






あ
り
、
因
縁
に
た
い
し
て
は
、
た
だ
＄
あ
き
ら
め
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

佛
教
の
無
常
、
無
我
、
空
の
思
想
が
人
間
の
理
想
や
希
望
を
否
定
す
る
暗
い
あ
き
ら
め
の
人
生
観
と
み
な
さ
れ
る
理
論
的
な
根
拠
を
も

と
め
る
と
、
実
に
、
こ
れ
は
、
右
に
い
う
よ
う
な
、
因
縁
生
の
道
理
の
上
に
み
と
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
が
因
縁
生
で
あ
り
、

す
べ
て
が
客
観
的
な
因
縁
の
事
情
の
如
何
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
常
識
的
に
い
え
ば
、
だ
か
ら
し
て
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
客
観
の
因

縁
の
解
決
に
向
っ
て
努
力
す
べ
き
で
あ
り
、
客
観
の
因
縁
に
た
い
し
て
消
極
的
に
あ
き
ら
め
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら

れ
る
。
花
が
種
子
や
日
光
や
水
分
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
の
因
縁
に
よ
る
の
な
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
花
が
な
が
も
ち

す
る
よ
う
に
種
子
の
品
質
を
改
良
し
，
日
光
や
水
分
の
量
を
適
度
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
し
、
身
体
が
骨
や
筋
肉
や
胃
や
腸
な
ど
の
因

縁
に
よ
る
の
な
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
身
体
が
病
気
に
お
か
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
骨
や
筋
肉
や
胃
や
腸
な
ど
の
機

能
の
増
進
を
は
か
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
べ
て
が
環
境
の
如
何
に
支
配
さ
れ
る
と
考
え
て
、
環
境
の
改
善
を
は
か

ろ
う
と
す
る
唯
物
論
的
立
場
、
あ
る
い
は
、
科
学
的
立
場
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
科
学
的
に
客
観
を
解
決
す

る
方
法
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
果
て
し
が
な
く
、
こ
れ
で
よ
し
と
し
て
満
足
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
・
客
観
の
因
縁
は
、
つ
ね
に
、
解

決
し
つ
く
さ
れ
ず
に
矛
盾
し
↑
客
観
の
因
縁
を
解
決
し
つ
く
そ
う
と
す
る
人
間
の
主
観
的
な
固
執
。
執
着
は
、
現
実
に
お
い
て
、
つ
ね
に
、

は
か
な
く
、
む
な
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
、
客
観
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
客
観
以
上
の
も
の
を
望
む
こ
と
が
で
き
な

い
・
だ
か
ら
、
結
局
、
佛
教
で
は
、
客
観
の
因
縁
の
支
配
力
を
認
め
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
固
執
・
執
着
の
立
場
の
無
力
を
語
る
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
い
う
と
、
因
縁
生
の
道
理
は
、
人
間
の
意
志
や
努
力
の
限
界
を
つ
い
た
真
実
を
語
っ
て
い
る
，
と

い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
因
縁
生
の
道
理
が
人
間
の
意
志
や
努
力
の
限
界
を
つ
い
た
真
実
で
あ
る
に
せ
よ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
因
縁
生
の
道
理
は
、

’
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は
た
し
て
、
暗
い
、
あ
き
ら
め
の
思
想
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
に
よ
る
と
＄
支
配
力
を
有
す
る
も
の
は
「
法
」
で
あ
る
客

観
的
因
縁
で
あ
り
、
「
人
」
で
あ
る
自
我
の
立
場
は
空
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
て
こ
ダ
ル
マ
の
小
乗
佛
教
に
と
っ
て
、
実
在
す
る
も

の
は
＄
た
だ
客
観
の
因
縁
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
を
因
縁
と
あ
き
ら
め
、
自
我
の
見
解
を
さ

る
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
「
人
空
法
有
」
と
い
わ
れ
る
立
場
が
こ
れ
で
あ
り
、
佛
教
で
は
、
こ
の
立
場
が
因

縁
生
の
考
え
方
の
一
つ
の
大
き
な
伝
統
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
に
述
尋
へ
た
因
縁
生
の
道
理
は
、
む
ろ
ん
、
こ
の
考
え
方
で
あ
り
、
日
本
文

