
一
九
六
○
年
、
中
共
が
チ
、
ヘ
ヅ
ト
に
進
出
し
て
以
来
、
従
来
世
界
の
秘

境
と
し
て
極
く
少
数
の
専
門
学
者
や
探
検
家
・
外
交
官
等
の
紹
介
を
受
け

て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
古
今
の
内
部
事
情
が
、
急
速
に
世

界
の
注
目
を
浴
び
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
国
外
移
住
者
の
中
、
伝

統
的
な
教
え
の
継
承
者
で
あ
る
ラ
マ
僧
が
イ
ン
ド
そ
の
他
の
国
へ
と
移
住

し
た
の
を
契
機
に
、
ラ
マ
教
の
精
神
的
伝
統
も
注
目
さ
れ
始
め
た
の
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
風
潮
の
賀
し
た
最
大
の
収
穫
の

一
つ
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
個
食
別
盈
に
見
倣
さ
れ
た
原
始
佛
教
と
大
乗

佛
教
と
の
接
点
に
佛
教
学
者
の
関
心
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
密
教
的
世
界
観
が
、
新
た
な
目
で
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
弥
陀
・
大
日
等
の
超
越
的
佛
陀
観
が
生
起
し
た
必
然
性
の
解
明
の
み

な
ら
ず
、
イ
ン
ド
教
・
佛
教
に
通
ず
る
マ
ン
ト
ラ
（
真
言
）
、
陀
羅
尼
等
の

真
の
意
義
の
解
明
へ
の
端
緒
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
頗
る
意
義

深
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

著
者
⑦
○
ご
冒
目
は
ド
イ
ツ
生
れ
の
佛
教
学
者
で
あ
り
、
俗
名
は
国
巴
‐

Ｆ
閏
ご
幽
炉
ご
“
ぬ
閨
房
、
の
○
ぐ
旨
包
喫

甸
○
口
ロ
。
“
陣
日
嗣
○
玲
弓
』
ず
①
計
画
ロ
三
富
ぐ
曾
旨
厨
曰

く
坂
東
性
純

ョ
具
困
○
穿
自
四
国
ロ
と
称
し
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
ラ
マ
教
の
悶
閏
賜
昌
ｇ
四

○
ａ
閏
に
流
れ
を
汲
む
師
匠
目
。
目
○
①
勝
展
国
日
宮
ｏ
尿
（
茸
。
‐
冒
○

烏
①
‐
扉
①
め
国
口
‐
宮
‐
呂
①
）
に
廿
余
年
師
事
し
た
と
言
わ
れ
る
。
所
謂
学
行

兼
備
の
実
践
的
佛
教
学
者
で
、
一
九
五
一
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
に
言
①
鼻
の
目

○
ａ
の
尉
旦
シ
ご
ｐ
昌
巴
吋
昌
四
昌
騨
且
色
盲
を
創
立
し
、
欧
米
の
佛
教

啓
蒙
運
動
の
拠
点
と
し
て
い
る
。
現
在
そ
の
弟
子
の
国
四
目
“
弓
己
邑
呂

国
鳥
①
儲
氏
な
ど
が
継
承
し
て
い
る
。
又
、
著
者
⑦
Ｃ
ａ
且
四
は
一
九
三

七
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
．
〈
ト
ナ
大
学
の
丙
①
且
閂
（
講
師
）
と
し
て

佛
教
概
論
を
担
当
し
、
そ
の
結
果
を
六
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
閃
ａ
の
引
穿

ｎ
ｏ
・
か
ら
《
《
目
旨
の
冠
、
望
。
ｐ
○
］
○
唱
○
己
シ
ヰ
岸
目
色
①
旦
同
餌
Ｈ
与
国
ロ
。
Ｑ
ご
牌

屯
冒
］
○
切
○
も
茸
昌
〕
》
（
Ｐ
ｐ
Ｑ
芹
、
叩
淵
蔚
目
鼻
旨
閃
①
頁
①
印
①
ロ
菌
は
○
】
〕
シ
○
○
○
国
‐

旨
ｍ
８
し
ず
彦
己
宮
四
門
目
四
目
国
自
陣
○
口
）
と
題
す
る
一
書
と
し
て
公
刊
し

て
い
る
。
こ
れ
を
著
者
の
心
識
説
の
立
場
か
ら
の
原
始
佛
教
概
論
と
す
れ

ば
、
《
《
司
○
ロ
且
凹
武
Ｏ
ｐ
ｍ
ａ
目
弓
①
冨
口
員
淵
戴
９
，
日
こ
の
方
は
密
教
的
視

点
か
ら
の
大
乗
佛
教
概
論
と
称
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
主
と
し
て

。
ハ
ー
リ
の
資
料
に
よ
り
、
後
者
は
主
と
し
て
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
・
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の
資
料
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
総
じ
て
原
始
佛
教
・
大
乗
佛
教
を
通

じ
て
の
根
本
的
基
溌
は
密
教
的
世
界
観
に
あ
る
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
い

づ
（
〕
○

本
書
の
内
容
は
次
の
六
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。

一
○
目
（
普
遍
性
の
道
）

二
雪
Ｐ
巳
（
統
一
と
内
面
的
平
等
の
道
）

二二
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三
勺
目
昌
四
（
創
造
的
洞
察
の
道
）

四
国
罫
ざ
（
統
合
の
道
）

五
○
日
昌
煙
巳
弓
且
日
①
型
目
営
（
偉
大
な
マ
ン
ト
ラ
の
道
）

六
衿
昏
（
行
為
の
道
）

尚
巻
末
に
は
附
録
と
し
て
、
各
部
の
始
ま
り
に
挿
入
し
て
あ
る
佛
像
の

意
義
の
解
説
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
の
音
写
法
や
発
音
法
、

参
考
文
献
表
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
チ
。
ヘ
ッ
ト
語
の
索
引
が
添
え
て
あ
る
。

本
書
は
書
物
の
構
成
法
と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
の
念
佛
に

相
当
す
る
○
目
日
凹
凰
℃
邑
日
①
冨
日
の
各
音
節
に
内
在
す
る
と
言
わ

れ
る
意
義
に
従
っ
て
叙
述
し
て
い
る
点
、
甚
だ
特
色
の
あ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

著
者
の
序
文
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
に
継
承
さ
れ
て
い
る
精
神

的
伝
統
の
意
義
は
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
が
悠
遠
の
過
去
の
諸
文
明
と
今
日
の
わ
れ

わ
れ
を
結
ぶ
最
後
の
生
け
る
連
鎖
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
イ
ン
ド

や
シ
ナ
の
古
代
文
明
は
そ
の
美
術
や
文
学
に
よ
く
保
存
さ
れ
て
お
り
、
現

代
思
想
の
灰
壗
の
下
、
諸
処
に
燦
然
た
る
光
を
未
だ
に
放
っ
て
は
い
る
が
、

雑
多
な
文
化
的
影
響
を
幾
重
に
も
受
け
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
か
ら
筋
い

分
け
て
そ
の
本
源
的
性
格
を
認
識
す
る
こ
と
が
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
チ
、
ヘ
ッ
ト
は
過
去
数
世
紀
に
及
ぶ
政
治
状
勢
の
故
も
あ
り
、
周
囲
か

ら
自
然
に
孤
立
し
て
近
づ
き
難
か
っ
た
為
、
極
め
て
遠
い
過
去
か
ら
の
伝

統
、
人
間
の
霊
魂
が
宿
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
蔭
れ
た
力
に
関
す
る
知
識

や
イ
ン
ド
の
聖
人
・
賢
者
の
秘
密
の
教
え
等
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
み
で
な
く
、
活
力
を
帯
び
た
ま
ま
で
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の

様
な
伝
統
が
永
遠
に
失
わ
れ
る
こ
と
を
案
じ
た
近
代
チ
・
ヘ
ッ
ト
の
最
も
偉

大
な
精
神
的
師
匠
の
一
人
で
あ
る
著
者
の
師
門
○
日
○
厭
い
展
国
日
冒
ｏ
展

は
十
二
年
間
居
住
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
の
隠
れ
家
を
去
っ
て
一
千
年
以
上

