断
な
く
連
続
し
て
、
現
在
の
一
刹
那
と
い
う
現
象
世
界
を
形
成
し

て
、
原
因
と
結
果
が
減
し
て
は
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
断
滅
と
い
う
こ
と
も
、
常
住
と
い
う
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
の
実
体
論
に
よ
る
主
張
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

も
し
こ
の
迷
い
の
生
存
は
、
結
果
と
原
因
と
が
生
じ
て
は
減
す
る
と
い
う
連
続
で
あ
る
な
ら
ば
、
減
し
た
も
の
は
再
び
生
じ
な
い
か

ら
、
原
因
の
断
滅
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
（
〆
凶
ゞ
届
）

こ
こ
で
は
、
実
体
的
な
原
因
が
減
す
る
と
き
、
そ
の
原
因
は
結
果
へ
と
接
続
せ
ず
、
結
果
を
生
じ
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
断
滅
論
と

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
過
誤
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、

自
性
（
事
物
の
本
質
）
と
し
て
す
で
に
実
在
し
て
い
る
も
の
が
、
実
在
し
な
い
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
実
に
、

浬
樂
の
時
に
は
、
迷
い
の
生
存
の
連
続
は
寂
滅
し
て
い
る
か
ら
、
断
滅
と
な
る
。
（
〆
曽
〕
弓
）

と
。
こ
こ
で
は
、
自
性
と
い
う
実
体
的
な
存
在
が
実
在
し
な
く
な
る
と
い
う
断
滅
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
、
し
か
も
、
も
し
浬
藥
と
い

う
こ
と
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
自
性
の
断
滅
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
浬
藥
と
は
虚
無
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
在
す
る
存
在
が
断
滅
す
る
と
い
う
こ
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
続
い
て
、



迷
い
の
生
存
は
陽
炎
や
幻
の
如
く
で
あ
る
と
知
恵
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
と
き
、
前
際
（
最
初
）
と
か
後
際
（
最
後
）
と
い
う
見
解
に

よ
っ
て
汚
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
弓
）

と
。
こ
こ
に
は
、
原
因
と
結
果
と
の
連
続
に
つ
い
て
、
実
体
論
に
お
い
て
は
、
原
因
の
最
後
が
減
し
た
と
き
、
結
果
の
最
初
が
生
じ
る
と

主
張
さ
れ
る
が
、
実
体
的
な
因
と
果
と
の
間
で
は
、
そ
の
よ
う
な
因
果
の
連
続
は
い
か
に
し
て
も
成
立
し
え
な
い
。
迷
い
の
生
存
は
因
縁

仮
和
合
に
よ
る
陽
炎
や
幻
の
如
く
で
あ
る
と
知
っ
た
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
実
体
的
な
存
在
の
最
初
と
か
最
後
と
い
う
説
明
不
可
能
な
問

題
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
体
論
に
お
け
る
自
性
の
断
滅
と
い
う
問
題
が
、
三
世
に
亙
る
転
生
を
不
可
能
に
す
る
点
に
つ
い
て
、

こ
の
よ
う
に
、
三
時
（
過
去
、
未
来
、
現
在
）
に
お
け
る
迷
い
の
生
存
の
連
続
と
い
う
こ
と
は
、
適
切
で
な
い
。
〔
そ
の
時
〕
お
よ

そ
三
時
に
お
い
て
存
在
し
な
い
、
そ
の
よ
う
な
迷
い
の
生
存
の
連
続
が
、
い
か
に
し
て
あ
ろ
う
か
。
（
〆
曽
』
巴
）

と
、
実
体
的
な
存
在
が
三
世
に
亙
っ
て
連
続
す
る
迷
い
の
生
存
を
形
成
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と
き
、
三
世
に
お
け
る
迷
い
の
生
存
は

存
在
せ
ず
、
従
っ
て
、
存
在
し
な
い
も
の
の
連
続
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
『
六
十
頌
如
理
論
』

で
、 龍

樹
の
論
理
で
あ
る
。

最
後
の
迷
い
の
生
存
が
減
し
た
と
き
、
〔
そ
れ
に
連
続
し
て
〕
最
初
の
迷
い
の
生
存
が
あ
る
と
い
う
の
は
適
切
で
な
い
。
ま
た
、
最

後
の
迷
い
の
生
存
が
ま
だ
減
し
て
い
な
い
の
に
、
最
初
の
迷
い
の
生
存
が
あ
る
と
い
う
の
も
適
切
で
な
い
。
（
〆
凶
、
届
）

と
。
こ
れ
も
ま
た
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
実
体
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
原
因
が
減
し
た
後
に
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
断
滅
で

あ
る
し
、
原
因
が
ま
だ
減
し
て
い
な
い
の
に
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
道
理
と
し
て
成
立
し
な
い
と
い
う
の
は
、
常
に
主
張
さ
れ
る

こ
の
よ
う
に
、
迷
い
の
生
存
が
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
一
二
世
に
亙
っ
て
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
、
輪
廻
の
主
体
で
３

せ
ず
、
従
っ
て
、

次
ぎ
の
よ
う
に
、



に
は
、
何
ら
か
の
三
世
跨

よ
う
に
論
難
し
て
い
る
。

あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
（
目
：
ご
・
我
）
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
実
在
論
の
上
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
、
次
ぎ

に
は
、
何
ら
か
の
三
世
に
転
生
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
に
似
た
主
体
を
想
定
す
る
こ
と
も
適
切
で
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
龍
樹
は
次
ぎ
の

も
し
諸
行
が
輪
廻
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
ら
が
常
住
で
あ
る
な
ら
ば
、
輪
廻
し
な
い
し
、
ま
た
無
常
で
あ
る
な
ら
ば
、
輪
廻
し
な

