
佛
教
は
業
の
教
義
に
よ
っ
て
三
世
因
果
、
輪
廻
転
生
を
語
っ
て
い
る
。
業
の
教
義
に
よ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
は
、
善
因
楽
果
、
悪
因

古
果
の
因
果
応
報
の
道
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
業
の
教
義
が
龍
樹
の
中
観
学
説
に
お
い
て
如
何
に
理
解
さ
れ
る
か
が
、
筆
者

一
佛
教
の
業
諭
の
理
念

二
業
因
業
果
の
結
合
の
問
題

問
題
提
起

種
子
（
思
８
３
ｍ
）
の
学
説

不
失
（
ゆ
く
５
３
圖
嘱
）
の
学
説

三
業
論
に
た
い
す
る
龍
樹
の
批
判

自
性
（
、
ぐ
号
目
ご
秒
）
と
業
の
存
在

佛
陀
の
教
説
と
業
の
存
在

四
龍
樹
に
お
け
る
業
の
理
解

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解

ｌ
『
中
論
』
第
十
七
章
「
業
と
果
の
考
察
」
の
研
究
Ｉ

｜
佛
教
の
業
論
の
理
念

安

井

一
五
○

広
済



こ
こ
で
は
、
自
ら
の
煩
悩
を
制
御
し
、
他
を
利
益
せ
ん
と
す
る
慈
あ
る
思
、
す
な
わ
ち
、
善
な
る
慈
心
が
法
と
い
わ
れ
て
い
る
。
善

な
る
行
為
は
善
な
る
心
よ
り
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
質
的
に
い
え
ば
、
善
な
る
思
こ
そ
法
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
チ

ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
「
善
な
る
恩
は
、
悪
趣
に
行
く
こ
と
を
制
す
る
（
呂
剖
昌
騨
は
）
が
故
に
、
法
（
目
間
目
沙
）

と
い
わ
れ
る
。
」
と
い
わ
れ
、
こ
れ
が
、
今
世
と
後
世
と
に
楽
果
を
招
く
種
子
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
善
な
る
恩
が
、

非
法
で
あ
り
、
今
世
と
後
世
と
に
苦
果
を
招
く
果
の
獅
子
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
佛
教
の
三
世
因
果
、
輪
廻
転
生
の
教
説

は
、
善
因
楽
果
、
悪
因
苦
果
の
業
の
因
果
律
に
さ
さ
え
ら
れ
た
教
説
で
あ
り
、
佛
教
は
こ
の
業
の
因
果
律
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
佛
陀
は
「
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
自
浄
其
意
是
諸
佛
教
」
と
説
き
、
「
法
を
行
う
者
は
、
今
世
と
後

世
と
に
安
楽
に
眠
る
。
」
（
法
句
経
一
六
八
）
と
も
説
い
て
い
る
。

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
一
五
一

に
与
え
ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
佛
教
が
業
の
思
想
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
龍
樹
に
よ
っ

て
も
、
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
－
に
「
不
善
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
苦
と
、
あ
ら
ゆ
る
悪
趣
と
が
あ
る
。
同
様
に
、
善
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
善
趣
と

あ
ら
ゆ
る
生
存
の
楽
が
あ
る
。
」
（
第
一
章
、
第
二
十
一
偶
）
、
「
こ
の
法
に
よ
っ
て
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
か
ら
解
放
さ
れ
、
し
か
も
、
天

と
人
と
の
中
に
お
い
て
、
広
大
な
幸
福
と
安
穏
と
王
権
と
を
得
る
。
」
（
同
、
第
二
十
三
偶
）
と
い
わ
れ
、
不
善
か
ら
遠
ざ
か
り
善
に
従
事

す
る
こ
と
が
、
苦
果
を
脱
し
て
楽
果
を
得
し
め
る
「
法
」
（
目
自
白
沙
）
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
業
因
業
果
の
道
理

は
佛
教
の
信
条
で
あ
り
、
龍
樹
は
『
中
論
』
の
第
十
七
章
‐
「
業
と
果
の
考
察
」
に
お
い
て
も
、
ま
ず
、
第
一
偶
に
お
い
て
、
や
は
り
同

様
の
善
の
法
に
よ
る
業
因
業
果
の
道
理
を
示
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

自
ら
を
制
御
し
、
他
を
利
益
す
る
慈
あ
る
思
（
。
①
菌
“
）
、
そ
れ
は
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
世
と
後
世
と
に
お
け
る
果
の
種
子
で

柴
柄
〉
づ
Ｑ
Ｏ



龍
樹
は
、
『
中
論
』
の
第
十
七
章
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
偶
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
佛
教
の
業
の
教
義
の
根
本
的
な
理
念
を
示
し
、

つ
づ
い
て
、
第
二
偶
よ
り
第
五
偶
に
い
た
る
ま
で
、
簡
単
に
業
の
教
義
を
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
偶
に
お
い
て
、
佛
陀
に

よ
っ
て
思
業
と
思
已
業
と
の
二
種
の
業
が
説
か
れ
た
と
い
い
、
第
三
偶
に
お
い
て
、
思
業
が
意
業
で
あ
り
＄
思
已
業
が
身
業
と
語
業
と

の
二
業
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
館
四
偶
と
第
五
偶
と
に
お
い
て
、
善
と
不
善
の
言
語
と
、
善
と
不
善
の
身
体
の
動
作
と
、
善
な
る
無
表

を
相
と
す
る
も
の
と
、
不
善
な
る
無
表
を
相
と
す
る
も
の
と
、
受
用
よ
り
生
ず
る
福
念
目
怠
）
と
、
受
用
よ
り
生
ず
る
非
福
（
騨
冒
ａ
四
）

と
、
思
（
意
業
）
と
の
、
七
柾
類
の
業
が
伝
説
さ
れ
る
（
、
白
骨
沙
）
と
い
っ
て
い
る
。
伝
説
さ
れ
る
と
は
、
こ
れ
ら
の
業
の
教
義
が
、

龍
樹
以
前
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
学
説
に
お
い
て
、
伝
説
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

問
題
提
起

し
か
し
↑
佛
教
の
業
の
教
義
に
は
、
解
明
す
ゞ
へ
き
む
っ
か
し
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
業
因
と
業
果
と
の
結
合
関
係
の

問
題
で
あ
る
。
業
因
に
は
必
ず
業
果
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
佛
教
の
業
の
教
義
の
立
前
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
果
た
し
て
、
ど
の
よ
う

に
し
て
業
因
が
業
果
を
引
き
お
こ
す
の
か
。
業
因
が
消
滅
し
て
業
果
を
引
き
お
こ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
、
業
因
が
存
続
し
つ
つ
業
果
を

引
き
お
こ
す
の
か
。
も
し
も
、
業
因
が
存
続
し
つ
つ
業
果
を
引
き
お
こ
す
と
す
れ
ば
、
業
は
絶
え
ず
新
た
に
念
々
に
な
さ
れ
て
い
く
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
業
が
常
住
に
し
て
無
変
化
な
も
の
と
な
り
、
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
、
業
が
刹
那

に
消
滅
し
て
業
果
を
引
き
お
こ
す
と
す
れ
ば
、
業
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
業
果
が
引
き
お
こ
さ
れ
る
と
い
う
不
合
理
を
き

た
す
こ
と
に
な
る
。
『
中
論
』
の
第
十
七
章
で
は
、
第
六
偶
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
業
の
教
義
に
た
い
す
る
問
題
提
起
が
、
次
の
よ

巳

二
業
因
業
果
の
結
合
の
問
題

一
五
二



も
し
も
、
〔
業
が
〕
熟
す
る
時
ま
で
住
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
業
は
、
常
住
に
な
る
。

も
し
も
、
〔
業
が
〕
減
し
た
な
ら
ば
、
減
し
た
も
の
が
、
如
何
に
し
て
果
を
生
じ
よ
う
か
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
問
題
提
起
は
一
類
の
人
々
の
主
張
と
さ
れ
て
い
る
が
、
た
ん
に
或
る
特
定
の
一

類
の
人
之
の
主
張
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
は
理
論
的
に
当
然
お
こ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、

業
が
異
熟
の
時
ま
で
自
体
を
も
っ
て
存
続
す
る
常
住
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
業
は
、
「
滅
壊
と
は
な
れ
た
状
態
の
も
の
（
ぐ
旨
丹
色
Ⅱ