も
の
間
チ
ー
ヘ
ッ
ト
に
保
存
さ
れ
て
き
た
糖
神
的
伝
統
を
外
部
の
世
界
に
伝

え
る
べ
き
時
期
が
到
来
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
。
何
と
な
れ
ば
、
人
類
は

自
然
の
力
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
隷
属
と
自
滅
へ
の
道
た
る
「
力
の
道
」

を
選
ぶ
か
、
自
己
の
内
面
に
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
力
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ

り
、
解
脱
と
自
覚
に
導
く
「
覚
り
の
道
」
に
赴
く
か
の
岐
路
に
立
ち
到
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
道
、
即
ち
菩
薩
道
を
世
界
に
示
す
こ
と
、
こ
れ

＄
、
ヨヵ

と
り
も
直
さ
ず
師
が
生
涯
を
か
け
た
仕
事
で
あ
り
、
著
者
は
そ
れ
を
継

承
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
著
者
は
本
書
に
於
て
、
そ
れ
迄
受
け
た
教

え
を
ぱ
、
自
己
の
知
識
と
体
験
と
を
総
動
員
し
て
、
言
葉
で
表
現
さ
れ
得

る
限
り
叙
述
し
て
、
世
間
一
般
の
人
び
と
に
伝
え
た
い
と
い
う
願
い
か
ら

こ
れ
を
著
わ
し
た
所
以
を
記
し
、
著
者
が
廿
一
年
前
に
生
涯
で
最
も
深
い

精
神
的
感
銘
を
受
け
た
師
及
び
そ
の
教
え
を
継
承
す
る
幾
多
の
諸
師
を
讃

え
て
序
文
を
閉
ぢ
て
い
る
。
因
み
に
本
書
の
序
言
は
、
佛
滅
二
千
五
百
年

に
相
当
す
る
一
九
五
六
年
の
十
月
に
記
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
は
八
章
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
全
体
を
通
じ
て
言
葉
、
音
声
と

い
う
も
の
の
持
つ
深
い
意
義
を
イ
ン
ド
の
太
古
か
ら
の
聖
音
○
目
に
集
約

し
て
語
っ
て
い
る
。
即
ち
人
間
が
言
葉
を
持
つ
に
到
っ
た
と
い
う
こ
と
は

動
物
を
超
え
た
こ
と
を
意
味
し
、
世
界
を
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時

に
内
心
の
世
界
の
新
し
い
次
元
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
言
葉

に
人
間
体
験
の
集
約
的
表
現
と
し
て
の
意
義
を
認
め
、
こ
れ
を
神
聖
視
す

る
伝
統
が
真
言
（
マ
ン
ト
ラ
）
の
教
え
で
あ
り
、
こ
れ
を
教
え
の
根
幹
と

し
て
今
日
迄
保
っ
て
来
た
の
が
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
特
色
で
あ
る
と
い
う
。
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祖
先
の
体
験
の
自
然
的
・
集
約
的
表
現
は
マ
ン
ト
ラ
で
あ
り
、
こ
の
体
験

の
結
晶
を
受
け
継
い
だ
者
が
、
身
・
語
・
意
の
三
業
を
以
て
こ
れ
を
受
持

す
る
時
、
今
の
自
己
が
そ
れ
ら
を
現
実
に
再
体
験
し
う
る
と
い
う
意
義
が

あ
る
。
著
者
は
聖
音
○
日
に
関
す
る
冒
目
目
ご
囚
己
冨
昌
切
邑
の
説
を

依
用
し
て
、
こ
の
簡
潔
な
聖
音
の
宿
す
甚
深
微
妙
の
意
義
を
開
示
す
る
。

す
な
わ
ち
、
○
日
は
Ａ
・
Ｕ
・
Ｍ
の
綜
合
音
で
あ
り
、
Ａ
は
外
な
る
客
観

的
世
界
を
表
わ
し
、
Ｕ
は
内
な
る
主
観
的
世
界
を
表
わ
し
、
Ｍ
は
空
な
る

主
・
客
未
分
の
前
二
者
を
包
括
す
る
世
界
を
示
す
。
又
、
三
者
を
人
間
の

意
識
に
配
当
す
れ
ば
、
Ａ
は
覚
眼
時
の
意
識
（
試
唱
目
）
で
あ
り
、
Ｕ
は

夢
覚
の
意
識
（
習
国
冒
四
）
で
あ
り
、
Ｍ
は
深
い
睡
眠
状
態
（
切
息
呂
武
）
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
三
者
の
綜
合
と
し
て
の
○
日
は
単
一
な
る
音
で
は

な
く
、
本
来
聖
な
る
複
合
音
で
あ
っ
て
、
凡
そ
人
間
の
も
ち
う
る
意
識
の

浅
深
・
狭
広
の
広
範
な
る
世
界
を
集
約
的
に
把
持
し
て
お
り
、
○
日
は
い

わ
ば
包
括
的
な
宇
宙
意
識
（
庁
日
ご
沙
）
で
あ
り
、
第
四
次
元
の
世
界
を
示

す
。
こ
の
聖
音
は
実
に
人
間
の
日
常
意
識
の
み
な
ら
ず
、
す
、
へ
て
の
人
間

が
経
験
し
う
る
無
限
の
意
識
が
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
身
・

語
・
意
の
三
業
を
以
て
如
実
に
受
持
す
る
す
べ
て
の
人
に
、
こ
の
第
四
次

元
の
世
界
を
開
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
○
日
は
凡
ゆ
る
マ
ン
ト
ラ
の

原
音
と
で
も
称
す
ぺ
き
も
の
で
、
過
去
の
人
類
の
体
験
の
結
晶
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
有
限
な
人
間
に
開
か
れ
ん
と
す
る
境
地
へ
の
「
道
」
で
あ
る

と
共
に
、
そ
れ
が
如
実
に
受
持
さ
れ
た
場
合
、
と
り
も
直
さ
ず
到
達
点
で

も
あ
り
う
る
。
か
か
る
創
造
音
の
知
識
は
、
大
乗
佛
教
の
伝
統
中
で
は
琉

伽
行
派
に
保
存
・
伝
承
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
教
義
の
中
心
生
命
と
し
て
採
り

ヴ
ア
ヂ
ユ
ラ
ヤ
ー
ナ

入
れ
た
の
が
言
う
迄
も
な
く
金
剛
乗
で
あ
っ
た
。
○
日
は
元
来
相
対
（
定

義
・
分
類
・
説
明
・
限
定
）
を
超
え
た
も
の
の
象
徴
た
る
意
義
を
も
つ
故

に
、
一
定
の
ド
グ
マ
の
枠
に
閉
ぢ
籠
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
何
れ

の
特
定
の
宗
派
に
も
私
有
化
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
な
か
っ
た
。
正
に
こ

の
故
に
○
日
は
受
持
者
達
の
個
性
を
奪
う
こ
と
な
く
、
無
限
者
に
合
一
す

る
道
を
開
示
し
得
た
の
で
あ
る
し
、
そ
こ
に
於
て
個
々
人
の
懐
く
渇
仰
・

希
望
が
叶
え
ら
れ
、
満
た
さ
れ
る
普
遍
的
な
場
処
と
し
て
の
役
割
を
果
す

こ
と
が
で
き
た
。
尚
、
○
日
目
Ｐ
Ｅ
己
呂
目
①
戸
口
目
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
に

お
い
て
は
、
○
日
目
四
巳
忌
日
①
目
〕
け
と
発
音
さ
れ
、
今
日
で
も
チ
ゞ
ヘ
ッ

ト
佛
教
徒
の
間
に
広
く
受
持
さ
れ
て
い
る
事
、
日
本
・
シ
ナ
俳
教
徒
の
間

の
「
念
佛
」
の
如
き
位
置
に
あ
り
、
従
来
迷
信
的
な
要
素
と
直
ち
に
結
び

つ
け
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
念
佛
の
起
源
に
関
す
る
考
察
に
、
マ
ン

ト
ラ
の
伝
統
は
無
限
の
照
明
と
示
唆
と
を
与
え
て
く
れ
る
重
要
な
手
が
か

り
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
ト
ラ
の
音
は
物
理
的
な
音
で
は
な
く
、
精
神
的