学
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
詠
嘆
的
な
あ
き
ら
め
の
無
常
観
は
、
ま
た
、
こ
の
因
縁
生
の
考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
佛
教
の
因
縁
生
の
考
え
方
は
、
大
衆
佛
教
の
伝
統
で
は
、
非
常
に
お
も
む
き
が
変
っ
て
い
る
。
大
乗
佛
教
に
な
る
と
、
「
人
」

で
あ
る
自
我
の
立
場
は
も
ち
ろ
ん
、
「
法
」
で
あ
る
客
観
の
因
縁
も
ま
た
、
空
し
い
も
の
と
否
定
さ
れ
て
く
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
で
は
、

支
配
力
を
も
つ
も
の
は
，
客
観
の
「
法
」
で
あ
る
因
縁
で
あ
る
か
ら
、
す
今
へ
て
を
因
縁
に
ま
か
せ
て
、
あ
き
ら
め
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、

「
人
」
が
否
定
さ
れ
て
、
「
法
」
で
あ
る
因
縁
の
実
在
が
立
て
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
乗
佛
教
に
な
る
と
、
「
人
」
が
空
し
い
も
の
と

し
て
否
定
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
同
時
に
、
「
法
」
で
あ
る
因
縁
も
空
し
い
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
乗
佛
教
の
「
人
法
二
空
」
の
立
場
で
あ
っ
て
，
こ
こ
に
、
大
乗
佛
教
の
因
縁
生
の
考
え
方
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
「
人
空
法
有
」
の
立
場
で
は
、
す
尋
へ
て
を
因
縁
に
ま
か
せ
て
、
あ
き
ら
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
大
乗
佛
教
か
ら

い
え
ば
、
こ
の
あ
き
ら
め
は
不
徹
底
で
、
徹
底
し
て
あ
き
ら
め
た
ば
あ
い
に
は
、
因
縁
は
、
も
は
や
問
題
に
な
ら
ず
、
否
定
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
因
縁
に
勝
て
な
い
か
ら
、
あ
き
ら
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
立
場
で
は
、
因
縁
と
い
う
も
の
の
存
在
を
み

と
め
、
こ
れ
に
束
縛
さ
れ
、
こ
れ
に
い
や
い
や
な
が
ら
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
人
空
法
有
」
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
‐
勝
て
な
い
と

い
う
あ
き
ら
め
に
徹
底
す
る
と
、
客
観
的
因
縁
は
も
は
や
問
題
で
な
く
な
り
、
客
観
的
因
縁
に
束
縛
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
く

な
っ
て
く
る
。
客
観
的
因
縁
す
ら
否
定
し
て
↑
こ
れ
に
と
ら
わ
れ
ず
、
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
、
こ
れ
に
打
ち
勝
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
、

人
法
を
と
も
に
空
じ
否
定
し
た
‐
と
き
は
な
た
れ
た
、
束
縛
の
な
い
境
地
、
こ
れ
が
、
大
乗
佛
教
の
因
縁
生
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
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「
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
」
と
い
う
の
が
、
因
縁
生
と
い
う
言
葉
の
文
字
ど
う
り
の
形
式
的
な
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
因
縁
生
と
い

う
言
葉
に
は
た
し
か
に
、
宿
命
と
か
、
あ
き
ら
め
、
と
い
う
よ
う
な
暗
い
ひ
び
き
が
あ
る
。
因
縁
生
で
あ
る
か
ら
、
無
常
で
あ
り
、
無

我
で
あ
り
、
空
で
あ
る
、
と
い
う
教
説
に
は
↑
人
生
の
さ
だ
め
が
た
い
、
ま
ま
な
ら
ぬ
、
は
か
な
さ
が
，
因
縁
の
な
す
と
こ
ろ
と
あ
き
ら

う
。
し
た
が
っ
て
、
大
乗
佛
教
の
因
縁
生
の
考
え
方
に
は
、
も
は
や
、
暗
い
、
あ
き
ら
め
の
意
味
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
む
し
ろ
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
に
束
縛
さ
れ
な
い
、
明
か
る
い
、
自
由
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
、
こ
れ
ら
と