昌
言
冨
芽
四
）
で
あ
り
、
無
為
な
る
状
態
の
も
の
（
夢
の
冒
儲
胃
詳
鼻
ぐ
四
）
で
あ
り
、
果
報
を
う
ま
な
い
状
態
の
も
の
（
鱒
く
ぢ
爵
呉
ぐ
四
）
で
あ

る
。
」
と
い
い
；
ま
た
、
「
も
し
も
、
生
ず
る
無
間
に
滅
壊
す
る
状
態
が
業
に
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
無
と
な
っ
て
い
る
業
は
、
現

に
あ
る
こ
と
な
き
自
性
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
実
に
果
を
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
っ
て
い
る
。

う
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

種
子
（
思
・
①
岳
⑩
）
の
学
説

か
く
し
て
、
業
と
果
と
の
因
果
関
係
は
不
常
に
し
て
不
断
で
あ
る
ゞ
へ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
業
は
、
滅
壊
と
は
な
れ
た
常
住

に
し
て
無
変
化
な
存
在
で
は
な
く
て
、
刹
那
に
減
し
つ
つ
、
絶
え
ず
新
た
に
造
作
さ
れ
、
果
報
を
う
み
っ
っ
断
絶
せ
ず
に
変
化
し
相
続

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
要
請
の
下
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
が
、
業
の
相
続
を
種
子
の
一
瞼
え
に
よ
っ
て
説
明
す

る
学
説
で
あ
っ
て
、
第
十
七
章
で
は
、
こ
の
種
子
の
学
説
が
、
第
七
偶
と
第
八
偶
と
に
、
次
の
よ
う
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

芽
な
ど
の
相
続
（
３
日
団
口
“
）
は
種
子
（
冒
言
）
よ
り
生
ず
る
。
そ
れ
よ
り
果
あ
り
。
種
子
な
く
し
て
、
か
れ
（
相
続
）
は
生
じ

な
い

○

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解

一
五
三



種
子
は
、
刹
那
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
類
の
性
質
の
特
殊
の
果
を
完
成
す
る
特
殊
の
力
を
有
す
る
、
芽
や
枝
や
幹
や
葉
な

ど
の
名
称
を
も
っ
た
相
続
の
因
た
る
存
在
と
な
っ
て
城
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
芽
な
ど
の
相
続
は
種
子
よ
り
生
ず
る
。
そ
れ
故
に

助
力
因
が
次
第
を
も
っ
て
欠
如
し
な
い
と
き
、
極
め
て
小
さ
な
因
か
ら
で
も
、
広
大
な
果
の
積
集
が
生
ず
る
。
種
子
な
く
し
て
は

芽
な
ど
の
相
続
は
生
起
し
な
い
。
種
子
が
、
焔
や
炭
火
な
ど
の
川
連
す
る
因
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
芽
な
ど
の
相
続
を
生
ぜ
ず

に
減
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
は
、
果
の
相
続
の
生
起
を
見
な
い
か
ら
、
断
見
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
種
子
が
減
せ
ず
に
芽

な
ど
の
相
続
が
生
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
は
、
種
子
の
減
を
ゆ
る
さ
な
い
か
ら
、
常
見
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
〔
し
か
し
、
種

子
よ
り
芽
が
生
ず
る
か
ぎ
り
〕
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

右
の
種
子
の
職
え
の
よ
う
に
、
業
も
そ
れ
自
身
消
滅
し
つ
つ
業
果
を
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
経
量
部
の
人
々
は
↑
か
か
る
意
味
に
お

い
て
、
業
と
果
と
の
不
断
不
常
の
関
係
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ば
あ
い
、
種
子
に
職
え
ら
れ
る
業
は
、
経
量

部
に
と
っ
て
、
現
実
的
な
身
語
の
行
為
と
し
て
で
な
く
、
行
為
せ
ん
と
す
る
思
（
ｏ
①
菌
の
》
・
の
曾
鼠
）
と
し
て
の
意
業
、
す
な
わ
ち
、
心

種
子
よ
り
相
続
あ
り
。
相
続
よ
り
果
が
生
ず
る
。
種
子
を
先
と
し
て
果
あ
り
。
そ
れ
故
に
、
断
に
あ
ら
ず
、
常
に
あ
ら
ず
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
右
の
種
子
説
は
「
他
の
一
類
の
部
派
の
人
々
」
（
己
圃
冒
’
四
口
３
国
乱
乞
の
学
説
と

さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
「
他
の
一
類
の
部
派
の
人
々
」
と
は
、
経
量
部
（
闘
胃
国
具
時
四
）
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
経
量
部
が
種
子

①

説
を
主
張
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
植
物
の
種
子
は
発
芽
の
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
種
子
自
身
は
消
滅
し
て

も
、
芽
を
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
種
子
（
因
）
と
芽
（
果
）
と
の
関
係
は
不
断
に
し
て
不
常
と
い
う
べ
き
で

あ
り
、
種
子
は
業
と
果
と
の
相
続
を
説
明
す
る
に
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
種
子
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

種
子
は
、
刹
那
の
，

一
五
四



因
果
が
相
続
す
る
不
断
不
常
の
業
の
世
界
は
形
而
上
的
な
不
可
見
の
世
界
で
あ
る
。
善
業
が
楽
果
を
招
き
悪
業
が
苦
果
を
招
く
因
果

応
報
の
世
界
は
、
肉
眼
を
こ
え
た
、
い
わ
ば
、
心
霊
の
世
界
の
出
来
事
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
業
の
世
界
は

業
の
本
質
で
あ
る
思
（
心
）
と
い
う
精
神
的
な
形
態
で
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
説
一
切
有
部
が
語
る
無
表
業
の
如
き
は

物
質
的
な
色
法
で
あ
っ
て
一
期
の
生
の
も
の
で
あ
り
、
三
世
に
わ
た
る
因
果
に
は
適
切
で
な
い
。
し
か
し
、
思
に
は
＄
種
子
の
如
く
、

減
し
て
も
未
来
の
果
を
う
み
だ
す
特
殊
の
力
で
あ
る
余
習
が
性
格
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
三
世
に
わ
た
る
輪
廻
転
生
の
問
題
を
解

決
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
経
量
部
は
、
善
悪
の
思
よ
り
善
悪
の
業
が
あ
り
、
業
報
と
し
て
苦

楽
の
果
が
生
じ
、
し
た
が
っ
て
、
業
も
果
も
い
ず
れ
も
思
よ
り
の
相
続
で
あ
り
心
相
続
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
か
く
し
て
、
思

に
よ
っ
て
、
三
世
因
果
の
業
の
問
題
が
統
一
的
に
解
決
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
第
十
七
章
の
第
七
、
第
八
、
第
九
、
第
十
の
四

偶
に
あ
ら
わ
れ
る
経
量
部
の
種
子
の
職
え
に
よ
る
「
思
」
の
学
説
は
、
と
も
か
く
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

（
巳
洋
四
）
と
い
う
本
質
的
な
形
態
で
精
神
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
業
果
は
心
相
続
（
凰
茸
餌
‐
闇
昌
薗
口
曾
）
と
い
う
意
味
を
も

②

っ
て
な
が
め
ら
れ
る
。
龍
樹
は
、
こ
の
経
量
部
の
思
の
学
説
を
第
九
偶
、
第
十
偶
に
、
次
の
よ
う
に
か
か
げ
て
い
る
。

か
の
思
よ
り
心
相
続
が
生
起
す
る
。
か
れ
（
心
相
続
）
よ
り
果
あ
り
。
心
を
は
な
れ
て
、
か
れ
（
心
相
続
）
は
生
じ
な
い
。

心
か
ら
相
続
が
あ
り
、
相
続
か
ら
果
の
生
が
あ
る
。
果
は
業
（
思
業
、
心
）
を
先
と
す
る
。
そ
れ
故
に
、
断
に
あ
ら
ず
常
に
あ
ら

不
失
（
印
ぐ
ぢ
量
目
Ｂ
）
の
学
説

し
か
し
、
第
十
七
章
の
第
十
二
偶
で
は
、
経
量
部
の
種
子
の
職
え
に
よ
る
思
の
学
説
に
た
い
し
て
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
出
さ
れ
て

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
一
五
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こ
の
反
論
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
「
他
の
人
々
」
（
眉
胃
①
）
の
反
論
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
反
論
の
内
容
を
詳
し
く
吹
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