な
音
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
心
で
聴
く
べ
き
音
で
あ
る
し
、
心
で
の
み
発
せ

ら
れ
る
。
マ
ン
ト
ラ
が
意
味
を
も
つ
の
は
特
定
の
人
に
対
し
て
で
あ
る
。

こ
の
際
、
そ
れ
を
物
理
的
な
音
と
解
す
る
人
が
除
か
れ
る
こ
と
は
言
ぅ
迄

も
な
い
。
マ
ン
ト
ラ
が
力
を
及
ぼ
し
、
人
格
を
深
め
、
変
革
す
る
の
は
次

の
よ
う
な
人
で
あ
る
。
日
、
そ
の
内
面
的
意
義
を
自
覚
し
て
い
る
人
（
「
名

号
の
い
わ
れ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
）
、
㈲
、
そ
の
用
い

方
を
知
っ
て
い
る
人
、
㈲
、
そ
れ
が
眠
れ
る
力
を
喚
び
醒
す
方
法
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
、
㈲
、
そ
の
眠
れ
る
力
が
わ
れ
ら
の
運
命
を
導
き
、

環
境
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
。

↓
、
ソ
ト
ラ
の
働
き
は
恰
も
レ
ン
ゞ
ス
の
集
光
作
用
の
如
き
も
の
で
、
レ
ン
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ズ
自
体
に
熱
や
光
は
な
い
。
マ
ン
ト
ラ
自
体
に
熱
や
光
が
内
在
し
て
い
る

か
に
思
う
こ
と
は
、
マ
ン
ト
ラ
を
迷
信
に
堕
落
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
マ
ン
ト
ラ
を
言
語
学
的
に
分
析
し
て
そ
の
不
思
議
な
力
を
探
ろ
う
と

す
る
の
は
筋
違
い
で
あ
る
。
マ
ン
ト
ラ
の
喚
び
醒
す
も
の
は
、
凡
ゆ
る
必

然
的
な
連
想
と
、
こ
れ
迄
の
体
験
の
集
積
さ
れ
た
力
で
あ
る
。
後
者
に
、

殊
に
個
人
の
枠
を
突
破
し
て
全
人
の
体
験
と
融
合
す
る
鍵
が
あ
る
。

著
者
は
又
、
マ
ン
ト
ラ
は
何
故
①
の
○
蔚
国
ｏ
と
称
さ
れ
る
か
と
い
う
問

い
に
、
そ
の
秘
密
は
、
行
者
の
側
の
努
力
・
修
錬
・
洞
察
な
し
に
は
開
示

さ
れ
ぬ
か
ら
と
答
え
、
又
、
密
教
の
密
な
る
所
以
は
教
え
の
側
に
あ
る
よ

り
も
、
む
し
ろ
教
え
を
受
け
る
側
の
未
熟
さ
に
あ
る
と
し
て
、
両
切
○
訂
凰
ｏ

嗣
口
ｏ
皇
の
岳
①
が
本
来
・
ｘ
Ｏ
５
風
ｏ
で
あ
る
と
言
わ
れ
う
る
の
は
、
日
、
真

面
目
に
努
力
す
る
人
、
㈲
、
開
か
れ
た
心
で
学
ぶ
、
資
格
を
術
え
た
人
に

と
っ
て
の
み
で
あ
る
と
言
う
。

チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
特
色
の
一
つ
は
、
師
弟
関
係
（
⑦
日
ロ
‐
号
①
冨
尉
①
旨
‐

は
○
口
晋
君
）
の
緊
密
さ
で
あ
る
が
、
⑦
昌
巨
が
弟
子
に
対
し
て
要
求
す
る

も
の
は
、
日
、
師
へ
の
誠
実
な
信
頼
、
㈲
、
師
が
代
表
し
て
い
る
理
想
へ

の
信
頼
、
白
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
な
も
の
に
対
す
る
深
い
信
頼
の
念
で
あ

る
と
い
う
。
畢
党
、
弟
子
の
心
、
全
存
在
を
挙
げ
て
の
職
枇
的
な
姿
勢
が

必
要
と
さ
れ
、
こ
れ
な
く
し
て
は
精
神
的
な
開
覚
へ
の
発
展
は
あ
り
え
な

い
と
さ
れ
る
。

マ
ン
ト
ラ
は
こ
の
様
に
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
一
定
の
性

格
規
定
を
受
け
つ
け
ぬ
も
の
で
あ
る
故
に
、
屡
倉
迷
信
と
結
び
つ
け
ら
れ

が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
本
質
や
方
途
を
弁
え
ぬ
者
の
無
知
に
由
来
す
る

が
、
迷
信
と
い
う
語
は
ラ
テ
ン
語
の
愚
図
＋
“
質
届
か
ら
成
り
、
残
津

（
庁
津
‐
○
く
①
Ｈ
）
の
意
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
残
津
と
は
、
迷
信
と
し
て
受

け
と
ら
れ
た
マ
ン
ト
ラ
は
、
「
始
め
は
何
ら
か
の
真
理
か
ら
出
発
し
て
お

り
な
が
ら
、
も
は
や
最
初
の
源
と
の
つ
な
が
り
が
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
も

の
」
、
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
若
し
マ
ン
ト
ラ
が
特
定

の
個
人
や
団
体
の
特
権
と
し
て
利
用
さ
れ
、
私
有
さ
れ
る
に
至
る
と
、
マ

ン
ト
ラ
も
迷
信
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
来
の
深
い
意
義
が
見
失
わ
れ
て
、

形
式
化
し
た
マ
ン
ト
ラ
は
即
ち
迷
信
と
し
て
の
性
格
に
転
落
し
た
こ
と
に

な
る
。
か
か
る
転
落
へ
の
危
険
を
述
、
へ
、
著
者
は
、
マ
ン
ト
ラ
の
宿
す
個

人
を
超
越
し
た
意
義
に
注
目
す
べ
き
こ
と
を
詳
説
し
て
い
る
。

第
二
部
は
九
章
か
ら
成
り
、
神
秘
体
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
境
地
は
、

本
来
言
語
で
表
わ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
往
古
か
ら
イ
ン
ド
で

は
曾
口
号
乱
ｇ
削
四
と
呼
ば
れ
る
所
謂
「
薄
明
の
言
葉
」
で
表
わ
さ
れ

た
経
緯
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
常
的
意
義
と
神
秘
的
意
義
の
二
重
性
を

宿
し
た
漠
と
し
て
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
暖
昧
な
言
葉
で
あ
る
が
、
チ
、
ヘ
ッ

ト
の
所
謂
八
十
四
人
の
成
就
者
た
ち
（
固
唱
ご
‐
甘
口
罵
像
目
目
、
）
の
こ

と
を
記
し
た
伝
記
や
、
彼
ら
の
著
者
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
も
こ
の
極
の
言

葉
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
言
葉
の
典
型
に
は
四
目
料
騨
（
不
死
・
不

老
長
生
の
妙
薬
）
や
、
目
四
巳
（
宝
珠
）
や
ご
旦
国
（
金
剛
）
等
が
挙
げ
ら
れ

う
る
か
、
こ
れ
ら
は
、
恰
度
、
西
洋
に
お
け
る
錬
金
術
師
の
所
謂
「
賢

者
の
石
」
念
巨
さ
ｍ
ｏ
ｇ
①
Ｈ
』
の
牌
○
口
の
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

世
の
一
切
万
物
の
窮
極
原
質
（
冒
目
四
日
目
①
Ｈ
国
）
を
指
し
、
こ
れ
を
推

得
し
た
者
は
意
の
侭
に
一
切
万
物
を
創
造
し
、
錬
金
術
師
の
場
合
は
普
通

の
金
属
を
黄
金
に
変
革
で
き
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
著
者

は
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
皆
日
常
の
言
葉
を
超
え
た
神
秘
体
験
が
表
わ
さ
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れ
た
「
薄
明
の
言
葉
」
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
ら
の
指

し
示
す
と
こ
ろ
は
、
常
識
で
言
う
「
物
」
と
「
心
」
の
両
、
に
跨
っ
た
超

越
的
な
心
霊
体
験
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
。
そ
の
実
例
と
し
て
著
者
は
八
十