と
も
に
明
か
る
く
生
き
て
ゆ
く
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
・

元
来
、
佛
教
は
、
科
学
的
立
場
の
よ
う
に
、
客
観
的
因
縁
に
勝
と
う
と
し
た
り
、
さ
か
ら
っ
た
り
し
て
、
客
観
的
に
も
の
を
解
決
し
よ

う
と
す
る
方
法
を
と
ら
ず
、
自
我
の
立
場
を
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
、
客
観
的
因
縁
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
、
心
の
鍛
錬
の
道
と
し

て
発
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
・
自
我
の
心
を
も
っ
て
、
客
観
的
因
縁
に
勝
と
う
と
し
た
り
、
さ
か
ら
っ
て
ゆ
く
と
、
客
観
的
因
縁
は
苦
悩

の
た
れ
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
自
我
の
心
を
す
て
て
、
客
観
的
因
縁
に
さ
か
ら
わ
ず
、
勝
と
う
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
客
観
的
因
縁
に

苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
、
ど
の
よ
う
な
逆
境
や
、
都
合
の
わ
る
い
因
縁
に
出
会
っ
て
も
、
こ
れ
に
さ
か
ら
う
自
我
の
心
が

な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
は
、
一
向
に
問
題
に
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
、
そ
の
ま
ま
の
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
因
縁
に
も
苦
し

め
ら
れ
ず
＄
こ
れ
ら
を
、
そ
の
ま
ま
よ
し
と
し
て
、
明
か
る
く
う
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
・
佛
教
に
い
う
解
脱
と
は
、
本
来
、
こ
の
よ

う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
解
脱
と
は
、
苦
悩
の
因
縁
よ
り
解
放
さ
れ
、
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
解
脱
と
は
、
す
べ
て
に
わ
ず

ら
い
な
く
、
明
か
る
く
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
人
」
で
あ
る
自
我
の
立
場
の
み
な
ら
ず
、
「
法
」

で
あ
る
客
観
的
因
縁
も
、
と
も
に
空
で
あ
る
と
し
た
、
大
乗
佛
教
の
「
人
法
二
空
」
の
立
場
は
、
佛
教
の
因
縁
生
の
道
理
の
正
し
い
理
解

て
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
客
観
的
因
縁
の
支
配
的
な
実
在
性
を
み
と
め
、
す
今
へ
て
を
客
観
的
因
縁
の
な
す
と
こ
ろ

と
あ
き
ら
め
て
、
自
我
の
見
解
を
さ
ろ
う
と
し
た
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
「
人
空
法
有
」
の
立
場
は
、
佛
教
の
因
縁
生
の
道
理
の
形
式
的

と
あ
き
ら
め
て
、
自
我
の
見
初

な
理
解
と
い
う
雫
へ
き
で
あ
る
。
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め
る
よ
り
ほ
か
の
な
い
宿
命
と
し
て
、
た
し
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
説
を
こ
の
ま
ま
文
字
ど
う
り
に
理
解
し
て
は
、
不

充
分
で
あ
り
、
そ
の
真
義
を
え
な
い
。
こ
の
教
説
に
は
、
人
生
の
す
、
へ
て
の
も
の
の
、
さ
だ
め
が
た
い
、
は
か
な
さ
、
む
な
し
さ
を
、
因

縁
の
な
す
と
こ
ろ
と
あ
き
ら
め
る
よ
り
ほ
か
の
な
い
宿
命
と
し
て
、
あ
き
ら
か
に
知
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
、
す
曇
へ
て
を
そ
の
ま
ま

如
実
に
う
け
い
れ
る
こ
と
が
、
意
味
さ
れ
て
い
る
。
因
縁
を
そ
の
ま
ま
如
実
に
明
か
る
く
う
け
い
れ
、
さ
だ
め
が
た
い
、
は
か
な
さ
、
む

な
し
さ
を
、
そ
の
ま
ま
如
実
に
明
か
る
く
肯
定
す
る
世
界
が
、
意
味
さ
れ
て
い
る
。
「
人
法
二
空
」
を
語
る
大
乗
佛
教
は
、
実
に
、
こ
の