も
し
も
、
種
子
の
相
続
の
職
え
に
よ
っ
て
、
稲
の
種
子
よ
り
稲
の
芽
な
ど
の
相
続
の
み
が
生
起
し
、
異
類
の
も
の
が
生
起
せ
ず
、

稲
の
芽
な
ど
の
相
続
か
ら
稲
の
果
の
み
が
生
じ
、
別
の
種
類
の
リ
ン
ゴ
の
果
が
生
じ
な
い
な
ら
ば
、
同
様
に
、
こ
の
ぱ
あ
い
に
も

善
の
心
か
ら
善
の
心
の
相
続
の
み
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
同
類
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
善
と
無
記
と
の
心
相
続
は
生

じ
な
い
。
異
類
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
不
善
と
無
記
と
の
心
か
ら
は
、
不
善
と
無
記
と
の
心
相
続
の
み
が
生
じ
、
他
の

心
相
続
は
生
じ
な
い
。
別
の
種
類
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
…
人
間
の
心
か
ら
は
人
間
の
心
の
み
が
生
じ
、
天
と
地
獄
と
畜
生

な
ど
の
別
の
心
は
生
じ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
天
は
天
の
み
で
あ
り
、
人
間
は
人
間
の
み
で
あ
る
。
故
に
ま
た
、
天
と
人
Ⅲ
と
が
不

善
を
な
し
て
も
、
趣
と
胎
と
色
彩
と
知
覚
と
根
と
力
と
形
態
と
受
用
な
ど
の
差
別
も
な
く
、
悪
趣
に
お
ち
い
る
こ
と
も
な
い
。
し

か
し
、
か
く
の
如
き
こ
と
一
切
は
承
認
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
種
子
の
相
続
と
性
質
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
思
惟
に
は
、
多
く
の
、

ま
た
、
大
な
る
過
失
が
結
果
す
る
。
故
に
、
こ
の
思
惟
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
不
合
理
で
あ
る
。

こ
の
反
論
は
、
要
す
る
に
、
思
を
種
子
に
職
え
る
と
、
種
子
が
つ
ね
に
同
類
の
果
を
生
ず
る
よ
う
に
、
思
が
つ
ね
に
同
類
の
果
し
か

生
じ
な
い
も
の
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
で
あ
る
心
は
、
善
の
心
の
こ
と
も
あ
る
が
、
悪
の
心
へ
変
化

す
る
こ
と
も
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
、
同
類
の
善
の
心
相
続
の
果
を
生
ず
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
人
間
の
心
は
、
人
間
の
心
を
生
ず
る

い

る

不
合
理
で
あ
る
。

も
し
も
、
以
上
の
よ
う
な
思
惟
が
あ
る
な
ら
ば
、
多
く
の
、
ま
た
、
大
な
る
過
失
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
思
惟
は
、
こ
こ
に

一
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こ
と
も
あ
る
が
、
天
や
地
獄
や
畜
生
の
如
き
異
類
の
心
相
続
を
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
心
は
善
悪
と
し
て
記
別
さ
れ
な
い

無
記
的
な
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
反
論
は
、
か
よ
う
な
心
の
無
記
的
な
性
格
を
種
子
の
瞼
え
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
つ
づ
く
第
十
三
偶
と
第
十
四
偶
と
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
不
失
（
Ｐ
ぐ
ぢ
国
目
Ｅ
）
の
学
説
が
提
唱
さ
れ
る
。

諸
の
佛
と
独
覚
と
声
聞
と
に
よ
っ
て
称
讃
さ
れ
る
、
こ
こ
に
妥
当
す
る
、
こ
の
思
惟
を
、
さ
ら
に
、
私
は
説
く
。

不
失
は
証
券
（
層
ヰ
国
）
の
如
く
↑
業
は
負
債
（
口
目
）
の
如
し
。
か
れ
は
界
と
し
て
四
種
で
あ
り
、
ま
た
＄
か
れ
は
、
本
来
、

無
記
（
餌
く
鼠
肩
詳
曾
）
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
第
十
三
偶
と
第
十
四
偶
も
、
さ
き
の
第
十
二
偶
と
同
様
、
「
他
の
人
々
」
の
主

張
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
学
派
の
名
称
を
明
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
世

親
の
『
大
乗
成
業
論
』
に
「
善
不
善
の
身
語
の
二
業
に
よ
っ
て
五
瀞
の
相
続
の
中
に
、
心
不
相
応
行
法
の
別
法
が
生
起
し
、
こ
れ
を
、

或
る
人
は
増
上
（
ロ
忌
○
昌
四
）
と
な
づ
け
、
或
る
人
は
不
失
（
四
ぐ
君
国
目
窟
）
と
な
づ
け
る
。
こ
の
不
失
と
い
う
別
法
が
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
く
未
来
に
愛
非
愛
の
果
を
得
る
。
」
と
い
い
、
善
慧
戒
（
留
日
Ｐ
Ｒ
目
）
の
註
釈
に
「
不
失
を
説
く
の
は
正
量
部

③

で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
般
若
灯
論
釈
』
に
お
い
て
も
、
第
十
七
章
の
第
二
十
一
偶
の
註
釈
中
に
「
正
量
部
人
言
。

阿
含
経
中
、
佛
如
是
説
。
有
不
失
法
。
以
此
法
故
、
不
断
不
常
。
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
不
失
は
正
量
部
の
学
説
と
認
め
ら
れ
る
か
ら

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
い
う
「
他
の
人
々
」
と
は
正
量
部
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
不
失
は
、
佛
陀
の
教
言
に
「
業
は
百
千
万
劫

を
も
っ
て
も
失
壊
し
な
い
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
佛
、
独
覚
、
声
聞
た
ち
に
よ
っ
て
称
讃
さ
れ
る
と
、
正
量
部
は
認
め
る
の
で
あ

ろ
う
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
「
善
業
が
作
さ
れ
、
生
ず
る
無
間
に
減
し
て
も
、
た
と
え
、
か
れ
が
減
し
て
も

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
一
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果
の
非
有
に
お
ち
い
る
こ
と
は
な
い
。
か
の
業
が
生
ず
る
と
き
、
か
の
業
の
不
失
と
な
づ
け
ら
れ
る
不
相
応
行
法
が
、
作
者
の
〔
心
〕

相
続
の
中
に
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
失
は
業
因
業
果
の
相
続
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、

他
人
に
財
産
を
借
し
、
た
と
え
財
産
が
使
用
さ
れ
て
も
、
財
産
を
消
失
せ
し
め
な
い
負
債
の
証
券
の
如
き
も
の
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
不
失
は
、
三
界
と
無
漏
と
の
区
別
を
も
っ
て
四
種
で
あ
り
、
善
悪
い
ず
れ
に
も
記
別
さ
れ
な
い
、
そ
れ
自
体
つ
ね
に
無

記
な
る
存
在
と
さ
れ
る
。
「
不
善
業
の
〔
不
失
が
〕
不
善
で
あ
る
な
ら
ば
、
離
負
の
も
の
に
〔
不
失
は
〕
存
在
せ
ず
、
善
業
の
〔
不
失

が
〕
善
で
あ
る
な
ら
ば
、
善
根
を
断
っ
た
も
の
に
〔
不
失
は
〕
存
在
し
な
い
か
ら
。
」
（
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
）
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
不
失
は
～
善
悪
の
業
に
応
ず
る
苦
楽
の
果
を
う
み
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
、
つ
ね
に
無
記
な
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

第
十
七
章
で
は
、
さ
ら
に
第
十
五
偶
よ
り
第
二
十
偶
に
い
た
る
ま
で
、
不
失
の
学
説
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
十
偶
で
は
、

不
失
の
学
説
が
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

空
性
に
し
て
断
な
ら
ず
、
輪
廻
に
し
て
常
な
ら
ず
。
業
の
不
失
の
法
が
、
佛
陀
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。

こ
れ
は
、
「
業
が
存
続
し
つ
つ
業
果
を
引
き
お
こ
す
と
す
れ
ば
、
業
が
常
住
に
し
て
無
変
化
な
存
在
と
な
り
、
業
が
消
滅
し
て
業
果

を
引
き
お
こ
す
と
す
れ
ば
、
業
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
業
果
が
引
き
お
こ
さ
れ
る
。
」
と
い
う
、
第
六
偶
の
問
題
提
起
に

た
い
す
る
、
不
失
の
学
説
に
よ
る
回
答
で
あ
っ
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