四
人
の
成
就
者
の
一
人
で
あ
る
ｚ
針
目
巳
目
（
七
世
紀
中
頃
の
人
、
中
観

派
の
祖
の
ｚ
掛
目
官
ロ
秒
と
は
異
な
る
）
に
ま
つ
わ
る
物
語
り
等
を
引
い

て
目
四
日
或
い
は
・
冒
武
日
秒
巳
を
獲
得
し
た
と
い
う
表
現
が
、
心
の
変

革
・
覚
り
の
達
成
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
ぬ
と
説
い
て
い
る
。
殊
に
こ
こ

の
第
五
節
に
於
て
は
、
「
心
と
物
」
の
相
互
関
係
を
佛
教
で
は
ど
う
見
る

か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
詳
述
し
て
い
る
。
佛
教
で
目
團
（
色
）

と
い
う
場
合
、
「
心
」
と
離
れ
た
「
物
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

色
に
於
て
は
既
に
色
心
不
二
の
関
係
が
入
り
込
ん
で
い
る
事
、
Ｈ
ｇ
砂
は

常
識
的
な
「
物
」
と
い
う
概
念
以
上
の
も
の
を
表
わ
す
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
こ
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
、
器
世
間
・
衆
生
世
間
と
謂
わ
れ
る
場

合
の
依
・
正
二
報
の
概
念
に
於
て
も
、
両
者
は
全
く
二
つ
の
別
箇
の
も
の

で
な
く
、
同
一
世
間
（
現
実
）
の
二
面
を
仮
に
二
つ
に
分
け
て
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
想
到
せ
し
め
ら
れ
る
。
次
に
著
者
は
覚
り
を
得
た
成

就
者
た
ち
の
凡
人
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
拐
伽
経
で
謂
う
と
こ
ろ
の
「
意

識
の
深
処
に
お
け
る
転
廻
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
意
識
は
、
第
六
の
経
験

的
意
識
白
色
ロ
○
‐
く
］
］
ロ
④
口
四
と
、
第
八
の
普
遍
的
意
識
巴
④
冒
‐
ご
曾
目
四

と
の
双
方
に
跨
る
第
七
末
那
識
目
Ｐ
ｐ
Ｐ
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
マ
ナ
識

は
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
所
依
と
す
る
。
こ
れ
は
普
遍
意
識
た
る
ア
ー
ラ
ャ
誠
に

そ
の
本
質
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
が
、
マ
ナ
識
は
通
常
、
我
と

我
に
所
属
す
る
働
き
に
従
う
傾
向
性
を
有
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
マ
ナ
識
の
持
つ
性
格
の
片
面
に
す
ぎ
な
い
。
若
し
マ
ナ
識
が
普
遍

的
な
意
識
か
ら
個
人
的
な
意
識
の
方
向
に
導
か
れ
る
と
、
そ
れ
は
迷
い
の

因
を
な
し
、
一
方
も
し
個
人
的
意
誠
か
ら
普
遍
的
意
識
へ
と
方
向
づ
け
ら

れ
る
な
ら
ば
、
最
高
の
知
慧
（
覚
り
）
の
源
泉
た
り
う
る
性
格
を
も
っ
て

い
る
。
マ
ナ
は
双
方
の
意
識
と
区
別
さ
れ
た
別
箇
の
体
を
も
た
ず
、
い
わ

ば
第
六
・
第
八
識
の
双
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
中
間
的
立
場
に
あ
る
が
、

正
に
か
か
る
性
格
の
故
に
、
人
間
の
迷
悟
の
鍵
を
把
持
す
る
重
要
な
地
位

に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
正
に
わ
れ
わ
れ
を
蹟
か
せ
た
も
の
が
、
わ

れ
わ
れ
を
起
き
上
ら
せ
る
所
依
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ナ
は
い

わ
ば
、
そ
れ
自
身
の
価
値
を
も
た
ず
、
そ
の
働
き
の
み
が
そ
の
価
値
に
他

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
り
ふ
れ
た
金
物
に
他
な
ら
ぬ
・
錬
金
術
師

ダ
イ
ア
モ
ソ
ド

は
こ
れ
を
黄
金
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
又
、
炭
素
を
黄
金

に
変
え
、
毒
を
長
生
不
死
の
妙
薬
た
ら
し
め
る
成
就
者
の
不
可
思
議
の
力

（
里
呂
冨
）
の
み
が
よ
く
為
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、

マ
ナ
は
自
我
意
識
の
生
起
に
重
要
な
る
役
割
を
演
ず
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
過
去
と
現
在
の
意
識
の
つ
な
が
り
を
確
立
し
て
平
衡
感
覚
を
作
り
出
す

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、
マ
ナ
そ
の
も
の
が
迷
い
の
因
や
源
泉
で

あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
貢
献
す
る
要
因
・
縁
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
ら
の
叙
述
は
主
と
し
て
、
「
入
傍
伽
経
」
・
「
大
乗
起
信
論
」
の

所
説
に
基
い
て
い
る
。

次
い
で
著
者
は
迷
悟
の
さ
ま
を
八
識
の
各
分
に
亘
っ
て
述
・
へ
、
「
成
唯

識
論
」
の
所
説
に
従
っ
て
第
八
識
が
大
円
鏡
智
に
、
第
七
識
が
平
等
性
智

に
、
第
六
識
が
妙
観
察
智
に
、
前
五
識
が
成
所
作
智
と
転
廻
す
る
さ
ま
を

詳
述
し
て
い
る
。

第
三
部
は
矢
張
り
九
章
か
ら
成
り
、
全
体
は
、
覚
り
を
表
す
「
蓮
華
」
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富
〔
冒
四
の
豊
冒
９
房
目
に
宿
さ
れ
た
神
秘
体
験
の
諸
相
を
述
べ
て
い

る
。
著
者
の
言
う
「
神
秘
」
と
は
、
概
念
や
理
性
で
把
捉
さ
れ
え
ず
、
単

に
象
徴
や
「
薄
明
の
言
葉
」
で
暗
示
し
う
る
の
み
と
い
う
意
味
で
、
所
謂

①
め
○
曾
昌
。
①
曽
①
国
①
ロ
。
①
な
る
も
の
も
、
明
麦
白
々
た
る
現
実
体
験
が
有

限
な
日
常
概
念
の
規
定
を
超
え
て
い
る
と
い
う
、
「
超
越
的
」
と
い
う
意

味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
佛
教
史
を
通
じ
て
、
「
党
り
」
と
い
う

超
越
体
験
に
、
一
番
広
く
依
用
さ
れ
た
象
徴
的
表
現
は
「
蓮
韮
」
で
あ
る

と
し
て
、
諸
の
例
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
目
四
日
（
宝
珠
）
な
る
象
徴
も
、

「
蓮
華
」
の
場
合
と
不
可
分
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
第
二
章

で
は
、
金
剛
乗
で
広
く
用
い
ら
れ
る
代
表
的
な
象
徴
的
表
現
の
類
型
と
し

て
、
冒
具
国
．
日
ｐ
具
国
）
冒
且
団
の
一
二
者
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
は
、
夫