真
義
を
開
顕
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
佛
教
の
正
し
い
了
解
が
あ
る
・

龍
樹
の
中
観
の
佛
教
で
は
、
「
因
縁
生
で
あ
る
か
ら
、
空
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
に
述
、
へ
て
き
た
よ
う
な
、
人
生
の
は
か
な

さ
、
む
な
し
さ
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
、
す
今
へ
て
の
も
の
が
、
無
自
性
で
あ
り
、
固
定
的
に
限
定
し
て
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
龍
樹
の
中
観
佛
教
で
は
、
因
縁
生
で
あ
る
と
か
、
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
に
人
問
苦

の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
的
な
理
論
的
哲
学
の
問
題
と
な
り
、
龍
樹
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
概
念

的
理
解
が
無
自
性
空
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
し
か
し
、
龍
樹
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
ど
こ
ま
で
も
、
す
ゃ
へ
て
を
、
そ
の
ま

ま
如
実
に
う
け
と
り
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
か
れ
の
思
想
の
根
本
的
態
度
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
龍
樹
は
『
廻
靜
論
』
の
中
で
、
「
も
し
、
汝
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
、
火
が
自
と
他
と
の
二
つ
の
体
を
照
明
す
る
な
ら
ば
、

火
の
如
く
↑
闇
は
自
と
他
と
の
二
つ
の
体
を
覆
う
で
あ
ろ
う
。
」
（
第
三
十
六
偶
）
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ｌ
火
が
闇
を
照
ら
す
と
き
↑

わ
れ
わ
れ
は
、
光
の
原
理
、
闇
の
原
理
を
、
概
念
的
な
立
場
か
ら
、
独
立
し
た
実
体
と
し
て
固
定
的
に
限
定
し
て
考
え
る
。
し
か
し
、
火

と
闇
と
の
二
つ
の
独
立
し
た
実
体
を
固
定
的
に
限
定
し
て
考
え
て
は
、
火
は
「
自
と
他
と
の
二
つ
の
体
を
照
ら
す
も
の
」
、
闇
は
「
自
と

他
と
の
二
つ
の
体
を
覆
う
も
の
」
と
し
て
、
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
対
立
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
火
が
閨
を
照
ら
す
一
つ
の
具
体
的
な
結

合
の
事
実
が
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
．
ｌ
と
い
う
意
味
の
論
破
で
あ
る
．
だ
か
ら
‐
こ
れ
を
う
ら
が
え
し
て
い
え
ば
、
火
が
闇
を

照
ら
す
結
合
の
事
実
を
考
え
る
た
め
に
は
、
火
と
闇
と
い
う
二
つ
の
実
体
を
固
定
的
に
限
定
し
て
考
え
な
い
で
、
そ
れ
ら
の
二
つ
を
「
相
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佛
教
の
無
常
、
無
我
、
空
の
思
想
は
、
暗
い
、
否
定
的
な
人
生
観
で
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
、
考
察
す
る
如
く
、

こ
れ
は
全
く
誤
っ
た
見
方
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
↑
実
は
、
は
な
は
だ
肯
定
的
な
思
想
で
あ
る
・
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
出

来
事
を
、
そ
の
ま
ま
如
実
に
な
が
め
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
の
要
諦
で
あ
っ
て
、
究
極
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
思
想
に
、
な
ん
ら
暗
い

対
的
に
縁
っ
て
」
成
立
す
る
無
自
性
な
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
あ
る
に
よ
っ
て
死
、
死
あ
る
に

よ
っ
て
生
で
あ
る
如
く
、
火
と
闇
と
は
、
相
対
的
な
概
念
で
あ
り
、
独
立
自
存
的
に
固
定
的
に
限
定
さ
れ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
・
わ

れ
わ
れ
は
、
実
は
、
火
と
闇
と
を
、
相
対
的
な
る
ま
ま
に
、
無
自
性
空
な
る
ま
ま
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
有
自
性
的
な
観
念
を
さ
っ
て
、

お
の
ず
か
ら
無
心
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
火
が
闇
を
照
ら
す
事
実
を
、
そ
の
事
実
に
即
し
て
、
如
実
に
な
が
め
る
所
以
が

あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
実
に
、
こ
こ
に
、
火
が
闇
を
照
ら
す
抽
象
化
さ
れ
な
い
具
体
的
な
実
相
を
な
が
め
る
所
以
が
あ
る
・
龍
樹

の
論
破
を
う
ら
が
え
し
て
い
え
ば
；
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
龍
樹
の
論
破
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、

龍
樹
の
空
観
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
、
そ
の
本
来
の
事
実
に
即
し
て
如
実
に
な
が
め
、
そ
の
ま
ま
如
実
に
う
け
と
る
道
で
あ
り
、
前
に
述

べ
た
因
縁
生
の
思
想
と
根
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

龍
樹
で
は
、
「
因
縁
生
の
道
理
」
が
「
相
対
性
の
道
理
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
因
縁
生
の
道
理
が
、
「
人
法
相
対
」
の

意
義
を
も
ち
、
「
人
法
二
空
」
を
語
る
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
た
め
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
龍
樹
の
相
対
性
の
道

理
で
は
、
人
法
の
相
対
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
火
や
闇
の
如
き
、
一
般
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
的
理
解
の
相
対
性
に
ま
で
、
そ
の
相
対

の
意
義
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
す
雫
へ
て
の
も
の
を
、
そ
の
事
実
に

即
し
て
、
そ
の
ま
ま
如
実
に
な
が
め
る
こ
と
が
、
究
極
的
な
意
義
で
あ
る
こ
と
に
、
変
り
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
が
↑
佛
教
思
想
の
特
色

で
あ
ろ
う
。

四
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否
定
的
な
か
げ
は
な
い
・
人
生
を
暗
く
見
ず
、
す
べ
て
を
当
然
と
し
、
あ
た
り
ま
え
と
し
て
、
そ
の
事
実
に
即
し
て
明
か
る
く
了
解
す
る

と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
の
思
想
の
意
義
が
あ
る
。
火
が
闇
を
照
ら
す
事
実
を
、
お
の
ず
か
ら
無
心
に
な
が
め
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
分

別
を
ま
じ
え
ず
に
、
す
今
へ
て
を
自
然
に
お
の
ず
か
ら
無
心
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
現
実
の
事
実
と
と
も
に
無
心
に
生

き
る
絶
対
肯
定
的
な
態
度
に
、
こ
れ
ら
の
思
想
の
究
極
的
な
実
践
的
意
義
が
あ
る
。
日
日
是
好
日
と
は
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
は
「
廻

靜
論
』
の
中
で
、
「
我
れ
に
主
張
な
し
」
（
第
二
十
九
偶
）
と
い
い
、
「
我
れ
は
何
物
を
も
否
定
せ
ず
。
」
（
第
〈
十
四
偶
）
と
い
っ
て
い
る
。

空
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
、
空
は
有
を
否
定
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
空
は
、
有
を
し
り
ぞ
け
る
た
め
に
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
相

対
的
な
否
定
の
原
理
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
実
に
、
龍
樹
に
と
っ
て
、
空
は
、
有
が
本
来
も
っ
て
い
る
、
お
の
ず
か
ら
な
る
如
実
の
相

で
あ
り
、
こ
の
有
の
お
の
ず
か
ら
な
る
如
実
の
相
を
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
、
か
れ
の
空
論
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
有
を
否
定
せ
ず
、

有
を
肯
定
し
、
日
日
の
有
の
当
相
に
お
の
ず
か
ら
に
生
き
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
は
な
れ
て
、
佛
教
の
無
常
、
無
我
、
空
の
思
想
は
考
え

し
た
が
っ
て
ゞ
空
は
中
道
と
い
わ
れ
る
・
空
が
、
有
を
否
定
す
る
空
で
な
く
、
有
の
如
実
相
で
あ
る
な
ら
ば
、
有
は
、
否
定
的
に
肯
定

せ
ら
れ
、
非
有
非
無
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
空
有
の
相
即
に
中
道
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
経
典
に
も
「
空
性