い
。
有
情
に
つ
い
て
も
、
こ
の
次
第
は
同
様
で
あ
る
。
（
〆
昌
、
］
）

と
。
こ
の
主
張
は
、
原
因
と
結
果
の
連
続
が
実
体
論
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
実
体
論
批
判
に
基
づ
い
て
い
る
。
同
様
の
主
張

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
も
身
体
に
よ
る
諸
行
も
、
そ
れ
ら
が
常
住
で
あ
っ
て
も
無
常
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
因
果
関
係
は
成
立
し

な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
が
輪
廻
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
身
体
が
常
住
で
あ
る
と
き
、
い
う
ま
で
も
な
く
常
住
な
存
在

の
問
に
は
因
果
関
係
は
成
立
せ
ず
、
ま
た
、
無
常
で
あ
る
と
き
は
因
果
の
連
続
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
ア
ー
ト
マ
ン

の
よ
う
な
、
身
体
の
常
住
と
無
常
に
係
わ
り
の
な
い
輪
廻
の
主
体
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
輪
廻
す
る
と
い
う
反
論
を
想
定
し
て
、
続
い
て
、

③

も
し
も
プ
ト
ガ
ラ
（
も
目
鳴
］
煙
）
が
輪
廻
す
る
と
し
て
も
、
穂
・
処
・
界
に
お
い
て
、
五
種
の
検
討
を
加
え
る
と
き
、
そ
れ
（
・
フ
ト
ガ

ラ
）
は
存
在
し
な
い
。
何
者
が
輪
廻
す
る
の
か
。
（
巴

と
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
構
成
要
素
で
あ
る
五
臨
と
ア
ー
ト
マ
ン
（
こ
こ
で
は
プ
ト
ガ
ラ
）
と
の
関
係
が
五
種
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
、

④

ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
が
仏
教
の
伝
統
で
あ
る
。
こ
れ
が
有
名
な
五
穂
無
我
説
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
こ
に
改
め
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
よ
う
な
ア
ー
ト
マ
ン
と
か
プ
ト
ガ
ラ
と
い
う
何
ら
か

の
輪
廻
の
主
体
の
存
在
を
想
定
す
る
と
き
、
続
い
て
、

〔
ア
ー
ト
マ
ン
な
ど
は
〕
、
取
（
迷
い
の
生
存
を
取
る
こ
と
）
か
ら
取
へ
と
輪
廻
し
つ
つ
あ
る
と
き
、
迷
い
の
生
存
（
五
穂
）
を
は
な

れ
て
い
る
も
の
と
な
ろ
う
。
迷
い
の
生
存
を
離
れ
て
い
て
、
し
か
も
取
で
も
な
い
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
。
何
が
輪
廻
す
る
の
で
あ

ろ
声
ヘ
ノ
か
。
（
巴



先
ぼ
ど
ア
ー
ト
マ
ン
と
か
。
フ
ト
ガ
ラ
と
い
う
輪
廻
の
主
体
が
、
五
悪
と
の
関
係
の
上
で
五
種
に
究
明
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る

五
穂
無
我
説
に
つ
い
て
、
実
は
、
ｏ
四
目
国
酉
寓
武
は
、
、
曽
堕
ミ
ミ
§
員
副
に
お
い
て
、
第
十
八
章
「
ア
ー
ト
マ
ン
の
考
察
」
を
始
め
る
に

当
っ
て
、
次
ぎ
の
よ
う
に
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。

輪
廻
は
有
身
見
を
根
本
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
と
き
、
そ
し
て
、
有
身
見
の
対
象
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
正
し
く
見
る
と
き
、

し
か
も
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
識
さ
れ
な
い
か
ら
、
有
身
見
は
放
棄
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の

煩
悩
か
ら
の
開
放
が
あ
る
と
正
し
く
見
る
と
き
、
ま
ず
最
初
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
こ
そ
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
ア

ー
ト
マ
ン
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
我
執
の
対
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
我
執
の
対
象
が
妄
想
さ
れ
て
い
る
と
き

に
は
、
そ
れ
は
〔
五
〕
悪
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
〔
五
〕
穂
と
別
の
も
の
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

と
。
こ
の
よ
う
に
、
輪
廻
に
転
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
転
生
す
る
主
体
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
輪
廻
に
転
生
す
る
と
い
っ
た
場
合
の
転
生
主
体
の
不
明
確
さ
を
、
龍
樹
は
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
批
判
し
て
い
る
。

も
し
も
何
も
の
か
が
、
ど
こ
か
ら
か
来
て
、
さ
ら
に
、
ど
こ
か
へ
去
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
輪
廻
は
始
ま
り
の
無

い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
（
輪
廻
の
主
体
）
は
存
在
し
な
い
。
（
〆
〆
員
』
己
）

こ
こ
で
は
、
無
始
な
る
輪
廻
が
現
に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
輪
廻
の
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
な
ど
の
存
在
を
承
認

す
べ
き
で
あ
る
と
反
論
す
る
対
論
者
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
輪
廻
そ
の
も
の
が
常
住
で
あ
っ
て
も
無
常
で
あ
っ
て
も
成
立
し
な
い
だ
け

で
な
く
、
そ
の
輪
廻
の
主
体
も
存
在
し
え
な
い
と
い
う
結
論
的
な
主
張
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
我
執
我
所
執
は
、
有
身
見
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
有
身
見
は
何
を
根
拠
と
し
て
起
る
の
か
と
言
え
ば
、
ア
ー
ト
了
／
５

に
は
、
そ
れ
は
〔
五
〕
瀧
奉

（
の
］
内
命
。
己
．
い
』
Ｃ
昔
間
目
や
］
い
、
Ｊ
、
』
つ
）



が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
と
き
に
、
お
の
ず
６

と
有
身
見
が
否
定
さ
れ
、
有
身
見
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
、
我
執
我
所
執
と
い
う
執
着
が
、
お
の
ず
と
根
拠
を
失
っ
て
い
く
と
、
そ
う