々
意
（
・
拝
冨
）
、
語
（
ぐ
員
》
く
凶
＆
）
及
び
身
（
訂
冒
）
の
三
側
面
を
表

わ
し
、
夫
を
視
覚
的
・
聴
覚
的
・
触
覚
的
側
面
か
ら
内
面
的
体
験
を
表
現

せ
る
も
の
で
あ
る
。
冨
日
国
は
こ
こ
で
は
目
印
且
巴
騨
の
意
味
で
用
い

ら
れ
、
覚
り
の
表
わ
す
精
神
的
内
容
を
視
覚
化
し
て
行
く
過
程
が
、
も
ろ

も
ろ
の
象
徴
と
し
て
組
織
的
に
配
置
さ
れ
た
も
の
を
さ
す
。
普
通
こ
れ
は

四
、
八
乃
至
は
十
六
の
花
弁
を
も
っ
た
蓮
華
の
上
に
構
成
さ
れ
、
こ
れ
が

瞑
想
に
入
る
視
覚
的
な
出
発
点
と
な
る
。
日
四
昌
国
は
言
葉
と
し
て
の
象

徴
で
、
入
門
式
の
行
わ
れ
て
い
る
間
、
或
い
は
精
神
的
修
錬
の
途
上
に

唱
昌
（
師
）
か
ら
目
①
盲
（
弟
子
）
へ
伝
達
さ
れ
る
聖
音
で
あ
る
。
こ
の

聖
音
と
そ
の
連
想
が
入
門
者
の
意
識
の
中
に
樹
立
す
る
内
面
的
震
動
が
、

彼
の
心
を
よ
り
高
次
元
の
体
験
へ
と
開
く
の
で
あ
る
。
冒
且
風
は
身
体

の
、
殊
に
手
や
指
の
姿
型
で
、
心
念
を
伴
な
う
儀
式
的
な
行
作
と
マ
ン
ト

ラ
の
唱
和
と
同
時
に
作
ら
れ
、
こ
れ
ら
心
・
語
の
二
業
は
こ
の
昌
且
団

に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
、
表
出
さ
れ
る
。
金
剛
乗
の
教
義
の
実
践
は
こ
れ
ら

所
謂
三
密
に
集
約
さ
れ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
ら
の
三
者
の
根
抵
に
相
即
相

入
の
縁
起
観
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
て
、
８
日
届
の
語
源
に
読
者
の
注
意

は
た
お
り

を
喚
起
す
る
。
即
ち
国
昌
国
と
い
う
語
は
機
織
と
そ
の
派
生
語
（
絲
、
織

物
・
繊
維
等
）
の
概
念
に
関
聯
を
持
ち
、
物
事
が
相
互
に
織
り
合
わ
さ
れ

て
い
る
さ
ま
、
万
物
が
相
互
に
縁
じ
合
っ
て
生
起
し
て
い
る
さ
ま
、
因
果

の
相
互
関
係
が
一
貫
し
て
い
る
さ
ま
、
精
神
や
伝
統
が
一
貫
し
て
い
る
さ

ま
、
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
恰
も
一
本
の
絲
が
、
歴
史
や
個
人
の

生
存
の
織
物
の
何
れ
の
部
分
に
も
縫
い
込
ま
れ
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

恰
度
こ
の
様
に
、
目
騨
日
日
（
月
忌
．
》
侭
望
目
）
な
る
名
称
を
冠
せ
ら
れ
た

佛
教
聖
典
の
本
質
は
、
例
外
な
し
に
神
秘
的
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
、

物
事
の
間
の
「
内
面
的
」
関
係
を
打
ち
樹
て
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
。

内
面
的
関
係
と
は
、
小
宇
宙
（
且
。
ｇ
ｏ
ｏ
印
日
）
と
大
宇
宙
（
日
四
○
８
８
ｍ
目
）
、

心
と
世
界
、
儀
式
（
人
為
）
と
現
実
（
自
然
）
、
物
の
世
界
と
精
神
の
世
界
の

間
に
あ
る
不
可
分
離
の
平
行
関
係
で
あ
る
。
か
か
る
思
想
が
自
国
口
日
の
目

が
指
摘
す
る
大
乗
佛
教
の
本
質
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の
理
論
的
側
面
を

重
視
し
た
場
合
、
唯
識
学
派
ぐ
笥
習
ゆ
く
画
呂
扁
と
呼
ば
れ
、
実
践
的

側
面
を
重
視
す
る
時
は
琉
伽
行
派
唾
○
個
。
習
旨
⑳
と
呼
ば
れ
る
が
、
金
剛

乗
（
ぐ
ゅ
一
国
乱
ロ
餌
）
の
立
場
は
、
こ
れ
ら
何
れ
の
側
面
に
も
偏
篁
９
双
方

を
包
括
し
て
融
合
す
る
立
場
で
あ
る
と
述
零
へ
て
い
る
。

弓
四
口
目
、
目
と
言
う
時
、
常
に
生
起
す
る
問
題
は
、
イ
ン
ド
教
の
そ
れ

と
佛
教
の
そ
れ
と
の
異
同
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
著
者
は
こ

の
第
三
章
を
両
者
の
比
較
論
に
捧
げ
て
い
る
。
結
局
著
者
は
国
①
邑
○
『
８
の
言

匡
国
詐
四
。
目
昌
騨
の
導
き
出
し
た
結
論
に
賛
意
を
表
し
て
、
イ
ン
ド
教
夕
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ン
ト
ラ
は
蟹
丙
酋
を
目
ざ
す
が
、
佛
教
タ
ン
ト
ラ
は
冒
且
別
を
目
ざ
す

点
に
本
質
的
な
相
異
あ
り
と
し
、
歴
史
的
に
も
イ
ン
ド
教
タ
ン
ト
ラ
は
佛

教
タ
ン
ト
ラ
（
金
剛
乗
）
の
下
等
な
模
倣
に
す
ぎ
な
い
、
と
断
定
し
て
い

る
。
殴
丙
は
と
は
神
聖
な
力
、
至
高
神
陵
弄
国
の
創
造
的
な
、
女
性
的
側

面
を
指
す
力
で
あ
り
、
胃
四
首
画
は
超
越
的
無
分
別
智
、
空
智
で
あ
っ
て
、

両
者
の
相
異
は
明
白
で
あ
る
。
佛
教
で
は
殴
冨
』
を
迷
い
目
脚
乱
と
見

倣
し
、
顛
倒
の
妄
想
を
作
り
出
す
力
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
わ
れ

ら
を
解
脱
せ
し
め
る
も
の
が
、
正
に
超
越
的
無
分
別
智
に
他
な
ら
い
と
す

る
。
従
っ
て
佛
教
に
は
紗
再
】
と
い
う
概
念
の
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
。

一
切
万
物
の
空
性
（
劉
昌
四
画
）
を
自
覚
す
る
こ
と
が
と
り
も
直
さ
ず
空
慧

目
④
司
倒
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
又
、
ラ
ャ
ク
テ
ィ
と
一

体
と
な
り
、
力
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
よ
。
四
ぐ
四
と
蟹
再
一
の
和
合
よ

り
世
界
は
創
造
さ
れ
る
」
と
い
う
イ
ン
ド
教
タ
ン
ト
ラ
に
属
す
る
一
聖
典

風
巳
四
。
屋
呂
目
色
員
弓
四
日
目
の
言
葉
を
例
示
し
て
、
佛
教
徒
は
世
界
の
創

造
や
開
展
を
目
ざ
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
創
造
が
そ
こ
か

ら
由
来
す
る
無
為
、
空
性
の
中
に
還
帰
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
と
し
て
、
そ

の
方
向
の
全
く
異
る
点
を
指
摘
す
る
。
覚
り
の
成
立
を
表
わ
す
最
も
明
白

で
、
人
間
的
で
、
且
つ
普
遍
的
な
象
徴
的
表
現
は
、
イ
ン
ド
教
・
佛
教
の
両

タ
ン
ト
ラ
を
通
じ
て
愛
の
晄
惚
裡
に
あ
る
男
女
の
和
合
像
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
も
両
教
に
相
異
が
存
す
る
。
イ
ン
ド
教
で
は
女
性
の
側
面
は
蟹
再
芦

が
表
わ
し
、
能
動
を
示
す
と
さ
れ
、
「
自
性
に
安
息
す
る
」
受
動
の
原
則

を
代
表
す
る
超
越
的
純
粋
意
識
は
、
男
性
と
し
て
の
雪
ぐ
Ｐ
に
よ
っ
て
表

さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
佛
教
で
は
智
慧
胃
皇
副
の
活
動
態
た
る
方
便

（
弓
ご
画
）
は
能
動
的
な
男
性
と
さ
れ
、
受
動
的
な
智
慧
そ
の
‐
も
の
は
女
性

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
同
一
の
方
法
で
も
、
正
反
対

の
立
場
か
ら
用
い
ら
れ
る
と
、
必
然
的
に
正
反
対
の
結
果
に
導
か
れ
る
事

を
警
告
し
、
佛
教
タ
ン
ト
ラ
は
あ
く
迄
も
超
越
智
に
焦
点
が
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
第
四
章
は
金
剛
乗
の
聖
典
中
に
あ
る
男
性
・
女
性
と
い

