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は
し
が
き 

  

本
書
は
、
私
が
、
こ
こ
数
年
の
間
に
、
創
価
学
会
の
機
関
紙
誌
（
聖
教
新
聞
、
大
白
蓮
華
）
や
東
洋
学
術
研 

究
の
別
冊
（
仏
教
大
学
講
座
講
義
集
）
に
書
き
記
し
た
も
の
の
な
か
か
ら
選
び
ぬ
き
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
の
テ
ー 

マ
の
も
と
に
、
ま
と
め
た
も
の
で
す
。 

 

ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
大
幅
に
加
筆
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

日
頃
か
ら
、
日
蓮
大
聖
人
の
お
手
紙
や
重
要
な
御
書
を
拝
読
し
て
い
る
う
ち
に
、
〝
人
間
い
か
に
生
き
る
べ 

き
か
〟
と
い
う
永
遠
の
課
題
に
対
す
る
、
御
本
仏
の
珠
玉
の
教
え
と
指
針
に
接
し
て
、
わ
が
五
体
が
感
激
と
歓 

喜
に
う
ち
ふ
る
え
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
私
な
り
の
感
激
を
、
何
と
か
表
現
し
た
い
と
の
心
情
か
ら
、
機
関
紙
誌
な
ど
に
、
折
に
ふ
れ
書
き
記
し 

て
き
た
の
で
す
が
、
こ
の
た
び
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
一
冊
の
書
物
に
し
て
は
ど
う
か
と
の
光
書
房
か
ら
の
要 

請
を
い
た
だ
き
、
こ
こ
に
発
刊
の
は
こ
び
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

本
書
は
、
第
Ⅰ
部
、
第
Ⅱ
部
の
構
成
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
第
Ⅰ
部
で
は
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
の
テ
ー
マ
の
意 

   

味
す
る
も
の
に
ふ
れ
、
さ
ら
に
、
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

を
可
能
に
す
る
偉
大
な
る
仏
法
に
つ
い
て
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
問
題
提
起
に 

始
ま
り
、
そ
の
完
全
な
解
答
と
い
う
べ
き
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
ま
で
の
流
れ
を
大
づ
か
み
に
述
べ
て
い
ま 

す
。
つ
ま
り
、
生
老
病
死
の
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

に
始
ま
り
、
九く

識
論

し
き
ろ
ん

の
展
開
を
経
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
に
到
達
す 

る
流
れ
で
す
。 

 

そ
の
意
味
で
は
、
第
Ⅰ
部
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
へ
の
導
入
部
分
に
あ
た
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

第
Ⅱ
部
は
、
第
Ⅰ
部
を
受
け
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
根
本
に
、
今
度
は
い
か
に
し
て
日
々
の
生
活
の
な 

か
で
境
涯

き
ょ
う
が
い

を
革
命
す
る
か
、
と
い
う
実
践
的
な
事
が
ら
に
ふ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
本
仏
と
し
て
の
御
境
涯

ご
き
ょ
う
が
い

の
深
さ
と
巨
大
さ
を
、
と
く
に
、
佐
渡

さ

ど

流る 

罪ざ
い

の
厳
し
い
環
境
の
な
か
で
し
た
た
め
ら
れ
た
お
手
紙
を
通
し
て
学
び
、
そ
の
後
に
、
今
度
は
四
条

し
じ
ょ
う

金
吾

き

ん

ご

に
与 

え
ら
れ
た
お
手
紙
を
通
し
て
、
御
本
仏
・
日
蓮
大
聖
人
が
凡
夫

ぼ

ん

ぷ

で
あ
る
私
た
ち
に
、
い
か
な
る
境
涯

き
ょ
う
が
い

を
築
く
こ 

と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
日
蓮
正
宗
創
価
学
会
の
仏
法
運
動
の
な 

か
で
、
私
た
ち
が
目
指
す
べ
き
境
涯

き
ょ
う
が
い

や
確
認
す
べ
き
信
心
の
原
点
な
ど
の
具
体
的
な
事
が
ら
を
、
何
点
か
に
わ 

た
っ
て
言
及
し
て
、
第
Ⅱ
部
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

も
と
よ
り
、
私
が
こ
こ
に
書
き
記
し
た
も
の
は
、
ま
だ
ま
だ
日
蓮
大
聖
人
の
広
大
な
仏
法
の
ほ
ん
の
一
端
を 