い
う
筋
道
の
下
で
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
の
否
定
を
目
的
と
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
五
蒜
と
の
関
係
を
五
種
の
考
察
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

そ
こ
に
理
論
的
な
五
穂
無
我
説
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
少
し
く
考
察
し
て
お
き
た
い
の
は
、
有
身
見
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
有
身
見
と
い
え
ば
、
す
で
に
周
知
さ
れ
て
い

⑤

る
よ
う
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
、
特
に
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
十
大
煩
悩
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
五
見
の
最
初
に
あ
る
も
の
で
、
そ
の

有
身
見
の
次
ぎ
に
あ
る
の
が
辺
執
見
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
有
身
見
と
辺
執
見
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
若
干
の
例
を
次
に
引
い
て
み
る

と
、

と
。
こ
の
よ
う
な
説
明
が
『
倶
舎
論
』
の
中
に
管
見
さ
れ
る
。
『
倶
舎
論
』
は
経
量
部
の
立
場
で
、
説
一
切
有
部
の
学
説
を
批
判
的
に
解

釈
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
輪
廻
転
生
す
る
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
否
定
が
大
前
提
に
あ
る
の
で
あ
り
、

ｏ
四
目
目
国
風
』
は
そ
れ
を
用
い
て
、
自
ら
の
論
拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
身
見
（
３
房
身
①
‐
身
普
）
と
は
、
自
ら
の
身
体

は
確
実
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
身
に
対
す
る
執
着
と
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
自
ら
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
自
ら
の
所
有
に
対
す

る
執
着
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
我
執
（
騨
冒
卦
圃
国
）
と
我
所
執
（
目
四
日
騨
面
国
）
と
は
、
自
身
の
上
に
ア
ー
ト
マ
ン
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
自
ら
の
主
体
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
有
身
見
を
起
す
主
体
は
な
く
、
有

身
見
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
輪
廻
に
転
生
す
る
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
存
在
が
、

ア
ー
ト
マ
ン
を
見
る
こ
と
（
我
見
）
、
或
い
は
我
所
見
が
、
有
身
見
で
あ
る
。
（
望
鼻
も
．
腸
］
）

ア
ー
ト
マ
ン
と
し
て
是
認
さ
れ
て
い
る
そ
の
事
体
に
対
す
る
、
常
見
、
或
い
は
断
見
が
辺
執
見
で
あ
る
。
（
⑱
扉
．
も
も
笛
）

有
身
見
よ
り
辺
執
見
が
起
こ
る
。
辺
執
見
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
常
住
と
断
滅
と
い
う
極
論
に
執
着
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
の
｝
粋
。
己
．
い
（
扇
）

：



こ
の
よ
う
な
死
後
の
存
続
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
龍
樹
は
、
次
の
よ
う
に
、

Ｊ
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
と
き
、
そ
の
お
方
に
つ
い
て
、
「
仏
陀
は
入
滅
の
後
に
存
在
す
る
」
と
か
、
「
存
在
し
な
い
」
と
か
考
え
る
こ

と
は
合
理
的
で
な
い
。
（
〆
瞬
冒
〕
Ｅ
）

⑥

と
、
如
来
は
死
後
に
存
続
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
論
議
に
対
す
る
批
判
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

有
法
体
』

の
で
あ
る
。

次
に
、
龍
樹
は
実
体
的
な
存
在
が
三
世
に
亙
っ
て
転
生
す
る
こ
と
も
、
そ
の
転
生
の
主
体
の
存
在
も
否
定
し
た
が
、
「
輪
廻
」
と
い
う

こ
と
を
全
く
説
い
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
輪
廻
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
仕
方
で
輪
廻
が
説
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
７

存
在
し
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、
我
執
我
所
執
と
し
て
の
執
着
が
、
根
無
し
草
に
な
っ
て
い
く
。
我
執
我
所
執
を
離
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
我
執
我
所
執
の
在
り
方
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
有
身
見
に
よ
っ
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
実
在
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
そ
れ
が
死
後
に
存
続
す
る
と
見
な
す

常
住
論
と
、
死
後
は
断
滅
で
あ
る
と
見
な
す
断
滅
論
の
両
方
の
極
論
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
辺
執
見
で
あ
る
、
と
。
従
っ
て
、
「
倶

舎
論
』
に
説
か
れ
て
い
る
有
身
見
に
基
づ
い
た
辺
執
見
と
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
常
辺
（
有
見
）
と
断
辺
（
無
見
）
と
い
う
二
極
論
を

意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
死
後
の
常
住
、
或
い
は
断
滅
と
い
う
も
の
に
執
着
す
る
常
見
と
断
見
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
『
倶
舎
論
』
の
場
合
は
、
死
後
に
存
続
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
身
見
は
否
定
さ
れ
、
有
身

見
が
成
立
し
な
い
と
き
、
同
時
に
辺
執
見
も
成
立
し
な
く
な
る
。
そ
れ
が
『
倶
舎
論
』
の
趣
旨
で
あ
る
。
『
倶
舎
論
』
の
場
合
は
、
あ
く
ま

で
も
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
輪
廻
の
主
体
を
否
定
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
す
で
に
龍
樹
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
は
、
そ
の
当
初
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
無
我
と
し
て
否
定
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
、
二
一
世
実

有
法
体
恒
有
」
と
い
う
教
理
に
代
表
さ
れ
る
実
体
論
に
よ
っ
て
輪
廻
転
生
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
意
図
が
明
確
に
看
取
さ
れ
る