に
よ
っ
て
諸
法
を
空
に
な
さ
ず
、
諸
法
こ
そ
空
な
り
。
。
…
．
．
か
く
の
如
き
観
察
、
こ
れ
が
、
迦
葉
ょ
、
中
道
に
し
て
、
諸
法
の
如
実
な
る

観
察
と
い
わ
れ
る
。
」
（
宝
積
経
、
迦
蕃
叩
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
色
即
是
空
、
空
即
是
色
と
い
わ
れ
る
の
も
、
ま
た
、
こ
の
中
道
の
意
味
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
中
道
と
は
、
現
実
の
世
界
を
否
定
せ
ず
、
現
実
の
世
界
に
分
別
を
ま
じ
え
ず
に
、
お
の
ず
か
ら
に
、
虚
心
に
生
き
る

こ
と
で
あ
り
、
空
観
は
、
こ
の
よ
う
な
、
絶
対
肯
定
的
な
中
道
的
現
実
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

人
生
の
は
か
な
い
む
な
し
さ
の
み
が
観
ぜ
ら
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
現
実
の
人
生
は
、
厭
わ
し
く
暗
く
否
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
こ
に
、
現

実
逃
避
が
あ
り
、
ま
た
、
自
己
を
厭
う
ば
あ
い
に
は
、
最
後
に
は
、
死
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
大
乗
佛
教
に
よ
る
と
、
小
乗
の
声
聞
は
現

実
の
生
死
の
世
界
を
厭
い
、
煩
悩
も
肉
体
も
と
も
に
死
滅
し
た
無
余
依
浬
藥
を
最
上
の
安
楽
と
考
え
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ら
れ
な
い
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大
乗
佛
教
は
＄
空
、
あ
る
い
は
、
無
常
、
無
我
の
実
践
を
、
こ
の
よ
う
な
現
世
否
定
的
な
方
法
で
考
え
な
い
。
大
乗
佛
教
は
、
現
実
の
は

か
な
い
生
死
の
世
界
を
厭
わ
ず
に
、
こ
れ
を
‐
あ
る
が
ま
ま
に
あ
た
り
ま
え
と
し
て
、
虚
心
に
如
実
に
肯
定
的
に
う
け
い
れ
る
と
こ
ろ
に
、

空
観
の
究
極
の
意
義
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
浬
盤
の
理
想
を
お
い
て
い
る
。
「
高
原
の
陸
地
に
蓮
華
を
生
ぜ
ず
、
卑
湿
の
派
泥

に
、
乃
ち
、
此
の
華
を
生
ず
。
」
（
維
摩
経
、
佛
道
品
）
と
い
う
よ
う
な
、
生
死
即
浬
梁
の
中
道
の
境
地
こ
そ
、
実
に
、
大
乗
佛
教
の
理
想
と

す
る
浬
藥
で
あ
っ
た
。
龍
樹
も
『
中
論
』
の
中
で
、
「
生
死
に
は
何
ら
浬
藥
と
の
区
別
は
な
い
・
浬
藥
に
は
何
ら
生
死
と
の
区
別
は
な
い
。
」

（
第
二
十
五
章
、
第
十
九
偶
）
と
い
っ
て
い
る
。
大
乗
佛
教
が
在
家
佛
教
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
・

し
か
し
、
こ
こ
で
、
も
う
す
こ
し
、
考
え
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
は
！
「
生
死
の
世
界
を
厭
わ
ず
に
、
こ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
あ
た

り
ま
え
と
し
て
、
如
実
に
う
け
い
れ
る
、
生
死
即
浬
藥
」
と
い
う
け
れ
ど
、
い
っ
た
い
、
こ
れ
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。

と
も
か
く
、
こ
れ
が
、
現
実
の
は
か
な
い
生
死
の
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
明
か
る
く
う
け
い
れ
る
、
肯
定
的
な
強
い
人
生
態
度
で
あ
る
こ

と
は
、
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
生
死
即
浬
葉
が
、
た
だ
こ
れ
だ
け
の
も
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
、
積
極
的
な
活
動
性
が

な
い
の
で
は
な
い
か
・
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
を
動
か
し
て
い
る
も
の
が
、
政
治
で
あ
り
、
経
済
で
あ
り
、