業
は
造
作
せ
ら
れ
て
減
し
、
自
性
を
も
っ
て
住
し
な
い
。
業
が
自
性
を
も
っ
て
住
し
な
い
か
ら
、
空
性
が
あ
り
え
ら
れ
る
。
〔
し

か
し
〕
、
業
が
〔
自
性
を
も
っ
て
〕
住
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
見
の
過
失
に
お
ち
い
る
こ
と
は
な
い
。
不
失
を
承
認
す
る
こ

と
に
よ
り
、
業
の
果
報
が
実
有
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
果
報
が
な
い
と
き
に
は
、
実
に
、
業
の
断
見
が
あ
ろ
う
。
〔
し
か
し
〕
、
不

‐
失
が
実
有
で
あ
り
、
し
か
も
、
種
子
の
相
続
と
同
様
の
見
解
が
な
い
か
ら
、
種
々
の
趣
と
生
と
生
処
と
界
と
の
差
別
に
よ
っ
て
差

一
五
八



自
性
（
ｍ
く
号
目
剣
Ｐ
）
と
業
の
存
在

龍
樹
の
中
観
学
説
で
は
、
業
に
た
い
す
る
理
解
の
態
度
が
、
以
上
の
如
き
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
業
諭
と
は
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
経
量

部
の
種
子
（
思
）
や
正
量
部
の
不
失
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
は
、
龍
樹
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
業
と
い
う
存
在
の
自
性
（
醜
く
津
匡
〕
習
『
Ｐ
）
を

考
え
て
の
上
の
究
明
で
あ
り
論
議
で
あ
る
が
、
龍
樹
の
中
観
学
説
に
よ
る
と
、
業
は
無
自
性
（
日
篇
ぐ
号
目
ぐ
ゅ
）
で
あ
り
空
性
（
召
目
制
薗
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
有
情
の
業
は
百
千
万
劫
を
も
っ
て
も
失
壊
せ
ず
。
和
合
し
て
時
が
い
た

れ
ば
ｊ
実
に
、
果
報
を
ま
ね
く
。
」
と
い
う
、
佛
陀
の
教
言
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
龍
樹
の
中
観
学
説
で
は
、
あ
く
ま
で
因
果
応

報
、
輪
廻
転
生
を
語
る
佛
教
の
業
論
の
立
場
を
堅
持
し
つ
つ
、
業
の
無
自
性
を
語
り
、
無
自
性
な
れ
ば
こ
そ
、
業
は
不
失
で
あ
り
、
業

因
業
果
の
問
題
が
真
実
に
正
し
く
解
決
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
『
中
論
』
の
第
十
七
章
で
は
、
第
二
十
一
偶
よ
り
最
後
の
第
三
十

三
偶
に
い
た
る
ま
で
（
但
し
、
第
一
千
八
偶
の
み
反
対
論
者
の
主
張
の
偶
）
、
こ
の
業
の
問
題
に
、
た
い
す
る
龍
樹
の
中
観
学
説
の
立
場
が
、
業

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
一
五
九

別
さ
れ
た
五
種
の
輪
廻
の
変
化
が
成
立
す
る
。
し
か
も
、
業
が
自
性
を
も
っ
て
住
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
常
論
の
過
失

に
お
ち
い
ら
ず
、
不
失
が
実
有
で
あ
る
か
ら
、
諸
業
は
失
わ
れ
ず
と
い
う
教
法
が
、
無
明
の
睡
を
あ
ま
り
な
く
は
な
れ
て
覚
悟
し

た
ま
え
る
世
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
か
ら
、
さ
き
に
他
の
〔
一
類
の
〕
人
々
に
よ
っ
て
、
〔
第
六
偶
〕
に
「
も
し
も
〔
業
が
〕
熟

す
る
と
き
ま
で
住
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
業
は
常
住
に
な
る
。
も
し
も
、
〔
業
が
〕
減
し
た
な
ら
ば
、
減
し
た
も
の
が
、
い
か
に
し

て
果
を
生
じ
よ
う
か
。
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
主
張
に
お
い
て
あ
り
え
な
い
。
故
に
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
思
考
こ
そ
正
理
で
あ
る
。

三
業
諭
に
た
い
す
る
龍
樹
の
批
判



こ
れ
は
、
龍
樹
の
立
場
を
端
的
に
示
し
た
も
の
で
、
龍
樹
か
ら
い
え
ば
、
業
は
無
自
性
で
あ
り
不
生
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
不
滅
で
あ
り

不
失
な
の
で
あ
る
。
さ
き
の
第
二
十
偶
に
い
う
よ
う
に
、
正
量
部
の
不
失
法
は
自
性
を
も
た
ず
に
空
に
し
て
不
断
不
常
の
生
滅
の
相
続

を
つ
づ
け
る
業
の
当
体
と
な
る
一
種
の
不
相
応
行
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
存
在
は
、
実
は
無
川
性
で
な
く
、
有
自

性
の
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
自
性
を
も
た
な
い
無
月
性
空
に
お
い
て
業
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
あ
く
ま
で
業
は
不
生
で
あ
り
不
滅
で

あ
っ
て
、
不
失
な
る
別
法
の
生
滅
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
龍
樹
か
ら
い
え
ば
、
業
の
不
失
と
は
、
む
し
ろ
不
生
不
滅
な
る
無
自
性

の
世
界
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
真
実
に
成
立
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
不
失
法
な
ど
に
よ
っ
て
業
因
業
果

の
生
滅
の
相
続
を
考
え
る
学
説
に
は
、
有
自
性
論
の
も
つ
常
住
の
過
失
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
龍
樹
は
第
二
十
二
偶
に
お
い

て
、
ま
ず
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
次
の
如
く
い
う
。

も
し
も
、
業
が
自
性
を
も
っ
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
疑
い
な
く
、
常
住
と
な
る
。
ま
た
、
業
は
造
作
さ
れ
な
い
も
の
（
巴
昌
菌
）

で
あ
ろ
う
。
常
住
な
る
も
の
は
造
作
さ
れ
な
い
か
ら
。

業
（
菌
Ｈ
目
幽
）
は
造
作
（
く
］
且
）
さ
れ
る
が
故
に
こ
そ
業
で
あ
る
が
、
業
が
自
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
業
は
常
住
で
あ

り
無
変
化
で
あ
っ
て
、
造
作
さ
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
龍
樹
は
さ
ら
に
、
第
二
十
三
偶
に
、
次
の
如
く
い
う
。

も
し
も
、
業
が
造
作
さ
れ
ず
に
あ
る
な
ら
ば
、
造
作
さ
れ
な
い
業
を
享
受
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
非
梵
行
に
住
す
る
過
失
が

に
自
性
を
想
定
す
る
立
場
に
た
い
す
る
批
判
と
と
も
に
、
種
々
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
十
一
偶
に
お
い
て
、
ま
ず
龍
樹
は
、
こ
の

自
己
の
無
自
性
の
立
場
を
、
次
の
よ
う
に
か
か
げ
て
い
る
。

業
は
何
故
に
生
じ
な
い
か
〔
と
い
え
ば
〕
～
無
自
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
（
業
）
は
生
じ
な
い
か
ら
、
失
壊
し
な
い
（
国
幽

ぐ
胃
ｐ
Ｈ
．
ｍ
、
ロ
四
○
ぐ
ゆ
げ
ご
○

ト
。
ｕ
Ｌ
匙
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○



右
の
第
二
十
三
偶
に
た
い
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
も
し
も
、
人
に
殺
生
な
ど
の
業
が
造
作
さ
れ
ず
し
て
あ
る
な
ら
ば

そ
の
人
に
は
、
か
の
業
が
造
作
さ
れ
ず
に
存
在
す
る
か
ら
、
そ
の
人
に
、
そ
の
造
作
さ
れ
な
い
業
と
の
結
合
が
あ
る
か
ら
、
造
作
さ
れ

な
い
業
を
享
受
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
」
と
い
い
、
「
清
浄
の
梵
行
に
住
す
る
人
々
の
上
に
も
、
造
作
さ
れ
ず
に
非
梵
行
が
あ

る
か
ら
、
一
切
が
非
梵
行
に
住
し
↑
誰
れ
の
上
に
も
浬
藥
す
尋
へ
き
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
龍
樹
か
ら
い
え
ば
、

『
中
論
』
の
第
八
章
第
十
二
偶
に
も
い
う
よ
う
に
、
業
は
作
者
と
相
対
的
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
作
者
と
別
個
に
造