よ
う
に
秘こ

の
ゆ
え
に
、
無
知
の
人
は
、
輪
廻
の
根
本
で
あ
る
諸
行
を
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
知
な
人
が
作
者
（
業
を
作
る
主
体
）
な
の
で
あ

る
。
智
あ
る
人
は
、
真
実
を
知
見
す
る
が
ゆ
え
に
そ
う
で
は
な
い
。
（
〆
潤
自
》
こ

⑦

と
。
こ
こ
に
輪
廻
は
無
知
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
基
本
線
が
示
さ
れ
て
い
る
。
龍
樹
に
と
っ
て
、
無
知
と
は
一
切
法
無
自
性
空
と
い

う
知
見
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
輪
廻
は
本
来
的
に
空
で
あ
る
が
、
無
知
の
人
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、

し
か
し
、
迷
い
の
生
存
（
有
）
を
現
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
無
知
の
人
も
智
あ
る
人
も
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
、

智
あ
る
人
に
つ
い
て
、
『
六
十
頌
如
理
論
』
で
は
、

お
よ
そ
縁
起
し
て
い
る
も
の
は
生
と
減
と
を
離
れ
て
い
る
と
知
見
し
て
い
る
彼
ら
は
、
〔
常
と
断
の
〕
見
解
に
基
づ
く
迷
い
の
生
存

（
有
）
の
海
を
渡
れ
る
。
（
鴎
）

人
は
寂
離
（
空
性
）
に
お
い
て
、
動
揺
す
る
心
も
動
揺
し
な
く
な
り
、
煩
悩
の
蛇
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
る
耐
え
難
い
迷
い
の
生
存

（
有
）
の
海
を
渡
れ
る
。
（
＄
）

と
、
空
性
を
知
見
し
て
い
る
智
あ
る
人
こ
そ
が
こ
の
迷
い
の
生
存
を
渡
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
迷
い
の
生
存
（
有
）
に
生
死
す
る
限
り
、

知
見
を
得
た
人
に
生
死
が
な
く
な
る
訳
で
は
な
く
、
死
に
よ
っ
て
し
か
そ
れ
は
終
ら
な
い
が
、
智
あ
る
人
は
そ
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
こ

⑧

の
最
後
の
迷
い
の
生
存
と
し
て
の
生
死
（
輪
廻
）
の
暴
流
を
渡
る
の
で
あ
る
。

と
い
』
フ
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
龍
樹
に
と
っ
て
は
、
輪
廻
は
無
明
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
輪
廻
は
本
来
的
に
は
存
在
し
な

い
と
主
張
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
、

お
よ
そ
浬
樂
を
増
益
す
る
こ
と
が
な
く
、
輪
廻
を
損
減
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
何
が
輪
廻
で
あ
り
、
何
が
浬
梁
で
あ
る
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と
な
さ
れ
て
い
る
。
実
体
的
に
考
え
ら
れ
た
煩
悩
を
一
つ
一
つ
断
滅
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
煩
悩
が
滅
尽
し
た
と
き
に
輪
廻

が
終
る
と
い
う
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
見
解
に
対
し
て
、
実
体
的
に
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
煩
悩
に
は
始
ま
り
が
あ
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
の
に
、

そ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
そ
の
始
ま
り
は
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
縁
起
に
お
い
て
、
煩
悩
は

も
と
も
と
実
在
せ
ず
、
従
っ
て
、
実
在
し
な
い
も
の
に
は
始
め
も
な
く
終
り
も
な
い
の
で
あ
る
。

理
論
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
、

と
分
別
さ
れ
る
の
か
。
（
滅
昌
ゞ
ご
）

と
説
か
れ
、
ま
た
、
『
六
十
頌
如
理
論
』
で
も
、

真
実
を
見
な
い
者
は
、
世
間
（
輪
廻
）
と
浬
藥
と
を
想
像
す
る
。
真
実
を
見
る
も
の
は
、
世
間
と
浬
藥
と
を
想
像
し
な
い
。
（
巴

迷
い
の
生
存
（
有
・
輪
廻
）
と
浬
藥
と
の
そ
れ
ら
二
つ
は
、
存
在
し
な
い
。
迷
い
の
生
存
〔
が
不
生
で
あ
る
こ
と
〕
を
よ
く
知
る
の

が
浬
藥
で
あ
る
と
〔
世
尊
に
よ
っ
て
〕
説
か
れ
て
い
る
。
（
ｅ

と
説
か
れ
、
い
ず
れ
も
、
龍
樹
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
。
迷
い
の
生
存
と
浬
盤
と
の
二
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
迷
い
の
生
存
が
自
体

を
も
っ
て
実
在
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
縁
起
・
空
で
あ
る
と
知
見
す
る
こ
と
が
浬
梁
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ビ

ダ
ル
マ
仏
教
の
浬
藥
観
、
す
な
わ
ち
、
煩
悩
の
断
滅
が
浬
薬
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
対
す
る
椰
楡
的
な
批
判
が
、
同
じ
く
、
『
六
十
頌
如

以
上
の
よ
う
に
、
龍
樹
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
仏
教
の
基
本
的
立
場
で
も
あ
る
が
、
輪
廻
と
は
無
明
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
迷
い
の
生
存
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
的
に
は
縁
起
・
空
で
あ
っ
て
実
在
で
は
な
い
と
い
う
、
輪
廻
即
浬
藥
と
い
う
「
即
」

の
仏
教
と
し
て
、
そ
れ
が
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。

煩
悩
を
滅
尽
し
た
〔
こ
と
に
よ
り
〕
比
丘
の
輪
廻
が
も
し
終
息
す
る
な
ら
ば
、
正
等
覚
者
（
仏
）
た
ち
は
、
ど
う
し
て
そ
の
始
ま
り