科
学
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
た
だ
現
実
を
厭
わ
ず
に
明
か
る
く
あ
る
が
ま
ま
に
う
け
い
れ
る
、
と
い
う
の
み
で
は
、
無
気
力
の
そ
し

り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
佛
教
は
、
政
治
や
経
済
や
科
学
の
よ
う
な
客
観
的
な
道
で
な
く
、
自
己
の
心
を
問
題
と
す
る
反
省
・
自

覚
の
道
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
と
し
て
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
動
乱
た
だ
な
ら
ぬ
現
実
の
中
に
あ
っ
て
、

た
だ
現
実
を
厭
わ
ず
に
明
か
る
く
あ
る
が
ま
ま
に
う
け
い
れ
る
、
と
い
う
の
み
で
は
、
あ
ま
り
に
も
受
動
的
で
あ
り
、
結
局
、
小
乗
佛
教

の
よ
う
な
、
寂
静
主
義
に
お
ち
い
り
、
諦
観
に
お
ち
い
る
の
で
は
な
い
か
・
さ
も
な
く
ば
、
現
実
と
あ
る
が
ま
ま
に
妥
協
す
る
自
由
奔
放

の
境
地
を
生
死
即
浬
藥
の
如
く
に
考
え
る
、
あ
や
ま
っ
た
特
殊
の
態
度
に
も
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
。
佛
教
が
過
去
に
歩
ん
で
き
た
道
を
ふ

り
か
え
る
と
き
、
佛
教
の
寂
静
主
義
的
な
諦
観
的
傾
向
は
、
一
般
に
、
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
乗
佛
教
が
語
る
生
死
即
浬
藥
は
、
静
か
な
諦
観
に
お
ち
い
る
よ
う
な
、
無
気
力
な
、
消
極
的
な
意
味
の
も
の
で
な
く
、
真

勺 甸

･ノ
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実
に
は
＄
き
わ
め
て
積
極
的
な
活
動
性
を
も
つ
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
死
の
世
界
を
厭
わ
ず
に
、
こ
れ
を
あ
る
が
ま

ま
に
う
け
い
れ
る
と
こ
ろ
に
、
生
死
即
浬
藥
の
意
義
が
あ
る
か
ぎ
り
、
生
死
即
浬
梁
の
本
質
は
、
生
死
の
世
界
を
愛
す
る
「
慈
悲
」
と
い

う
や
へ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
か
ぎ
り
、
生
死
即
浬
藥
の
内
容
は
、
あ
く
ま
で
、
生
死
の
世
界
に
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
死
の
世
界
を
愛
す
る
か
ぎ
り
、
病
を
見
て
は
薬
を
ほ
ど
こ
し
、
貧
苦
を
見
て
は
財
を
ほ
ど
こ
す
と
い
う
よ

う
な
、
憐
悪
・
同
情
の
行
為
や
、
過
失
が
あ
れ
ば
正
す
と
い
う
よ
う
な
、
破
邪
の
行
為
も
、
生
死
即
浬
梁
に
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
『
維
摩
経
』
に
「
劫
中
に
疾
疫
あ
れ
ば
、
現
じ
て
諸
の
薬
草
と
な
り
、
若
し
之
を
服
す
る
者
あ
れ
ば
、
病
を
除
き
衆
毒
を
消
す
。

劫
中
に
儀
鰹
あ
れ
ば
、
身
を
現
じ
て
飲
食
と
な
り
：
。
…
劫
中
に
刀
兵
あ
れ
ば
、
之
れ
が
為
に
慈
悲
を
起
し
て
、
彼
の
諸
の
衆
生
を
化
し
て
、

無
識
地
に
住
せ
し
む
・
」
（
佛
道
品
第
八
）
と
説
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
生
死
即
浬
藥
は
、
た
ん
に
、
生
死
の

世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
明
か
る
く
う
け
い
れ
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
観
想
的
な
意
味
の
も
の
で
な
く
、
こ
れ
に
は
↑
慈
悲
の
心
に