か
す
め
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
私
も
ま
た
、
仏
法
求
道
の
果
て
し
な
き
旅
路
の
途
上
に
あ
る
者
と
し
て
、
こ 

れ
か
ら
も
い
や
ま
し
て
、
仏
法
の
研
さ
ん
と
境
涯

き
ょ
う
が
い

の
革
命
に
ま
い
進
し
て
い
き
た
い
と
覚
悟
し
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
意
味
で
、
こ
こ
に
書
き
記
し
た
内
容
は
、
旅
の
途
上
に
あ
る
一
信
徒
が
、
そ
の
未
熟
な
旅
の
成
果
を
、
一 

つ
の
区
切
り
と
し
て
発
表
し
た
も
の
、
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
と
し
て
は
幸
い
で
す
。
そ
の
う
え
、
読 

者
が
本
書
を
読
ん
で
、
少
し
で
も
〝
自
分
を
み
つ
め
〟
、
自
ら
の
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

の
一
助
に
も
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、 

著
者
と
し
て
こ
れ
に
す
ぐ
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

最
後
に
、
本
書
が
成
る
に
あ
た
り
、
光
書
房
の
杉
岡
博
隆
氏
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
真
海
路
子
女
史
、
創
価
学
会 

本
部
広
報
室
の
平
塚
晋
氏
に
は
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
お
世
話
を
い
た
だ
き
、
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た 

い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
三
氏
の
再
三
の
勧
め
と
励
ま
し
が
な
か
っ
た
な
ら
、
本
書
は
で
き
上
が
っ
て
い
な
か
っ 

た
に
違
い
な
い
か
ら
で
す
。 

  
 

昭
和
五
十
七
年
四
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

著
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「
命
を
革
め
る
」
実
感 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 

今
、
私
た
ち
が
生
き
つ
つ
あ
る
日
本
の
社
会
は
〝
日
進
月
歩
〟
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
大
変
な
勢
い
で
、
め 

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
お
り
ま
す
。 

 

と
く
に
、
科
学
技
術
分
野
で
の
進
展
は
は
げ
し
く
そ
の
激
変
の
ス
ピ
ー
ド
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
普
通
の 

言
葉
で
は
間
に
合
わ
な
い
ら
し
く
、
や
た
ら
と
〝
革
命
〟
な
る
言
葉
が
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
登
場
す 

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

〝
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
革
命
〟
〝
マ
イ
コ
ン
革
命
〟
〝
生
科
学
革
命
〟
〝
医
療
革
命
〟
な
ど
な
ど
、
数
え
あ
げ 

れ
ば
き
り
が
な
い
ぐ
ら
い
で
す
。 

 

本
書
に
か
か
げ
た
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
は
同
じ
〝
革
命
〟
な
る
言
葉
を
使
っ
て
い
て
も
、
こ
う
し
た
世
の
中
の
急 

激
な
変
化
に
あ
や
か
っ
て
名
づ
け
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

前
者
は
、
私
た
ち
の
心
や
生
命
の
〝
外
側
〟
で
あ
る
社
会
環
境
の
激
変
を
表
わ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者 

の
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
私
た
ち
の
〝
内
側
〟
で
あ
る
心
や
生
命
の
変
化
を
表
わ
そ
う
と
し
た
言 

 

葉
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
文
字
通
り
「
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
る
」
な
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
中
国
に
発
す
る
「
革
命
」
の 



原
語
的
な
意
味
は
「
天
命
が
革

あ
ら
た

ま
る
こ
と
」
で
、「
前
の
王
統
が
く
つ
が
え
っ
て
、
他
の
王
統
が
代
っ
て
統
治 

者
と
な
る
こ
と
」
と
、『
広
辞
苑
』
に
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、「
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
る
」
と
読
む
の
は
、
い
わ
ば 