う
象
徴
的
表
現
の
受
け
と
り
方
を
述
、
へ
て
い
る
。
例
え
ば
シ
ロ
四
樹
創
ご
旦
国

の
著
わ
し
た
専
亀
葛
§
ミ
ミ
ミ
爵
。
ミ
畠
ミ
ヨ
言
の
中
の
「
冒
昏
脚
白
目
風

●
ロ
、

（
和
合
・
統
合
感
）
を
体
験
せ
ん
が
為
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
」
女
性
が
の
脚
‐

含
沙
冒
（
信
者
）
に
よ
り
享
楽
せ
ら
る
。
へ
き
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
お
い

て
、
こ
れ
は
身
体
的
な
意
味
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
唯
一
の
対
象
に
限

定
さ
れ
ず
、
自
己
、
他
人
を
問
わ
ず
、
そ
の
中
に
神
母
令
且
副
凰
国
目
〕
団
．

超
越
智
）
の
属
性
、
即
ち
凡
ゆ
る
「
女
性
的
な
る
も
の
」
の
本
質
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
高
度
の
愛
に
の
み
適
用
し
得
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
第
五

章
に
お
い
て
は
、
盲
目
的
な
迷
い
の
世
界
を
創
り
出
す
衝
動
を
全
く
変
革

し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け
内
面
的
智
慧
が
普
遍
性
を
狸
得
し
た
か
に

係
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
に
要
す
る
精
神
的
過
程
の
二
面
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
閏
讐
‐
胃
四
日
四
あ
る
い
は
ロ
ｇ
Ｐ
ｐ
ｐ
四
‐
胃
四
日
四
と
呼
ば
れ

る
過
程
と
、
冨
樹
‐
胃
四
目
ｐ
あ
る
い
は
＄
目
君
国
ｐ
い
‐
汀
四
目
四
と
呼
ば
れ

る
過
程
で
、
前
者
は
、
人
間
の
内
に
眠
っ
て
い
て
気
付
か
れ
ぬ
力
を
、
形

あ
る
目
に
見
え
る
世
界
に
喚
起
し
、
結
晶
さ
せ
る
こ
と
、
こ
の
時
象
徴
は

触
媒
の
役
割
を
果
た
す
。
後
者
は
一
た
び
結
晶
化
さ
れ
た
形
を
、
通
常
の

生
命
と
意
識
の
流
れ
の
中
に
還
元
す
る
過
程
で
、
こ
れ
を
欠
い
た
場
合
は

精
神
的
に
致
命
的
な
悪
影
響
を
蒙
る
が
、
若
し
如
法
に
遂
行
さ
れ
れ
ば
、

人
・
法
二
無
我
を
達
成
し
、
諸
法
の
空
性
と
万
物
の
無
常
と
を
自
覚
し
た

生
活
が
展
開
す
る
。
こ
の
結
果
は
人
間
を
超
え
た
現
実
が
人
間
の
意
識
の
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中
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
著
者
は
佛
教
の
在
存
諭
の
立
場
、
即

ち
心
と
離
れ
た
体
は
本
来
あ
り
え
ず
用
が
体
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
他
な
ら

ぬ
と
い
う
立
場
か
ら
し
て
、
物
と
心
の
い
わ
ば
接
点
に
位
す
る
も
の
と
し

て
、
禅
定
中
に
見
ら
れ
る
ロ
与
国
日
田
且
号
開
（
阿
弥
陀
・
大
日
・
阿

閖
等
の
）
の
意
義
を
説
く
。
即
ち
、
こ
れ
ら
は
、
定
中
に
見
ら
れ
る
超
越

的
佛
（
覚
り
の
意
識
に
形
を
与
え
た
も
の
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
創
り

出
す
心
そ
の
も
の
と
等
し
く
現
実
的
で
あ
り
、
却
っ
て
単
に
想
像
さ
れ
た

釈
尊
の
人
格
な
ど
は
、
こ
の
意
味
で
は
、
非
現
実
的
な
も
の
て
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
著
者
は
、
礼
拝
の
行
為
冨
看
が
常
識
で
は
単
に
物
質
と

考
え
ら
れ
る
瀞
ご
茸
塑
を
物
質
以
上
の
も
の
に
し
、
そ
れ
を
人
間
の
意
識

と
の
密
接
な
つ
な
が
り
の
上
か
ら
質
的
に
転
廻
せ
し
め
る
の
で
あ
る
と
い

う
。
即
ち
所
訓
五
樋
の
超
越
智
は
同
一
の
覚
り
の
五
つ
の
側
面
で
あ
る
が
、

人
間
を
描
成
す
る
五
湖
の
夫
為
が
高
め
ら
れ
て
、
色
（
副
冨
）
は
阿
閖
の

表
わ
す
大
円
鏡
智
を
、
受
（
ぐ
ゅ
目
目
）
は
宝
生
の
表
わ
す
平
等
性
智
を
、

想
（
笛
且
副
）
は
阿
弥
陀
の
表
わ
す
妙
観
察
智
を
、
行
（
叩
色
目
、
圃
園
）
は

不
空
の
表
わ
す
成
所
作
智
を
、
識
（
且
副
国
Ｐ
）
は
大
日
の
表
わ
す
法
外
体

性
智
を
成
就
し
、
こ
れ
が
五
禅
定
佛
（
己
身
習
二
国
ロ
目
冨
の
）
の
旨
四
つ
曾
冨

即
ち
「
蓮
華
」
の
各
花
弁
を
成
す
の
で
あ
る
。
唯
識
学
派
で
四
智
の
み
を

説
く
理
由
は
、
五
誼
の
中
実
際
は
識
の
み
あ
り
、
他
の
四
瀧
は
識
の
変
形

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
は
、
ア
ー
ラ
ャ
散
の
一
時
的
な
現
象
に
す
ぎ
ぬ
と
見

る
為
、
こ
れ
ら
四
極
の
識
の
転
廻
は
必
然
的
に
根
本
識
の
権
廻
を
意
味
す

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
チ
。
ヘ
ッ
ト
で
は
マ
ン
ダ
ラ
は
北
を
右
手
に

南
を
左
手
に
配
す
る
。
第
三
部
の
最
終
章
を
成
す
第
九
章
で
は
、
ｚ
喜
嗣
‐

目
色
ｇ
ｍ
の
祖
弓
且
日
儲
四
目
ｇ
四
く
ゅ
の
著
わ
し
た
切
四
ａ
○
月
冒
号
一

含
胃
‐
〔
ざ
善
○
ｍ
‐
喝
○
二
（
一
般
に
「
死
者
の
書
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
）

の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
中
有
（
ｇ
儲
‐
§
）
に
現
わ
れ
る
と
言
わ
れ

る
幻
影
は
内
的
体
験
の
投
影
で
あ
り
、
死
者
が
よ
り
低
次
の
再
生
を
免
れ

る
為
、
心
の
内
の
あ
ら
ゆ
る
高
貴
な
も
の
を
喚
起
す
る
依
り
処
と
な
っ
て

く
れ
る
も
の
で
あ
る
故
、
単
な
る
奇
想
天
外
な
お
伽
噺
や
神
学
的
思
弁
と

は
異
な
る
と
い
う
。
要
す
る
に
「
死
者
の
害
」
は
、
生
死
は
絶
え
ず
人
間

の
上
に
起
っ
て
い
る
現
実
で
あ
っ
て
、
生
を
与
え
ら
れ
た
も
の
が
一
度
限

り
体
験
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
こ
の
教
え
は
死
に
つ
つ
あ
る
者
や
死
を

間
近
に
し
た
人
に
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
人
間
に
真
に

人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
目
醒
め
る
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
と
い
う
。
従

っ
て
こ
の
書
は
死
に
仮
托
し
て
生
の
秘
義
を
象
徴
的
に
説
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
「
解
脱
を
得
ん
と
な
ら
ば
、
死
を
体
験
せ
よ
」
と
脱
ぐ
の
が
そ
の

本
旨
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
件
り
な
ど
は
禅
宗
の
「
大
死
」
、
浄
土
教
の