う
ら
づ
け
ら
れ
た
、
な
す
べ
き
を
な
し
、
主
張
す
霧
へ
き
を
主
張
す
る
、
積
極
的
な
実
践
を
と
も
な
う
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
か
ら
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
深
く
生
死
の
世
界
を
愛
す
る
慈
悲
の
心
か
ら
、
な
す
、
へ
き
を
な
し
、
主
張
す
べ
き
を
主
張
す
る
な
ら

ば
、
こ
こ
に
、
生
死
即
浬
藥
の
意
義
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
す
べ
き
を
な
し
、
主
張
す
ゞ
へ
き
を
主
張
す
る
、
能
動
的
実
践
は
、
そ
の

と
き
の
事
情
に
し
た
が
い
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
し
と
す
る
判
断
に
し
た
が
っ
て
、
実
践
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
ま
か
く
い
え
ば
千
差
万
別

で
あ
る
。
経
典
に
よ
る
と
、
「
或
い
は
現
じ
て
婬
女
と
作
り
＄
諸
の
好
色
の
者
を
引
く
に
、
先
づ
、
欲
の
鉤
を
以
て
ひ
い
て
、
後
に
佛
智

に
入
ら
し
む
・
」
（
維
摩
経
、
佛
道
品
第
八
）
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
、
わ
れ
わ
れ
が
、
生
死
の
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
う
け

い
れ
る
慈
悲
の
心
に
も
よ
お
さ
れ
、
自
分
が
適
切
と
考
え
る
判
断
に
し
た
が
っ
て
、
な
す
雷
へ
き
を
な
し
、
主
張
す
鐸
へ
き
を
主
張
す
る
な
ら

ば
、
こ
こ
に
、
生
死
即
浬
藥
の
意
義
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
或
い
は
、
現
実
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
主
義
が
あ
り
、

主
張
が
あ
り
、
立
場
が
あ
る
。
右
派
が
あ
り
、
左
派
が
あ
り
、
中
間
派
が
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
よ
し
と
す
る
主
義
や
主
張
は
、
人
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
て
も
、
深
く
社
会
を
愛
す
る
心
か
ら
＄
と
ら
わ
れ
を
は
な
れ
、
私
利
私
欲
を
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さ
っ
て
、
虚
心
に
こ
れ
ら
の
主
義
や
主
張
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
所
に
も
、
生
死
即
浬
藥
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

非
有
非
無
の
中
道
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
姿
で
あ
ろ
う
。
佛
教
の
中
道
は
、
一
般
に
い
う
、
あ
れ
と
こ
れ
と
の
真
中
と
か
、

い
ず
れ
に
も
か
た
よ
ら
ず
ほ
ど
ほ
ど
で
あ
る
と
か
、
中
を
と
っ
て
妥
協
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
は
、
大
い
に
ち
が
っ
て
い
る
。
佛

教
の
中
道
は
、
中
間
派
の
態
度
を
意
味
し
な
い
。
佛
教
の
中
道
は
、
右
派
に
も
左
派
に
も
中
間
派
に
も
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
も
あ
り
う

る
と
こ
ろ
の
生
死
即
浬
桑
の
姿
で
あ
る
。
自
我
の
無
反
省
な
肯
定
（
有
）
に
お
ち
い
ら
ず
、
自
我
の
消
極
的
な
否
定
（
無
）
に
お
ち
い
ら

ず
、
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
積
極
的
に
社
会
に
実
践
的
に
生
き
る
こ
と
、
こ
こ
に
、
佛
教
の
中
道
の
意
義
が
あ
る
。
佛
教
は
、
こ
の
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
、
現
実
の
社
会
生
活
と
と
も
に
生
き
、
政
治
や
経
済
や
科
学
と
と
も
に
生
き
て
い
く
と
こ
ろ
の
、
真
実
に
現
実
的
な
道
と

い
』
え
し
含
【
ノ
。

（
本
稿
は
、
拙
著
「
中
観
思
想
の
研
究
」
に
発
表
し
た
縁
起
説
の
教
理
史
的
考
察
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
日
頃
の
自
分
の
理
解
を
率
直
に
述
。
へ
た
も
の

で
あ
る
。
資
料
の
考
証
や
研
究
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
「
中
観
思
想
の
研
究
」
を
参
見
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
）
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