こ
ち
ら
に
ひ
き
つ
け
た
解
釈
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
な
る
言
葉
は
、
日
蓮
正
宗
創
価
学
会
の
仏
法
運
動
の
な
か
か
ら
お
の 

ず
と
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
信
じ
行
ず
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
五
体
の
底
に 

「
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
る
」
と
の
実
感
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、「
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
る
」
と
読
ん
で
お
く
こ

と
に
し
ま
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
に
は
、「
革
命
」
の
も
う
一
つ
の
意
味
で
あ
る
、
〝
激
変
〟
の
意
味
で
も
使
っ
て 

お
り
ま
す
。
わ
が
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
て
い
く
、
と
い
う
か
ら
に
は
、
当
然
、
そ
こ
に
は
、
命
の
急
激
な
変
化
が
な
け
れ 

ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、「
命
は
変
化
す
る
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

現
実
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
信
じ
行
じ
て
日
蓮
正
宗
創
価
学
会
の
仏
法
運
動
に
参
加
し
た
人
々
の
体
験 

談
に
は
、
自
分
の
命
が
激
変
し
た
こ
と
を
喜
び
の
な
か
で
語
る
も
の
が
多
い
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

そ
こ
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
の
絶
大
な
る
偉
力
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仏
法
の
絶
大
な
功
力

く

り

き

を
表 

13 

わ
す
に
は
、
や
は
り
、「
革
命
」
な
る
言
葉
に
勝
る
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
な 

   

か
で
じ
ょ
じ
ょ
に
説
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
さ
て
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
と
は
ど
う
い
う
意

味
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

  
 
 

「
境
涯
」
と
は 

 

少
し
辞
典
を
ひ
も
と
い
て
、
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
の
表
わ
す
内
容
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
世
に
生
き
て
い
く
上
で
置
か
れ
た
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
。
身
の
上
。 

境
遇
。」
と
、
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

要
す
る
に
、
境
涯

き
ょ
う
が
い

と
は
、
ま
ず
は
、
境
遇
と
か
身
の
上
に
あ
た
る
言
葉
な
の
で
す
。 

 

そ
こ
で
、
今
度
は
「
境
遇
」
の
意
味
を
み
ま
す
と
、「
或
る
人
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
た
運
命
ま
た
は
事
情
。
身 

の
上
。
ま
わ
り
あ
わ
せ
。
境
涯
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

さ
ら
に
「
身
の
上
」
を
み
ま
す
と
「
①
人
の
一
身
に
関
す
る
事
柄
。
境
遇
。
し
ん
じ
ょ
う
。
②
人
の
運
命
。 

一
生
の
運
命
。」
と
あ
り
ま
す
。 

『
広
辞
苑
』
に
よ
り
、
境
涯

き
ょ
う
が
い

、
境
遇
、
身
の
上
。
の
三
つ
の
言
葉
を
み
る
か
ぎ
り
、
ど
う
も
運
命
的
な
め
ぐ
り 

あ
わ
せ
で
、
人
間
が
あ
る
状
態
や
立
場
に
お
か
れ
た
場
合
、
そ
の
状
態
や
立
場
を
指
し
て
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
と
い
っ
て 



い
る
よ
う
で
す
。 

 

こ
れ
が
お
そ
ら
く
、
一
般
的
に
、
常
識
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
意
味
で
し
ょ
う
。 

「
彼
は
良
い
境
涯

き
ょ
う
が
い

に
生
ま
れ
た
」「
彼
女
の
境
遇
は
悪
す
ぎ
た
」
な
ど
と
、
日
常
的
に
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
こ 

に
は
、
幸
・
不
幸
、
善
・
悪
を
問
わ
ず
、
何
か
、
人
間
の
努
力
や
才
能
な
ど
を
超
え
た
運
命
的
な
力
が
働
い
て 

い
て
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
、
人
間
の
状
態
や
立
場
が
決
ま
る
と
い
う
よ
う
な
響
き
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か 

も
、
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
に
含
め
ら
れ
る
内
容
は
、
物
質
的
経
済
的
な
も
の
、
身
分
・
地
位
・
出
身
な
ど
の
階
層
的
な
も 