を
唖
辿
べ
な
い
の
か
。
含
巴

9



輪
廻
（
生
死
）
は
浬
藥
と
何
ら
の
区
別
も
な
い
。
浬
藥
は
輪
廻
と
何
ら
の
区
別
も
な
い
。
（
〆
洪
ぐ
．
ご
）

お
よ
そ
、
浬
藥
の
究
極
で
あ
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
輪
廻
の
究
極
で
あ
る
・
両
者
に
は
何
ら
の
微
細
な
間
隙
も
認
め
ら
れ
な
い
。
（
９
）

こ
の
よ
う
な
龍
樹
の
立
場
か
ら
の
輪
廻
と
浬
樂
の
相
即
関
係
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
輪
廻
と
浬
渠
が
各
別
に
あ
っ
て
そ
の
両
者
が

一
緒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
龍
樹
の
仏
教
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
こ
の
迷
い
の
生
存
に
生
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
生

死
・
輪
廻
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
き
尽
し
て
い
く
他
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
生
死
・
輪
廻
と
い
う
「
迷
い
の
生
存
は
こ
の
世
限
り
で
再

び
生
ま
れ
変
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
釈
尊
の
仏
教
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
輪
廻
が
す
な
わ
ち
浬
藥
で
あ
る
と
い
う
龍
樹
の
主
張
は
、
輪
廻
そ
の
も
の
が
縁
起
に
お
け
る
遇
縁
の
存
在
で
あ
っ
て
、
何

ら
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
知
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
輪
廻
が
そ
の
ま
ま
浬
樂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
生
を
受

け
た
者
は
す
べ
て
死
に
到
る
ま
で
、
こ
の
迷
い
の
生
存
と
し
て
の
生
死
・
輪
廻
を
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
自
覚
的
に
と

ら
え
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
無
自
覚
で
あ
っ
て
も
、
生
死
・
輪
廻
を
生
き
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
変
り
は
な
い
が
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
と

ら
え
た
と
き
に
、
生
死
・
輪
廻
は
そ
の
ま
ま
で
、
そ
れ
が
浬
梁
と
相
即
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
が
龍
樹
の
仏
道
の
基
本
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
生
死
・
輪
廻
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
煩
悩
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
煩
悩
を
断
滅
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
何
ら
か
の
浬
藥
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
煩
悩
そ
れ
自
体
が
何
ら
根
拠
の
な
い
、
遇
縁
の
存
在
で
あ
る
と

明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
、
煩
悩
を
生
き
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
、
生
死
を
生
き
な
が
ら
、
生
死
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
、

そ
の
よ
う
な
関
係
が
、
龍
樹
の
輪
廻
即
浬
梁
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
空
性
七
十
論
』
に
、
次
の
よ
う
に
、

も
し
、
生
と
減
と
が
な
け
れ
ば
、
何
も
の
が
消
滅
し
て
浬
藥
す
る
の
か
と
、
〔
煩
悩
が
断
滅
し
た
の
が
浬
藥
で
あ
る
と
考
え
る
実
体

論
者
が
反
論
す
る
な
ら
ば
〕
、
自
性
と
し
て
の
生
も
な
く
減
も
な
い
こ
と
が
、
解
脱
で
は
な
い
の
か
。
（
瞳
）

と
説
か
れ
、
ま
た
、
『
六
十
頌
如
理
論
』
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
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以
上
、
龍
樹
の
「
輪
廻
転
生
」
に
対
す
る
見
解
を
管
見
し
た
が
、
龍
樹
は
迷
い
の
生
存
と
し
て
の
生
死
・
輪
廻
を
説
く
け
れ
ど
も
、
実

体
的
な
三
世
に
亙
る
転
生
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
論
題
に
お
い
て
「
輪
廻
・
転
生
」
と
、
輪
廻
と
転

生
の
問
に
、
・
印
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。

が
断
絶
す
る
わ
け
で
は
な
い
吸

道
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
こ
そ
が
、
現
在
世
に
お
け
る
浬
藥
で
あ
り
、
ま
た
、
な
す
琴
へ
き
こ
と
が
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
言
．
“
１
ｓ

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
解
脱
と
か
浬
藥
と
い
う
こ
と
を
龍
樹
は
ど
の
よ
う
に
了
解
し
て
い
た
か
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

生
死
・
煩
悩
を
生
き
な
が
ら
、
そ
の
生
死
・
煩
悩
が
本
来
的
に
は
何
ら
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
生
死
・
輪
廻

が
断
絶
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
、
龍
樹
に
と
っ
て
の
浬
藥
が
生
死
即
浬
渠
と
い
う
「
即
」
の
仏

①
仏
教
の
歴
史
を
見
て
い
く
と
、
や
は
り
仏
教
は
、
輪
廻
転
生
を
受
け
入
れ
て
い
く
方
向
を
た
ど
っ
て
い
く
。
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、
輪
廻
転

生
に
基
づ
い
た
業
報
輪
廻
説
に
よ
る
倫
理
を
取
り
入
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ア
ピ
ダ
ル
マ
仏
教
で
は
、
そ
の
傾
向
を
早
く
か
ら
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
、
そ
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
他
面
、
密
教
化
を
辿
る
な
か
で
、
常
に
輪
廻
転
生
が
前
提
に
な
っ
て
仏
教
倫
理
が
説
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
教
の
実
態
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
が
輪
廻
転
生
説
を
受
け
入
れ
た
他
の
理
由
も
考
え
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
竹
村
牧
男
著
『
唯
識
の
構
造
」
に
、

「
生
死
輪
廻
の
説
が
、
釈
尊
自
身
の
思
想
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
・
む
し
ろ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
仏
教
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
教
学
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
。
釈
尊
自
身
に
前
生
物
語