作
さ
れ
な
い
業
が
独
立
自
存
的
に
自
性
を
も
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
は
さ
ら
に
、
第
二
十
四
偶
に
、
次
の
如

少
く
い
』
フ
炉

右
に
た
い
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
は
「
農
耕
、
商
業
、
牛
飼
な
ど
の
活
動
の
企
て
は
、
結
果
の
た
め
に
企
て
ら
れ

る
。
〔
し
か
し
、
業
が
造
作
さ
れ
ず
に
存
在
す
る
な
ら
ば
〕
、
そ
れ
ら
一
切
の
企
て
が
造
作
さ
れ
ず
と
も
現
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、

企
て
が
無
意
義
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
瓶
を
作
れ
、
衣
を
作
れ
、
と
い
う
一
切
の
世
間
に
ぞ
く
す
る
言
説
も
妨
げ
ら
れ
る
。
瓶
な

ど
に
つ
い
て
の
一
切
〔
の
業
〕
が
〔
造
作
さ
れ
ず
と
も
〕
現
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
ま
た
、
「
こ
れ
は
福
を
造
作
す
る

人
で
あ
る
。
こ
れ
は
罪
を
造
作
す
る
人
で
あ
る
、
と
い
う
区
別
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
福
と
罪
と
を
造
作
し
た
二
人
の
上
に
、
造
作
さ

れ
な
い
福
と
罪
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
業
は
造
作
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
意
味
を
も
ち
、
造
作
さ

れ
な
い
静
止
し
た
姿
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
業
は
現
に
行
わ
れ
る
具
体
的
な
事
実
で
あ
っ
て
、
も
し
も
、
業
が
抽
象
的
な
静
止
し
た
現

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
三
ハ
ー

そ
こ
に
結
果
す
る
。

理
と
な
る
。

一
切
の
言
説
（
ぐ
園
ぐ
ゅ
目
畠
）
と
矛
盾
す
る
こ
と
疑
い
な
し
。
福
（
冒
昌
四
）
と
罪
（
制
冨
）
と
の
二
つ
の
所
作
の
区
別
が
不
合



も
し
も
、
業
が
自
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
〔
業
は
〕
固
定
し
た
も
の
（
く
置
く
四
稗
巨
冨
）
と
し
て
あ
る
か
ら
、
か
の
熟
し

お
わ
っ
た
果
報
（
ぐ
ぢ
際
四
）
が
、
さ
ら
に
異
熟
す
る
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
の
業
は
、
生
ず
る
無
間
に
減
す
る
わ
け
で
、
固
定
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
龍
樹
か
ら

い
え
ば
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
業
は
、
生
滅
の
当
体
と
な
る
自
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
固
定
し
た
も
の
と
い
う
、
へ
き
で

あ
り
、
右
の
如
く
↑
果
報
が
熟
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
果
報
を
う
み
っ
づ
け
る
よ
う
な
不
合
理
な
存
在
と
み
な
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
。
「
、
性
」
は
存
在
の
背
後
に
考
え
ら
れ
る
「
存
在
そ
の
も
の
」
あ
る
い
は
一
‐
実
体
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
こ
の
日
性
を

存
在
に
想
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
的
理
解
は
成
立
し
な
い
。
業
も
業
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し

業
が
自
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
、
そ
の
生
滅
変
化
を
論
じ
て
も
、
不
合
理
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ア
ビ
ダ
ル
マ

の
業
の
学
説
は
、
種
子
（
思
）
の
学
説
に
し
て
も
、
不
失
の
学
説
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
、
自
性
の
次
元
に
お
け
る
業
の
学
説
で
あ
り

そ
の
か
ぎ
り
、
業
は
、
造
作
さ
れ
ず
に
静
止
し
て
存
在
す
る
固
定
し
た
不
合
理
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
龍
樹
に
よ
る

と
、
さ
き
の
第
二
十
一
偶
に
い
う
よ
う
に
、
業
は
無
目
性
で
あ
り
不
生
不
滅
で
あ
る
、
へ
き
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
無
自

性
で
あ
り
不
生
不
滅
で
あ
る
と
は
～
業
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
概
念
的
な
分
別
思
惟
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

に
造
作
さ
れ
な
い
姿
で
存
在
す
る
な
ら
ば
＄
あ
ら
ゆ
る
活
動
や
企
て
は
↑
行
わ
れ
ず
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
無
意
義
と
な
る
。

瓶
を
作
れ
、
衣
を
作
れ
、
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
必
要
も
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
福
業
や
罪
業
を
現
に
造
作
す
る
と
こ

ろ
に
、
そ
れ
ら
の
作
者
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
も
、
福
業
と
罪
業
が
静
止
し
た
現
に
造
作
さ
れ
な
い
抽
象
的
な
姿
で
存
在
す
る
な

ら
ば
、
作
者
と
業
と
が
別
個
の
存
在
と
な
り
、
作
者
は
い
ず
れ
の
作
者
か
判
別
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
は
ま
た
、
さ
ら
に
第
二
十

五
偶
に
、
次
の
如
く
い
う
。

一
」
、
一
一

一
一
ノ
ー
’



か
の
業
は
煩
悩
を
自
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
煩
悩
は
真
実
（
冨
洋
く
ゅ
）
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
も

そ
れ
ら
煩
悩
が
真
実
と
し
て
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
、
業
が
真
実
と
し
て
あ
ろ
う
か
。

佛
陀
の
教
言
に
「
無
明
（
過
去
の
煩
悩
）
を
縁
と
し
て
諸
行
（
過
去
の
業
）
あ
り
・
・
…
・
取
（
現
在
の
煩
悩
）
を
縁
と
し
て
有
（
現
在

の
業
）
あ
り
。
」
と
い
わ
れ
て
お
り
（
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
註
釈
、
第
二
十
六
偶
前
）
、
文
面
ど
う
り
に
考
え
る
と
、
業
は
自
性
と
し
て

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
佛
陀
の
教
言
は
、
煩
悩
や
業
の
自
性
的
存
在
を
示
す
た
め
の
教
言

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
一
六
三

答
え
る
。

佛
陀
の
教
説
と
業
の
存
在

以
上
に
考
察
し
た
第
十
七
章
の
第
二
十
二
偶
か
ら
第
二
十
五
偶
ま
で
の
業
に
た
い
す
る
龍
樹
の
批
判
は
、
業
を
自
性
的
な
存
在
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
、
自
性
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
理
論
的
な
矛
盾
に
よ
っ
て
指
摘
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
業
の
因
で
あ
る
煩
悩
（
画
①
Ｅ
）
が
あ
り
、
ま
た
、
業
の
果
で
あ
る
身
体
（
号
ｇ
）
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
業
の
作
者
や
享
受

者
が
あ
る
か
ぎ
り
、
業
は
自
性
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
佛
陀
の
教
説
に
も
と
づ
い
て
業
の

存
在
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
龍
樹
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
に
た
い
し
て
も
、
さ
ら
に
つ
づ
い
て
、
第
二
十
六
、
第
二
十
七

第
二
十
九
、
第
三
十
の
四
偶
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
破
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
龍
樹
は
、
「
業
の
因
で
あ
る
煩
悩
が
あ
る
か
ら
業
は
存
在
す
る
。
」
と
い
う
主
張
に
た
い
し
て
、
第
二
十
六
偶
に
次
の
よ
う
に

が
＄
龍
樹
に
と
っ
て
は
；
か
よ
う
な
概
念
的
思
惟
を
超
越
し
た
不
可
言
な
る
空
の
世
界
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
業
の
不
断
に
し
て
不
常

な
る
生
滅
相
続
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。



で
は
な
い
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
煩
悩
は
真
実
と
し
て
の
存
在
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
業
も
真
実
と
し
て
の
自
性
的
な
存
在
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
迷
い
の
流
転
の
姿
と
し
て
説
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
悟
り
の
解
脱
の
立
場
か
ら
い
え
ば

超
脱
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

龍
樹
は
、
「
煩
悩
と
業
と
の
果
で
あ
る
身
体
が
あ
る
か
ら
業
は
存
在
す
る
。
」
と
い
う
主
張
に
た
い
し
て
も
、
第
二
十
七
偶
に
、
次

煩
悩
と
業
と
は
身
体
の
縁
で
あ
る
と
〔
佛
陀
に
よ
っ
て
〕
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
も
、
煩
悩
と
業
と
が
空
な
ら
ば
、
身