「
往
生
」
の
意
義
と
照
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
四
部
は
本
書
で
最
も
長
く
十
六
章
か
ら
成
る
。
○
日
が
普
一
湿
性
へ
の

道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
目
冒
は
一
た
び
達
成
さ
れ
た
普
迦
性
か
ら
人
間
の

心
情
の
深
部
に
戻
っ
て
来
る
道
、
従
っ
て
冒
昔
の
立
場
は
○
日
な
し
に

は
あ
り
え
な
い
が
、
目
ヨ
は
已
に
○
日
以
上
の
意
義
を
帯
び
て
い
る
。

よ
っ
て
こ
の
向
上
・
向
下
の
二
道
は
有
限
に
も
無
限
に
も
解
消
さ
れ
た
儘

に
な
ら
ず
、
何
れ
に
も
執
し
な
い
意
味
に
於
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
菩
薩

道
、
浄
土
教
の
往
迷
二
回
向
、
般
若
思
想
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」

の
関
係
を
想
起
せ
し
め
る
。
○
日
は
無
限
を
意
味
す
る
が
、
目
日
は
有
限

の
中
の
無
限
、
時
間
の
中
の
永
遠
、
為
の
中
の
無
為
、
有
形
の
中
の
無
形
、

即
ち
絶
対
現
実
を
暗
示
す
る
と
い
う
。
第
二
章
で
は
著
者
は
イ
ン
ド
教
．
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佛
教
の
タ
ン
ト
ラ
を
比
較
し
、
前
者
は
静
止
的
・
客
観
的
、
後
者
は
動
的

で
宇
宙
・
自
然
の
力
の
流
れ
を
精
神
的
な
も
ろ
も
ろ
の
可
能
性
に
変
革
す

る
こ
と
を
目
ざ
す
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
佛
教
的
世
間
観
に
お
い
て
世
間

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
人
間
の
心
念
の
世
界
を
も
孕
ん
だ
も
の
な
る
こ
と

に
注
意
す
べ
し
と
い
う
。
即
ち
物
質
的
表
現
の
裏
に
は
必
ず
深
い
精
神
的

裏
付
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
修
定
法
・
（
）
堰
）
に
お
い

て
、
身
体
の
各
部
に
存
す
る
と
言
わ
れ
る
七
つ
の
罵
胃
宮
。
ｇ
同
茸
の
い

も
心
身
の
接
点
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
。
又
、
数
息
観
に
相
当
す
る
呼
吸

法
宮
自
身
習
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
重
要
な
所
以
は
、
呼
吸
は
意
識
と

無
意
識
、
意
志
作
用
・
超
意
志
作
用
の
接
点
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
息

冒
目
色
は
精
神
（
生
命
）
と
肉
体
と
の
関
係
の
神
秘
を
解
く
鍵
で
あ
る
と

説
く
。
歴
史
的
に
見
て
釈
尊
が
そ
れ
迄
の
ヨ
ー
ガ
の
伝
統
と
実
践
に
精
通

し
て
い
た
こ
と
は
、
シ
圃
国
圃
圃
目
色
と
ご
置
四
菌
切
四
目
§
具
国
に
師

事
し
た
事
実
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
殊
に
こ
の

部
は
実
践
行
た
る
種
套
の
ヨ
ー
ガ
の
解
説
に
著
者
は
力
を
尽
し
て
い
る
。

昌
旨
邑
冒
（
己
紹
ｌ
崖
鼠
瞬
．
ロ
・
）
が
炭
胃
賜
冒
冒
の
創
始
者
で
あ
る

而
匠
屋
胃
冨
か
ら
受
け
継
い
だ
望
○
彊
○
鮮
胃
冒
憧
胃
司
胃
①
命
目
目
‐

冒
○
）
の
数
え
こ
そ
が
、
ミ
ラ
レ
ー
パ
の
精
神
修
行
の
課
題
で
あ
っ
た
と
し

て
、
著
者
は
マ
ル
・
〈
の
師
匠
の
ｚ
習
○
息
（
己
屋
ｌ
旨
ｇ
）
の
所
謂
「
六
種

の
教
義
」
（
号
○
め
‐
号
凋
）
を
説
明
し
、
そ
の
館
一
が
唄
口
目
‐
旨
○
で
あ
り
、

こ
れ
は
一
‐
死
者
の
書
」
と
教
義
的
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
う
。
第
十
章
は
こ

れ
の
詳
説
に
あ
て
て
い
る
。
第
十
一
章
に
は
、
五
禅
定
佛
と
、
身
体
中
の

五
ヶ
所
の
心
霊
セ
ン
タ
ー
と
、
五
重
塔
の
象
徴
の
関
係
が
言
及
さ
れ
て
い

る
処
は
注
意
せ
ら
れ
る
。
第
十
四
章
に
は
．
〈
ド
マ
サ
ン
ブ
〈
ゞ
〈
の
入
門
式

の
模
様
の
神
話
的
表
現
が
著
者
に
よ
っ
て
巧
み
に
非
神
話
化
さ
れ
て
、
真

の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。
又
、
密
教
神
の
己
騨
冒
尉
）
笥
国
い
》
国
。
目
‐

菌
の
等
は
覚
り
に
到
る
過
程
の
出
来
ご
と
を
形
相
化
し
た
も
の
で
あ
る
等
、

著
者
は
第
十
五
章
で
は
密
教
ｇ
』
〕
啓
①
○
口
の
意
義
を
述
べ
、
こ
れ
は
多
神

教
化
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
観
念
を
実
践
的
体
験
に
置

き
替
え
た
こ
と
を
示
す
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
。
最
終
章
は
三
密
の
意
義
の

詳
述
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

第
五
部
は
、
法
・
報
・
応
の
三
身
の
意
義
、
密
教
マ
ン
ダ
ラ
中
に
表
わ

さ
れ
た
十
二
縁
起
、
六
道
等
の
解
説
に
充
て
て
い
る
。
三
身
説
に
お
い
て

は
、
報
身
に
、
ぐ
ゅ
‐
囲
日
ｇ
Ｃ
盟
‐
圃
茜
と
、
冒
国
‐
留
日
ｇ
ｏ
畷
‐
園
怠
の

二
種
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
、
又
、
応
身
を
化
幻
扱
い
に
す
る
一
」
と
は
誤
り

で
あ
り
、
寧
ろ
、
法
・
報
の
二
身
を
具
体
化
し
た
と
見
る
点
最
も
重
要
視

さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
又
、
パ
ー
リ
佛
教
は
三
身
説
以
前
で
、
た
だ

現
実
主
義
と
理
想
主
義
が
未
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
矛
盾

は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
又
、
応
身
に
関
し
て
は
、
報
身

の
精
神
的
創
造
性
と
喜
悦
が
具
体
。
現
実
化
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
。
又
、
法
身
に
関
し
て
は
、
単
な
る
抽
象
観
念
で
な
く
し
て
、

生
き
て
活
動
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
て
、

鈴
木
大
拙
博
士
の
禅
諭
文
集
の
中
の
法
身
に
関
す
る
所
説
を
援
用
し
て
い

る
。
六
道
の
各
々
の
性
格
規
定
に
は
、
著
者
の
深
い
学
解
と
体
験
内
容
が

よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
修
羅
は
力
と
い
う
言
葉
の
み
を
解
す
る
存
在
、
畜

生
は
自
然
的
本
能
に
屈
服
し
従
う
、
明
蜥
な
言
葉
と
反
省
的
思
惟
を
欠
け

る
存
在
、
人
間
は
目
的
を
持
っ
た
活
動
、
高
潔
な
志
願
と
選
択
の
自
由
が

主
要
な
る
役
割
を
果
た
す
世
界
、
餓
鬼
は
、
欲
求
が
満
た
さ
れ
ず
、
渇
望

ワ勺
ノ皇



に
終
始
す
る
存
在
、
地
獄
は
自
己
処
罰
の
世
界
、
天
人
は
無
常
に
無
知
で
、

功
徳
を
積
ま
ず
、
過
去
の
業
因
を
費
消
し
去
る
の
み
の
存
在
等
。
著
者
は

チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
六
道
の
マ
ン
ダ
ラ
の
解
説
を
ぱ
、
「
解
脱
へ
の
道
は
感