が
語
ら
れ
出
し
、
修
道
者
は
、
永
劫
の
修
行
の
果
て
に
、
解
脱
す
る
こ
と
を
楽
し
み
と
し
た
。
唯
識
も
ま
た
、
輪
廻
転
生
を
肯
定
す
る
。
む
し
ろ
そ

の
輪
廻
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
唯
識
に
お
け
る
も
っ
と
も
主
要
な
教
理
で
あ
る
阿
頼
耶
識
理
論
が
形
成
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
業
に
よ

る
輪
廻
の
思
想
は
、
イ
ン
ド
で
は
す
で
に
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
（
紀
元
前
五
○
○
年
頃
ま
で
の
も
の
）
に
見
ら
れ
、
そ
の
後
の
イ
ン
ド
の
思
想
界
に

↑
め
ろ
活
フ
。
（
屋
）
）

無
明
を
縁
と
し
て
生
じ
て
い
る
も
の
に
は
、
正
し
い
知
識
を
持
っ
て
観
察
す
る
と
き
、
生
も
減
も
何
ら
の
も
の
も
認
識
さ
れ
な
い
で
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と
っ
て
は
、
当
然
の
事
実
と
考
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
一
二
五
頁
）

と
い
う
説
明
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
ご
く
常
識
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
き
、
釈
尊
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
が
、
再

び
仏
教
の
中
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
、
後
の
大
乗
仏
教
に
な
る
と
永
劫
の
修
行
と
か
、
三
劫
成
仏
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
気
の
遠
く

な
る
よ
う
な
未
来
世
に
お
い
て
し
か
成
仏
で
き
な
い
と
い
っ
た
発
想
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
は
何
故
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
改
め

て
別
稿
に
よ
っ
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
提
起
を
し
て
お
く
と
、
釈
尊
に
対
す
る
仏
弟
子
た
ち
の

畏
敬
の
念
が
そ
の
出
発
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
釈
尊
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
既
に
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ー
ト
・
夕
・
コ
ー
ル
が
指
摘
し
て

「
イ
ン
ド
に
お
け
る
釈
尊
は
人
間
を
偉
大
な
る
も
の
と
な
さ
っ
た
。
カ
ー
ス
ト
と
い
う
も
の
を
お
認
め
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
犠
牲
と
い
う
儀
礼
か

ら
人
間
を
解
放
な
さ
っ
た
し
、
神
を
人
間
の
目
標
か
ら
取
外
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
釈
尊
は
人
間
自
身
の
中
に
あ
る
力
を
明
ら
か
に
な
さ
り
、
恩
恵
と

か
幸
福
と
い
っ
た
も
の
を
天
か
ら
求
め
よ
う
と
せ
ず
、
人
間
の
内
部
か
ら
引
き
出
そ
う
と
な
さ
っ
た
。
か
く
の
ご
と
く
尊
敬
の
念
を
持
っ
て
、
信
愛

の
心
を
も
っ
て
、
人
間
の
内
に
あ
る
知
慧
、
力
、
熱
意
と
い
っ
た
も
の
を
釈
尊
は
大
い
に
讃
美
な
さ
り
、
人
間
と
は
惨
め
な
、
運
命
に
左
右
さ
れ

る
、
つ
ま
ら
ぬ
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣
言
な
さ
っ
た
。
」
（
「
タ
・
コ
ー
ル
著
作
集
』
第
七
巻
、
四
六
七
’
八
頁
）

と
、
こ
の
よ
う
に
釈
尊
を
賛
嘆
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、

「
釈
尊
は
、
御
自
分
の
教
え
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
信
仰
心
の
最
高
の
拠
所
に
つ
い
て
指
示
は
な
さ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
釈
尊
の
信
奉
者
た
ち

の
信
仰
心
は
、
釈
尊
そ
の
も
の
を
と
り
こ
に
し
て
し
ま
い
、
信
仰
心
が
当
然
求
め
て
進
ん
で
い
く
究
極
の
至
聖
至
高
者
（
神
）
と
釈
尊
と
を
い
っ
し

ょ
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
に
お
い
て
は
、
人
間
の
信
仰
心
が
必
然
的
に
人
間
を
拠
所
と
し
て
し
ま
い
、
ま
た
そ
の
信
仰
心

が
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
打
ち
破
り
、
神
と
い
う
存
在
に
ま
で
昇
る
努
力
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
四
六
三
頁
）

と
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
タ
。
コ
ー
ル
は
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
仏
弟
子
た
ち
は
、
釈
尊
自
身
は
縁
起
を
説
き
神
を
持
た

な
か
っ
た
の
に
、
そ
の
釈
尊
を
最
高
の
拠
所
と
し
て
崇
め
、
神
と
等
し
い
存
在
に
ま
で
高
め
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
確
か
に
、
宗
教

と
い
う
も
の
は
、
神
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
、
何
ら
か
の
最
高
の
拠
所
を
持
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
特
に
、
イ
ン
ド
の
場

合
は
そ
れ
が
常
識
で
あ
る
。
現
在
の
宗
教
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム
教
も
、
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
そ
う
い
う
神
を
説
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
縁
起
と
い
う
ダ
ル
マ
（
法
）
を
拠
所
と
せ
よ
と
説
い
た
。
仏
弟
子
た
ち
は
、
釈

尊
の
遺
言
を
守
り
、
ダ
ル
マ
を
拠
所
と
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
釈
尊
を
神
に
近
づ
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
傾
向
を
た
ど
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

の
↓
Ｃ
Ｏ
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そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
、
釈
尊
の
正
覚
は
人
間
の
正
覚
で
は
な
く
、
神
の
正
覚
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
釈
尊
の
正
覚
は
、
人
間
に
と
っ
て

は
実
現
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
現
に
、
「
倶
舎
論
』
に
ま
で
な
る
と
、
四
向
四
果
と
い
う
修
行
段
階
が
立
て
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
説
明
内