体
に
た
い
し
て
、
何
の
説
明
が
あ
る
の
か
。

煩
悩
と
業
と
が
真
実
の
存
在
で
な
く
空
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
業
果
で
あ
る
身
体
も
真
実
の
存
在
で
な
く
空
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
身
体
の
存
在
を
理
由
に
し
て
、
煩
悩
と
業
と
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
佛
教
は
、
文
字
や
説
明
の
道

で
な
く
、
非
真
実
な
煩
悩
や
業
や
身
体
よ
り
の
超
脱
の
道
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
龍
樹
の
批
判
は
、
さ
き

の
第
二
十
六
偶
と
同
じ
で
あ
る
。

ゞ
龍
樹
は
、
「
業
の
作
者
や
享
受
者
が
あ
る
か
ら
業
は
存
在
す
る
。
」
と
い
う
主
張
に
た
い
し
て
は
、
ま
ず
、
一
応
、
こ
の
主
張
が
佛
陀

の
教
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
第
二
十
八
偶
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。

彼
の
無
明
に
覆
わ
れ
た
衆
生
は
、
愛
結
を
有
し
て
い
る
。
彼
れ
は
〔
業
の
〕
享
受
者
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
れ
（
享
受
者
）
は
作
者

よ
り
別
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
彼
れ
（
作
者
）
は
彼
れ
（
享
受
者
）
と
同
一
で
な
い
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
佛
陀
は
、
「
無
明
に
覆
わ
れ
た
衆
生
は
愛
結
を
有
す
。
」
と
説
き
、
ま
た
「
こ
の
悪
業

④

は
自
ら
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
果
報
は
自
ら
享
受
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
｜
と
も
説
い
た
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
佛
陀
の

の
よ
活
フ
に
塗
ｐ
え
る
。

ﾉ､

四



も
し
も
、
業
と
作
者
と
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
い
か
に
し
て
、
業
よ
り
生
ず
る
果
が
存
在
し
よ
う
か
。
も
し
も
、
果
が
存
在
し
な

け
れ
ば
、
い
か
に
し
て
、
享
受
者
が
存
在
し
よ
う
か
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
る
と
、
「
縁
よ
り
生
じ
た
も
の
と
し
て
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
は
、
『
中
諭
」
の
第
一
観

因
縁
品
の
中
に
説
か
れ
る
道
理
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
「
非
縁
よ
り
生
じ
た
も
の
と
し
て
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
は
第
八
作
者
業
品

の
第
四
偶
に
説
か
れ
る
「
因
が
存
在
し
な
い
と
き
、
所
作
も
能
作
も
存
在
し
な
い
。
」
と
い
う
道
理
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

業
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
か
よ
う
な
業
の
存
在
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
起
す
る
以
前
の
存
在
で
あ
り
、
因
縁
に
よ
っ
て
生

起
す
る
必
要
の
認
め
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
か
く
の
如
き
業
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
に

か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
た
め
て
因
縁
に
よ
っ
て
生
起
す
る
と
い
う
不
必
要
な
無
意
義
な
繰
り
返
し
を
犯
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
・

存
在
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
お
い
て
、
こ
の
存
在
が
縁
よ
り
生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
な
矛
盾
で
あ
る
こ
と
は
、
観
因
縁
品
の

中
に
種
々
に
説
か
れ
て
い
る
。
縁
起
の
教
説
は
、
存
在
が
、
因
縁
と
と
も
に
生
じ
、
因
縁
が
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
、
そ
れ
自
身
で
成

り
立
た
な
い
相
対
的
な
無
自
性
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
教
説
で
あ
っ
て
、
存
在
を
そ
れ
自
身
で
成
立
す
る
も
の
と
し
て
抽
象
的
に

と
ら
え
な
い
。
縁
起
の
教
説
は
、
存
在
を
生
成
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
具
体
的
に
流
動
的
に
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
業
の
存
在
が
、
あ
ら
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教
説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
衆
生
は
愛
結
の
煩
悩
を
も
ち
、
悪
業
の
作
者
と
な
り
、
し
か
も
、
そ
の
悪
業
の
果
報
の
享
受
者
と
な
る
の
で
あ

っ
て
、
業
も
作
者
も
業
報
も
享
受
者
も
、
す
ゃ
へ
て
自
性
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
龍
樹
は
、
こ
れ
に
た
い
し
て
第
二
十
九
偶
と
第
三
十
偶
と
を
も
っ
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

か
の
業
は
、
縁
よ
り
生
じ
た
も
の
と
し
て
も
存
在
せ
ず
、
非
縁
よ
り
生
じ
た
も
の
と
し
て
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
作
者
も

か
の
業
は
、
毎

存
在
し
な
い
。



か
じ
め
想
定
さ
れ
、
分
別
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
か
よ
う
な
業
の
存
在
は
、
も
は
や
縁
と
は
無
関
係
な
存
在
と
い
う
、
へ
き
で
あ
る
。
「
非
縁

よ
り
生
じ
た
も
の
と
し
て
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
は
、
観
作
者
業
品
に
「
因
が
存
在
し
な
い
と
き
↑
所
作
の
果
も
能
作
の
因
も
な

い
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
業
に
と
っ
て
生
成
の
根
拠
と
な
る
因
縁
が
存
在
し
な
い
ぱ
あ
い
に
は
、
業
の
所
作
の
果
も
能
作
の
因
で

あ
る
作
用
も
な
く
、
業
そ
の
も
の
自
体
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
佛
陀
の
教
説
に
し
た
が
っ
て

言
葉
ど
う
り
に
業
の
存
在
を
考
え
た
ば
あ
い
、
業
の
有
自
性
的
な
存
在
は
、
非
縁
生
と
し
て
は
勿
論
、
実
は
、
佛
陀
が
説
く
縁
生
の
も

の
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
作
者
の
存
在
も
考
え
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
の
が
、
第
二
十
九

偶
に
示
さ
れ
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
第
三
十
偶
に
い
う
よ
う
に
！
業
と
作
者
と
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な
い
ば
あ
い
に
は
、
業

果
も
そ
の
享
受
者
の
存
在
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

業
に
た
い
す
る
龍
樹
の
立
場
は
無
自
性
で
あ
り
、
彼
れ
は
無
自
性
に
お
い
て
業
が
成
立
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
龍
樹
の
立
場
は
、
す

で
に
、
第
二
十
一
偶
に
「
業
は
何
故
に
生
じ
な
い
か
と
い
え
ば
、
無
自
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
（
業
）
は
生
じ
な
い
か
ら
失
壊

し
な
い
。
」
と
い
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、
つ
づ
い
て
お
こ
な
っ
た
第
二
十
二
偶
か
ら
第
三
十
偶
に
い
た
る
有
自
性
の
立
場
に
た
い
す
る

批
判
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
龍
樹
は
、
第
三
十
一
、
第
三
十
二
、
第
三
十
三
の
三
偶
を
も
っ
て
、
業
に
た
い
す
る

自
己
の
理
解
の
態
度
を
積
極
的
に
明
示
し
よ
う
と
す
る
。
第
三
十
一
偶
と
第
三
十
二
偶
と
に
お
い
て
、
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

た
と
え
ば
、
師
（
凋
印
目
）
が
所
変
化
を
神
通
具
足
に
よ
っ
て
変
化
し
、
そ
の
所
変
化
が
、
さ
ら
に
別
の
所
変
化
を
変
化
す
る
如
く

か
く
の
如
く
、
〔
作
者
に
よ
っ
て
〕
業
が
な
さ
れ
る
と
き
に
、
作
者
は
所
変
化
の
相
の
如
く
、
ま
た
、
〔
業
は
〕
所
変
化
に
ょ
っ

四
龍
樹
に
お
け
る
業
の
理
解
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て
別
の
所
変
化
が
変
化
さ
れ
る
如
し
。

右
の
変
化
の
輪
例
は
、
業
に
た
い
す
る
龍
樹
の
無
自
性
の
立
場
が
、
業
因
業
果
の
業
道
を
損
減
擁
無
す
る
無
の
見
解
に
お
ち
い
る
と

い
う
、
誤
解
に
た
い
す
る
回
答
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
（
中
観
論
者
）
は
虚
無
論
者
（
３
ｍ
は
冨
無
の
見
解
）
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
有
と
無
と
の
両
論
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
浬
藥
の
城
に
い
た
る
無
二
の
道
（
且
ぐ
畠
煙
‐
冨
昏
四
）
を
明
ら
か
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
業
と
作
者
と
果
な
ど
が