覚
的
欲
望
を
真
理
と
智
慧
に
置
換
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

第
六
部
は
結
び
に
当
り
、
成
所
作
智
を
代
表
す
る
不
空
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
純
粋
行
為
を
意
味
す
る
菩
薩
道
で
あ
り
、
覚
り
を
得
る
時
、
業

そ
の
も
の
が
消
失
す
る
の
で
は
な
く
、
完
全
智
に
よ
り
業
力
が
無
効
と
な

る
の
で
あ
る
と
述
、
へ
て
い
る
。
又
、
現
生
不
成
佛
説
を
ぱ
精
神
的
破
産
、

教
義
的
化
石
化
と
呼
び
、
即
身
成
佛
の
チ
、
ヘ
ッ
ト
密
教
を
義
の
最
終
的
に

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
説
い
て
閉
め
括
っ
て
い
る
。

以
上
本
書
の
内
容
を
簡
略
な
が
ら
概
観
し
て
み
た
が
、
本
文
の
み
で
百

七
十
頁
余
の
大
冊
で
あ
る
た
め
、
用
語
の
不
一
致
や
些
細
な
誤
り
も
見
ら

れ
る
が
、
（
例
え
ば
「
成
唯
識
論
」
の
梵
語
に
還
元
し
た
名
を
ぐ
言
怠
茸
‐

目
騨
国
薗
の
己
口
目
ｌ
獣
の
含
四
と
臼
鼓
§
は
‐
日
興
Ｈ
閉
匡
旦
冒
‐
獣
黒
目
の
二
極

を
用
い
た
り
、
”
①
息
ｏ
ｐ
ｇ
ｏ
ｐ
を
晟
忌
の
ｐ
ｇ
ｏ
ｐ
と
記
し
て
い
る
）
こ

れ
ら
は
言
う
迄
も
な
く
、
思
想
的
内
容
を
些
か
も
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

又
、
単
な
る
無
味
乾
燥
な
客
観
的
叙
述
に
終
ら
ず
、
生
き
た
思
想
的
息
吹

き
を
盛
り
込
ん
だ
書
で
あ
る
こ
と
は
、
書
物
の
上
の
み
の
学
解
に
留
ら
ず
、

生
け
る
師
匠
に
師
事
し
て
実
修
を
積
ん
だ
が
故
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同

類
の
主
題
の
他
書
と
比
較
す
る
時
、
佛
教
術
語
の
訳
語
の
選
び
方
は
正
鵠

を
得
た
も
の
が
多
い
。
（
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
地
獄
を
］
臼
呂
と
せ
ず
、

胃
匡
昏
境
①
巴
曽
或
い
は
冒
侭
目
。
ご
ゞ
と
す
る
な
ど
）
。
又
、
宗
学
関
係

の
基
本
的
諸
問
題
、
例
え
ば
、
念
佛
と
マ
ン
ト
ラ
、
阿
弥
陀
伽
（
法
蔵
菩

薩
の
本
願
成
就
の
位
の
）
と
他
の
阿
弥
陀
（
五
禅
定
佛
の
中
の
一
つ
、
耆

願
と
直
接
係
わ
り
合
い
を
も
た
哩
等
の
諸
関
係
の
見
地
か
ら
す
る
と
、

宗
学
と
佛
教
学
の
両
方
に
ま
た
が
る
幾
多
の
重
要
な
事
項
が
挙
げ
ら
れ
う

る
。
冒
頭
に
記
し
た
同
著
者
の
始
め
の
著
作
の
他
、
次
に
掲
げ
る
諸
文
献

は
、
本
書
の
内
容
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
上
に
良
い
参
考
資
料
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

①
の
．
国
．
ロ
儲
唱
再
段
《
《
シ
ロ
冒
茸
８
口
○
は
○
唇
８
月
抑
貝
邑
○
国
巨
早

旦
冒
、
日
、
》
（
口
巨
ぐ
①
励
洋
竜
旦
○
巴
○
口
＃
Ｐ
○
巴
。
ロ
ヰ
２
ｍ
①
８
口
。
①
昌
陸
○
口
》

旨
の
、
鈩
吊
〈
、
．
⑭
．
つ
Ｐ
函
』
旨
も
．
）

②
弓
．
曙
．
閃
く
四
冒
平
弓
①
自
ぃ
皿
《
《
呂
宮
①
目
号
①
３
国
園
○
○
汽
旦
昏
①
ロ
８
号
、

（
○
鷺
Ｏ
ａ
ｐ
日
く
日
の
詳
討
弔
氏
①
筋
》
Ｆ
ｏ
屑
Ｑ
ｏ
ｐ
｝
目
巨
己
同
巳
は
○
画
、
届
９
．

画
“
ｍ
・
管
画
吟
垣
も
．
）

③
ゅ
国
．
ｄ
閉
唱
耳
男
《
《
○
冨
○
ｐ
Ｈ
①
園
里
喧
○
口
“
○
巳
尉
》
》
（
甸
胃
日
四

嵐
．
Ｆ
・
】
自
匡
屏
画
○
口
色
ロ
ロ
ョ
四
く
〕
○
巴
ｏ
自
陣
色
》
Ｈ
①
ぐ
厨
①
Ｑ
①
日
は
○
口
〉
胃
や
つ
Ｐ

崗
切
．
ざ
。
ｇ
》
畠
⑦
や
）

④
①
閏
目
色
Ｃ
ｏ
ｏ
自
侭
《
《
《
Ｈ
ｇ
国
口
目
Ｈ
８
月
ｇ
扇
四
目
の
○
温
め

＆
昌
當
四
Ｈ
①
口
亀
ベ
ロ
巳
ぐ
①
刷
騨
ぐ
国
○
○
吋
“
ｚ
①
弓
圏
○
門
戸
》
甸
胃
牌
吋
風
員
‐

卜

〆

Ｌ

匡
侭
ゞ
ご
馬
．
ぐ
○
爾
月
野
口
．
争
い
Ｐ
つ
ロ
圏
つ
や
＋
雪
吟
や
）

⑤
○
肖
冒
四
○
○
⑦
冒
畠
》
α
《
目
ｏ
ｐ
ｃ
巨
侭
の
ａ
目
旨
①
冨
口
民
Ｃ
題
》
》

（
ご
巳
・
ぐ
①
儲
届
胃
園
○
○
屍
、
》
ｚ
⑦
言
唾
○
陸
、
国
粋
．
黒
弓
肖
・
冒
陸
冒
醇
岳
篭
．
挙

釦
Ｃ
ｏ
》
昌
画
“
も
。
）

⑥
国
．
ぐ
．
。
ｐ
①
ロ
昏
閏
》
《
、
月
月
巨
苛
色
目
目
の
Ｐ
Ｃ
旨
侭
ａ
ｚ
胃
○
目
こ

卜

（
Ｏ
ｘ
さ
Ｈ
ｇ
己
日
ぐ
①
副
再
起
弔
門
①
胡
、
○
〆
甘
尉
。
》
吋
胃
伴
同
島
は
○
口
》
旨
ｇ
い

つ
い
い
）
画
や
い
己
．
）

し
、

⑦
国
切
固
鼻
冨
呂
胃
憩
皿
《
《
シ
ニ
冒
耳
○
目
鼻
５
口
８
国
巨
且
旨
普

伺
い
○
吋
ロ
の
目
》
》
（
Ｑ
５
タ
殊
屋
四
目
ず
ゆ
⑳
包
口
巴
自
岸
⑳
の
己
①
ｍ
○
臨
月
①
）
ぐ
四
吋
色
‐

冒
儲
兵
、
の
８
口
色
同
豊
丘
○
国
・
己
置
．
園
め
．
ざ
．
ｇ
》
］
震
や
）

Ｅ
〈
筐
①
寓
昏
○
○
・
、
Ｆ
○
国
二
○
口
》
邑
切
＠
．
Ｆ
Ｐ
品
①
ロ
①
冒
冠
、
く
○
》
四
ｃ
ｍ
・
函
巨
や
〕
だ