容
を
見
て
い
く
と
、
明
ら
か
に
、
こ
の
世
に
お
い
て
釈
尊
と
同
じ
正
覚
は
得
ら
れ
な
い
も
の
と
な
り
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
転
生
を
繰

返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
未
来
世
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
、
転
生
の
思
想
が
そ
こ
に
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、

永
劫
の
修
行
の
果
て
に
し
か
正
覚
は
実
現
で
き
な
い
と
い
う
方
向
に
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
。

②
龍
樹
の
哲
学
的
な
五
論
吾
↓
「
根
本
中
論
偶
」
「
六
十
頌
如
理
論
」
『
空
性
七
十
論
」
「
廻
諄
論
』
「
広
破
論
』
。
こ
れ
に
『
宝
行
王
正
論
』
（
胃
ミ
ミ
ミ
）

を
加
え
て
六
如
理
論
と
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
ぎ
ぎ
ミ
ミ
、
は
、
仏
教
精
神
に
よ
っ
て
統
治
か
る
こ
と
を
願
っ
た
一
国
王
に
与
え
た
啓
蒙
書
と
い
え

る
の
で
、
厳
密
な
意
味
で
は
先
の
五
論
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
用
い
な
か
っ
た
。

③
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
、
「
無
我
」
と
い
う
仏
教
の
建
前
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
類
似
し

た
輪
廻
の
主
体
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
プ
ト
ガ
ラ
で
あ
る
。
「
倶
舎
論
』
「
破
我
品
」
で
は
、
こ
の
。
フ
ト
ガ
ラ
を
説
く
の
は
犢
子
部

（
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
一
つ
の
部
派
名
）
と
さ
れ
、
そ
の
プ
ト
ガ
ラ
説
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

④
五
種
の
考
察
↓
ｉ
ア
ー
ト
マ
ン
と
五
調
は
同
一
か
、
》
Ⅱ
ア
ー
ト
マ
ン
と
五
瓶
は
別
か
、
Ⅲ
ア
ー
ト
マ
ン
は
五
穂
を
有
す
る
の
か
、
．
Ⅳ
ア
ー
ト
マ
ン

の
中
に
五
瓶
が
有
る
の
か
、
Ｖ
五
龍
の
中
に
ア
ー
ト
マ
ン
が
有
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
五
種
の
考
察
に
よ
っ
て
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
龍
樹
の
言
及
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
『
根
本
中
論
偶
』
で
は
、

「
火
と
薪
〔
の
関
係
の
考
察
〕
に
よ
り
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
取
（
五
悪
）
と
の
す
蟻
へ
て
の
次
第
が
、
瓶
や
布
な
ど
と
共
に
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
解
明

さ
れ
た
。
」
倉
》
扇
）

「
も
し
も
ア
ー
ト
マ
ン
が
〔
五
〕
謡
〔
と
同
一
〕
で
あ
る
な
ら
ば
、
〔
ア
ー
ト
↓
、
ン
は
〕
生
と
減
を
持
つ
も
の
と
な
ろ
う
。
も
し
も
〔
ア
ー
ト
マ
ン

が
〕
〔
五
〕
細
と
別
で
あ
る
な
ら
ば
、
〔
ア
ー
ト
↓
、
ン
は
〕
〔
五
〕
瀧
を
特
質
と
し
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
」
負
三
〕
鵠
）

な
ど
が
あ
る
。

⑤
国
且
９
月
患
言
§
ミ
ミ
§
貝
§
言
迄
邑
弓
胃
己
四
．
弓
雪
）
。

⑥
こ
の
「
空
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
発
想
が
、
胃
ミ
ミ
菖
曽
の
中
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

「
身
体
に
つ
い
て
、
私
の
も
の
と
い
う
思
い
が
全
く
な
く
、
ま
た
、
何
物
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
嘆
か
な
い
人
、
美
に
彼
は
世
司
に
お
か
て
、
老

い
る
こ
と
は
な
い
。
」
（
雪
）

の
中
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

何
物
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
嘆
か
な
い
人
、
実
に
彼
は
世
間
に
お
い
て
、
老
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⑦
龍
樹
が
い

挙
げ
る
と
、

と
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
諺
自
分
の
身
体
に
対
す
る
執
着
が
あ
る
の
は
、
執
着
を
起
こ
す
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
い
う
自
身
に
対
す
る
執
着
が
あ
る
か
ら
、
生
老
病
死
が
執
着
の
対
象
と
な
る
が
、
釈
尊
の
場
合
で
も
、
縁
起
の
道
理
に
よ
っ
て
、
自
身
の

存
在
が
遇
縁
の
存
在
で
あ
る
と
知
見
す
る
と
き
、
何
か
が
あ
っ
て
生
じ
た
り
、
減
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
遇
縁
の
ま
ま
に
生
じ
、
そ
し
て
減
し

て
い
く
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
自
己
存
在
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
う
い
う
知
見
が
基
本
に
あ
る
と
き
に
、
当
然
な
が
ら
、
縁
起
で
な
い
常
住
な
三
世

に
亙
っ
て
存
在
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
が
、
釈
尊
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
当
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
龍
樹
の
見
解
と
非
常
に
似
て
い
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
曽
ミ
ミ
菖
言
を
初
め
と
す
る
「
阿
含
経
』
に
説
か
れ
て
い

る
仏
教
の
す
雫
へ
て
が
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
『
阿
含
経
』
に
は
釈
尊
の
仏
教
が
説
か
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
厳
密
に
は
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い

る
の
は
、
仏
弟
子
た
ち
の
仏
教
で
あ
り
、
そ
こ
に
釈
尊
の
仏
教
の
真
意
が
ど
れ
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
少
な
く
と
も