存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
無
自
性
で
あ
る
と
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
汝
が
Ｉ
無
自
性
な
る
存
在
に

は
作
用
（
く
勧
葛
国
）
を
な
す
こ
と
が
あ
り
え
な
い
か
ら
、
こ
の
設
定
は
過
失
で
あ
る
ｌ
と
思
う
な
ら
ば
↑
こ
れ
も
、
そ
う
で

な
い
。
有
自
性
な
る
も
の
に
は
作
用
が
み
ら
れ
ず
、
無
自
性
な
る
も
の
に
作
用
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
Ｉ
現
に

存
在
す
る
無
目
性
な
る
瓶
な
ど
が
世
間
に
お
い
て
自
己
の
所
作
（
の
ぐ
Ｐ
‐
圃
匂
四
）
を
な
す
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
如
し
。

ま
た
、
た
と
え
ば
ｉ
一
人
の
所
変
化
を
師
な
る
佛
世
尊
が
神
通
具
足
し
た
神
通
の
威
力
に
よ
っ
て
変
化
し
、
佛
世
尊
に
よ
っ
て

変
化
さ
れ
た
か
の
所
変
化
も
、
か
れ
も
、
さ
ら
に
ま
た
、
別
の
他
の
所
変
化
を
変
化
す
る
如
し
。
こ
の
ぱ
あ
い
、
他
の
所
変
化
の

変
化
者
で
あ
る
所
変
化
は
～
空
で
あ
り
無
自
性
で
あ
る
。
如
来
の
自
性
を
は
な
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
所
変
化

に
よ
っ
て
変
化
さ
れ
た
所
変
化
も
空
で
あ
り
無
自
性
で
あ
る
。
如
来
の
自
性
を
は
な
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
ば
あ
い
、
無
自
性
な
る
も
の
に
無
自
性
の
所
作
（
闘
昌
②
）
を
な
す
こ
と
、
お
よ
び
、
業
と
作
者
と
の
名
称
が
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、
〔
作
者
に
よ
っ
て
業
が
な
さ
れ
る
と
き
〕
、
業
の
作
者
は
所
変
化
の
相
の
如
く
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
。
そ
の
自

性
と
し
て
空
な
る
作
者
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
業
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
（
業
）
は
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
所
変
化
か

ら
別
の
所
変
化
が
変
化
さ
れ
る
如
し
と
、
か
く
の
如
く
知
る
、
へ
き
で
あ
る
。

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
一
六
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右
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
龍
樹
が
業
を
損
城
す
る
虚
無
論
者
（
目
呂
冨
）
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
業
を
損
減
す
る
虚
無
論
者
と
は
、
善
悪
の
業
も
苦
楽
の
果
も
な
し
と
い
う
、
因
果
を
擬
無
す
る
邪
悪
の
論
者
で

あ
る
が
、
龍
樹
の
業
の
無
自
性
空
論
が
、
か
く
の
如
き
邪
悪
の
論
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
舵
樹
に
と
っ
て
は
、
作
者
も
業

も
業
果
も
業
の
享
受
者
も
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
、
そ
れ
ら
が
無
口
性
と
し
て
設
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
無

口
性
で
あ
る
か
ら
、
自
性
を
想
定
し
分
別
す
る
概
念
の
世
界
を
こ
え
た
不
生
不
滅
に
し
て
空
な
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し

か
し
、
無
分
別
な
る
無
自
性
空
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
業
の
世
界
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
全
く
存
在
し
な
い
と

い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
存
在
に
は
、
作
用
（
ぐ
乱
目
国
）
が
あ
り
、
運
動
が
見
ら
れ
る
が
、
か
か
る
無
自
性
空
な
る
存

在
に
は
、
現
実
的
な
作
用
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
い
う
よ

う
に
、
中
観
学
派
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
、
有
自
性
な
る
存
在
に
作
用
が
見
ら
れ
ず
↑
現
に
存
在
す
る
無
日
性
な
る
瓶
に
こ
そ
作
用
が

見
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
有
自
性
な
る
存
在
は
一
つ
の
固
定
し
静
止
し
た
作
用
の
な
い
存
在
で
あ
り
、
縁
生
の
存
在
で
あ
る
瓶

こ
そ
作
用
の
あ
る
現
実
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
『
廻
諄
論
』
に
も
い
う
よ
う
に
、
車
は
支
分
に
縁
り
、
布
は
糸
に
縁

り
、
瓶
は
泥
土
や
水
分
な
ど
に
縁
っ
て
起
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
一
つ
の
独
立
自
存
の
自
性
を
も
っ
た
固
定
し
た

存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
無
自
性
の
存
在
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
車
は
木
と
草
と
土
と
を
運
び
、
布
は
冷
と
風
と
日
光
と
を
防
ぎ
、

⑤

瓶
は
蜜
と
水
と
粥
な
ど
を
貯
え
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
作
（
厨
曼
騨
）
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
自
性
空
は
現
実
の
存

在
の
否
定
の
原
理
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
無
自
性
空
は
作
用
や
運
動
の
あ
る
現
実
の
世
俗
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
ま
成
立
せ
し
め
る
真

実
の
意
味
で
あ
り
価
値
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
か
く
し
て
、
中
観
学
説
に
と
っ
て
、
現
実
の
存
在
は
無
自
性
空
と
い
う
意
味
を
も
っ

た
変
化
（
昌
時
目
冨
）
の
如
き
存
在
に
職
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
変
化
は
、
固
定
し
た
自
性
を
も
た
な
い
無
自
性
空
な
仮
名
に
し
て
無
実

一
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体
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
所
変
化
が
所
変
化
を
変
化
す
る
如
き
作
用
を
も
っ
て
い
る
。
第
三
十
一
偶
と
第
三
十
二
偶
に
い
う
よ
う
に

作
者
が
作
用
を
な
す
業
の
世
界
も
、
ま
さ
に
か
く
の
如
き
変
化
に
瞼
う
識
へ
き
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

龍
樹
は
、
作
者
が
作
用
を
な
す
業
の
世
界
を
変
化
に
職
え
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
第
三
十
三
偶
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
ガ
ン
ダ
ル

ヴ
ァ
城
、
陽
炎
、
夢
に
も
嶮
え
て
い
る
。

煩
悩
と
業
と
身
体
と
作
者
と
果
と
は
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
城
の
如
く
、
陽
炎
、
夢
の
如
し
。

ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
城
や
陽
炎
や
夢
は
、
変
化
と
同
様
、
固
定
し
た
自
性
を
も
た
な
い
無
自
性
空
な
る
仮
名
な
現
象
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

こ
に
、
種
々
の
所
作
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
っ
て
、
煩
悩
も
業
も
身
体
も
作
者
も
業
果
も
、
す
雫
へ
て
一
切
は
、
龍
樹
の
中
観

学
説
に
と
っ
て
、
か
く
の
如
き
空
に
し
て
仮
名
な
る
現
象
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
『
般
若
経
』
に
説
か
れ
る
「
六
嶮
」

あ
る
い
は
「
十
職
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
龍
樹
に
と
っ
て
、
か
く
の
如
き
意
味
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
も
；
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
や
存
在
が
、
無
自
性
空
の
意
味
を
も
っ
た
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
城
や
陽
炎
や
夢
や
変
化
の
如
き
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
無
自
性
空
が
、
現
実
の
世
俗
の
世
界
の
虚
無
的
な
否
定
の
原
理
の
如
き
も
の
で
な
く
、
現
実
の
世
俗
の
世
界
を
成

立
せ
し
め
る
勝
義
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
城
や
変
化
な
ど
の
職
は
、
無
自
性
空
が
、
世

俗
即
勝
義
的
な
真
実
で
あ
り
、
有
無
の
二
辺
を
こ
え
た
中
道
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
楡
説
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ン
ド

ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
の
言
葉
の
最
初
に
「
わ
れ
わ
れ
中
観
論
者
は
虚
無
論
者
（
目
“
は
冨
無
の
見
解
）
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

有
と
無
と
の
両
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浬
樂
の
城
に
い
た
る
無
二
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
。
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
味
で

紫
の
つ
つ
語
フ
０

以
上
の
よ
う
に
、
龍
樹
は
『
中
諭
』
の
第
十
七
章
「
業
と
果
の
考
察
」
を
変
化
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
城
、
陽
炎
、
夢
の
職
説
で
結
ん
で

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
一
六
九

k



⑥

い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
な
ど
の
世
間
極
成
（
さ
§
‐
胃
量
目
富
）
の
概
念
的
な
世
俗
の
嶮
説
に
よ
ら
ね
ば
、
無
自
性
空
の
世
界
を
示

す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
か
ら
い
え
ば
＄
変
化
の
如
き
無
自
性
空
の
姿
こ
そ
業
の
世
界
の
如
実
の
実
相
な
の
で
あ
っ

て
、
有
自
性
諭
の
立
場
で
は
、
こ
の
業
の
世
界
の
実
相
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
業
論
に
た
い
す
る
龍
樹
の
批
判
に
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
業
の
世
界
は
有
自
性
論
の
立
場
で
造
作
さ
れ
な
い
固
定
的
に
静
止
し
た
世
界
と
し
て
抽
象
的
に
概
念
化
さ
れ
る
蕊
へ
き
で

な
い
。
業
の
生
滅
相
続
は
概
念
的
に
限
定
し
て
考
え
ら
れ
な
い
動
的
な
作
用
（
く
乱
薗
目
）
の
あ
る
具
体
的
な
事
実
な
の
で
あ
っ
て
、

無
自
性
空
と
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
概
念
的
に
限
定
さ
れ
な
い
具
体
的
な
実
相
の
事
実
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
龍
樹
か
ら

い
え
ば
、
業
の
世
界
が
概
念
的
に
限
定
さ
れ
な
い
無
自
性
空
の
事
実
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
聖
教
に
「
も
ろ
も
ろ
の
有
情
の
業
は
、
百
千
万

劫
を
も
っ
て
も
失
壊
せ
ず
。
和
合
し
て
時
が
い
た
れ
ば
、
実
に
、
果
報
を
ま
ね
く
。
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
れ

は
、
永
遠
に
失
わ
れ
な
い
業
の
現
実
の
事
実
の
上
に
立
ち
実
相
の
上
に
立
っ
て
、
業
の
不
滅
を
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
善
因
楽
果
、
悪

囚
苦
果
の
業
道
は
、
三
世
因
果
、
輪
廻
転
生
の
教
説
と
結
び
つ
く
佛
教
の
根
本
的
な
信
条
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
龍
樹
は
、
こ

の
因
果
が
相
続
す
る
業
道
を
、
た
ん
に
時
間
的
な
継
起
を
も
っ
て
な
が
め
ず
に
、
そ
の
業
道
が
成
立
す
る
如
実
な
る
実
相
の
立
場
か
ら

理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
佛
陀
の
業
の
思
想
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
学
説
に
い
た
っ
て
詳
細
な
業
論
と
し
て
展
開

す
る
。
し
か
し
、
龍
樹
は
、
業
の
客
体
的
な
説
明
化
を
批
判
し
て
、
業
の
概
念
化
さ
れ
な
い
主
体
的
事
実
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
、
と

し
か
も
、
龍
樹
に
と
っ
て
は
～
か
く
の
如
き
業
の
世
界
の
概
念
的
に
限
定
さ
れ
な
い
無
自
性
空
な
る
主
体
的
事
実
を
如
実
に
知
る
こ

と
、
こ
れ
が
、
業
の
世
界
よ
り
の
解
放
で
あ
り
、
解
脱
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
は
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
に
次
の
如
く
い
う
。

要
約
す
る
と
、
無
の
見
解
（
鼠
島
国
‐
身
儲
官
）
は
、
業
の
果
な
し
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
不
善
（
苔
ロ
日
出
）
で
あ
り
、

い
溝
ヘ
ノ
こ
と
が
で
き
る
。

七
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堕
地
獄
で
あ
り
、
邪
見
と
い
わ
れ
る
。
第
一
章
、
第
四
十
三
偶
。

要
約
す
る
と
、
有
の
見
解
（
尉
武
国
‐
Ｑ
鳥
巳
は
、
業
の
果
あ
り
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
善
（
冒
昌
四
）
で
あ
り
、
善
趣

に
流
れ
込
む
も
の
で
あ
り
、
正
見
と
い
わ
れ
る
。
同
、
第
四
十
四
偶
。

智
に
お
い
て
無
と
有
と
を
寂
滅
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
令
智
沙
）
と
善
合
口
口
冨
）
よ
り
超
越
す
る
。
こ
れ
が
、
か
の
悪
趣

と
善
趣
よ
り
の
解
脱
で
あ
る
と
、
諸
の
賢
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
。
同
、
第
四
十
五
偶
。

無
見
の
人
（
目
切
昌
畠
）
は
悪
趣
に
お
も
む
き
、
有
見
の
人
（
儲
昌
国
）
は
善
趣
に
お
も
む
く
。
両
者
に
も
と
づ
か
な
い
人
は
、
如
実

の
遍
知
に
よ
っ
て
解
脱
に
お
も
む
く
。
同
、
第
五
十
七
偶
。

佛
教
に
と
っ
て
、
第
十
七
章
の
は
じ
め
の
第
一
偶
に
も
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
善
は
、
悪
趣
に
行
く
こ
と
を
制
す
る
法
（
目
胃
目
蝕
）
で

あ
り
、
今
世
と
後
世
と
に
楽
果
を
得
し
め
る
種
子
に
な
る
－
も
の
と
し
て
称
讃
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
、
善

業
が
人
天
の
善
趣
を
得
し
め
る
法
で
あ
る
に
せ
よ
、
善
業
に
執
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
束
縛
で
あ
り
、
無
自
性
空
な
る
主
体
的
な

如
実
の
実
相
に
無
知
な
る
迷
執
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
善
業
、
悪
業
よ
り
超
越
す
る
と
こ
ろ
に
、
業
の
世
界
よ
り
の
解

放
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
悪
業
よ
り
遠
ざ
か
り
、
し
か
も
、
お
の
ず
か
ら
無
分
別
に
善
業
を
お
こ
な
う
世
界
で
あ
ろ
う
。

龍
樹
が
、
右
の
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
－
に
善
趣
、
悪
趣
よ
り
の
解
脱
を
語
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
の
無
自
性
空
の

立
場
は
、
善
悪
の
業
道
を
否
定
す
る
邪
悪
な
る
無
の
見
解
（
目
昌
冨
）
で
な
く
、
善
悪
の
業
道
を
肯
定
す
る
有
の
正
見
に
た
ち
つ
つ
、

こ
れ
に
執
わ
れ
な
い
無
分
別
な
る
主
体
的
な
実
相
の
立
場
で
あ
り
、
有
無
の
両
論
を
こ
え
た
無
二
の
道
で
あ
る
中
道
で
あ
る
。
（
完
）

①訂

山
口
益
博
士
「
世
親
の
成
業
論
」
、
一
六
五
頁

中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
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⑥⑤④③②

同
書
、
一
五
三
頁
。

○
岸
ロ
ざ
．
瞬
く
．
超
』
吟

「
廻
諄
論
』
、
第
二
十
二
偶
註
釈
下
。

「
中
論
」
、
第
七
章
、
第
三
十
四
偶
に
た
い
す
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
釈
に
、
「
た
と
え
ば
、
幻
（
日
脚
乱
）
な
ど
が
、
自
性
と
し
て

不
生
で
あ
り
、
現
に
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
間
に
お
い
て
、
幻
な
ど
の
声
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
幻

な
ど
の
誠
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
如
く
、
か
く
の
如
く
、
こ
れ
ら
生
な
ど
（
生
、
住
、
減
）
も
、
自
性
と
し
て
現
に
存
在
し
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
世
間
極
成
言
冒
‐
胃
協
己
§
四
）
の
み
に
よ
っ
て
、
世
尊
に
よ
っ
て
所
化
の
人
左
を
摂
取
せ
ん
と
欲
し
て
示
さ
れ
た
。
」
と

い
室
フ
。

同
書
、
一
五
九
頁
。

同
書
、
一
五
三
頁
。

理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
如
く
、
か
く
の
如
く
、
こ
れ
ら
生
な
ど
（
生
、
住
、
減
）
も
、

世
間
極
成
言
冒
‐
胃
協
己
§
四
）
の
み
に
よ
っ
て
、
世
尊
に
よ
っ
て
所
化
の
人
左
を
摂
取
せ

七
二二