『
阿
含
経
』
の
す
、
へ
て
が
釈
尊
の
仏
教
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
は
見
な
し
え
な
い
か
ら
、
釈
尊
の
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
追
究
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
非
常
に
難
し
い
問
題
が
あ
る
。
文
献
学
な
ど
の
客
観
的
な
学
術
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
選
別
で
き
る
の
か
と
い

う
と
、
そ
れ
は
本
質
的
に
見
て
不
可
能
な
事
柄
で
あ
る
。
極
め
て
不
遜
な
響
え
か
も
知
れ
な
い
が
、
仏
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
見

解
や
解
釈
を
「
石
」
に
臂
え
、
釈
尊
の
直
説
を
「
玉
」
に
臂
え
る
と
、
玉
石
混
合
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
阿
含
経
』
と
い
う
文
献
群
で
あ
る
。
し
か

も
、
玉
よ
り
石
の
方
が
は
る
か
に
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
玉
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
は
、
確
認
す
る
手
立
て
は
な
い
。
多
く
の
石
こ
ろ
に
混
じ

っ
て
、
ピ
カ
ピ
カ
光
る
玉
を
ど
う
い
う
形
で
見
出
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
、
客
観
的
な
学
術
研
究
の
範
囲
を
越
え
て
、
仏

教
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
我
々
一
人
一
人
の
中
で
、
そ
れ
が
主
体
的
に
選
別
さ
れ
確
信
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
か
も
知
れ
な

「
無
明
に
誘
わ
れ
て
、
修
行
を
積
ん
だ
人
に
迷
惑
を
か
け
、
雑
染
が
地
獄
に
赴
く
道
で
あ
る
こ
と
を
、
か
れ
は
知
ら
な
い
。
」
（
ミ
）

「
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
と
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
生
ま
れ
死
ぬ
輪
廻
を
受
け
る
人
灸
は
、
無
明
こ
そ
に
よ
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
」
（
弓
）

「
な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
の
無
明
は
大
い
な
る
愚
痴
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
永
い
流
転
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
明
知
を
得
た
人
々
は
、

再
び
有
（
迷
い
の
生
存
・
輪
廻
）
に
赴
か
な
い
。
」
（
剛
）

と
説
か
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
肖
員
ご
畠
§
高
貴
言
の
注
釈
書
の
中
の
第
九
章
「
「
菌
篇
目
砦
冨
冒
、
四
日
ｇ
目
冒
も
胃
房
秘
」
と
い
う

い
○

う
「
輪
廻
は
無
知
に
よ
る
」
と
い
う
主
張
に
似
た
表
現
は
、
智
ミ
ミ
曾
言
の
中
に
も
、
屡
々
説
か
れ
て
い
る
。
次
に
そ
の
幾
例
か
を
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こ
の
意
味
で
、
釈
尊
は
、
知
見
を
得
た
な
ら
ば
、

「
こ
れ
が
最
後
の
生
存
で
あ
り
、
再
び
迷
い
の
生
存
（
輪
廻
）
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
」
（
葛
四
日
凹
具
目
働
ゞ
目
雲
騨
ヰ
宮
宮
口
Ｐ
ｇ
宮
ぐ
。
）

と
、
絶
え
ず
繰
り
返
し
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
縁
起
の
道
理
に
よ
っ
て
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
宗
教
で
是
認
さ
れ
て
い
た

ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
輪
廻
の
主
体
に
よ
る
転
生
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
実
感
の
吐
露
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
基
本
的
な
主
張
を
、
釈
尊
は
「
縁
起
」
と
し
て
表
現
し
、
そ
れ
を
龍
樹
は
「
空
」
と
再
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
「
空
」
と
い
う
言
葉
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
「
阿
含
経
』
の
中
に
も
、
「
小
空
経
」
と
か
「
大
空
経
」
と
い
う
経
典
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
「
空
」

が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
と
龍
樹
の
「
空
」
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
龍
樹
は
、
「
阿
含
経
』
に
「
空
」
が
説

か
れ
て
る
こ
と
を
重
点
知
っ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
一
言
も
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
あ
え
て
、
「
縁
起
な
る
も
の
、
そ
れ
を
我
禽
は
空
性
と

説
く
」
と
、
一
人
称
で
宣
言
し
た
と
こ
ろ
に
、
『
阿
含
経
』
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
「
空
」
と
は
全
く
別
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ビ
ダ
ル

マ
仏
教
に
対
す
る
批
判
を
込
め
て
、
「
空
」
の
仏
教
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑥
曽
冒
量
菖
言
に
も
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
の
法
を
知
る
と
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
汝
は
暴
流
（
輪
廻
）
を
渡
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
己
霞
・
ｃ
ｌ
ｅ

弓
い
か
な
る
存
在
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
思
惟
に
よ
っ
て
暴
流
（
輪
廻
）
を
渡
れ
。
」
（
こ
ろ
》
。
）

「
実
に
、
《

へ
”
未
些
、
、
ノ
・

〆
、
「
み
－
Ｖ
打
以
川

と
あ
り
、
八
札

基
本
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、

章
の
最
後
に
引
用
さ
れ
て
い
る
偶
文
に
お
い
て
も
、
，

「
実
に
、
貧
欲
な
ど
の
煩
悩
に
よ
っ
て
薫
習
さ
れ
た
心
こ
そ
が
輪
廻
で
あ
る
。

（
迷
い
の
生
存
・
輪
廻
）
の
終
局
で
あ
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
」
（
や
麗
ｅ

と
あ
り
、
八
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
文
献
の
上
で
も
、
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
無
明
に
よ
っ
て
輪
廻
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
仏
教
の

そ
の
（
心
）
こ
そ
が
そ
れ
ら
（
煩
悩
）
か
ら
開
放
さ
れ
る
の
が
有

Ｆ
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