の
、
家
庭
妻
子
眷
属

け
ん
ぞ
く

や
仕
事
に
お
け
る
人
間
関
係
な
ど
、
ど
こ
ま
で
も
、
一
人
の
人
間
の
外
側
に
関
す
る
事
が 

ら
に
中
心
が
あ
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。 

そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、「
境
」
も
「
涯
」
も
、
と
も
に
、
何
か
空
間
的
な
場
所
や
環
境
に
関
す
る
言
葉
で
あ 

る
か
ら
で
す
。 

 

た
と
え
ば
『
新
選
漢
和
辞
典
』（
小
林
信
明
編
）
に
よ
っ
て
、「
境
」
の
意
味
を
み
ま
す
と
、
も
と
も
と
は
、
土 

地
の
切
れ
め
を
表
わ
す
漢
字
で
、
国
境
な
ど
と
し
て
使
わ
れ
る
「
く
ぎ
り
め
」、
仙
境
、
異
境
な
ど
と
し
て
使 

わ
れ
る
「
と
こ
ろ
。
場
所
。」
そ
れ
に
、
逆
境
、
順
境
な
ど
と
し
て
使
わ
れ
る
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
。
状
態
。
身 

分
。」
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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同
じ
く
「
涯
」
の
意
味
を
み
ま
す
と
、
も
と
も
と
は
、
水
ぎ
わ
の
切
り
立
っ
た
が
け
を
表
わ
す
漢
字
で
「
岸
」 

や
「
終
わ
り
、
か
ぎ
り
、
き
わ
み
、
は
て
」
な
ど
の
内
容
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 
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で
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
に
つ
い
て
、
同
辞
典
で
は
「
①
さ
か
い
。
く
ぎ
り
。
②
身
の
お
き
ど
こ
ろ
。
境
遇
。」
と
し
て 

お
り
ま
す
。 

 

同
じ
く
、
境
遇
の
「
遇
」
を
み
ま
す
と
、
も
と
も
と
は
、
二
人
が
互
い
に
進
ん
で
行
き
会
う
こ
と
を
表
わ
す 

漢
字
で
、
そ
こ
か
ら
、
遭
遇
、
奇
遇
な
ど
と
使
用
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

「
境
遇
」
と
な
る
と
、
二
人
が
互
い
に
進
ん
で
行
き
会
う
こ
と
が
転
じ
て
、
一
人
の
人
間
と
「
境
」
と
が
、 

互
い
に
引
き
合
う
よ
う
に
進
ん
で
行
き
会
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

「
境
」
が
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
「
場
所
。
と
こ
ろ
。
状
態
。
身
分
」
を
表
わ
し
ま
す
か
ら
、
一
人
の
人
間 

と
何
ら
か
の
場
所
、
状
態
、
環
境
と
が
、
人
生
を
生
き
て
ゆ
く
な
か
で
、
互
い
に
引
き
合
う
よ
う
に
し
て
行
き 

会
う
こ
と
が
「
境
遇
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
、
〝
め
ぐ
り
あ
わ
せ
〟
と
か
〝
運
命
〟
な
ど 

の
意
味
も
含
ま
せ
て
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
今
日
、
使
わ
れ
る
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
は
ほ
ぼ
〝
境
遇
〟
や
〝
身
の
上
〟
な
ど
と
同
じ
意
味 

で
す
か
ら
、
幸
・
不
幸
や
善
・
悪
を
問
わ
ず
、
あ
る
環
境
や
身
分
、
状
態
に
、
人
が
た
ま
た
ま
行
き
会
い
、
出 



会
っ
た
後
の
結
果
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
い
わ
ば
、
人
が
人
生
の
途
上
に
お
い
て
、
運
命
の
糸
に
導 

か
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
る
状
態
や
環
境
に
は
ま
り
込
ん
で
い
っ
た
と
き
の
、
そ
の
状
態
や
環
境
を
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
と 

い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

ま
ず
、
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
を
、
以
上
の
よ
う
な
一
般
的
な
意
味
に
と
る
と
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
な
る
言
葉
は
、
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟

と
〝
革
命
〟
と
が
互
い
に
相
反
し
合
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
が
運
命
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
よ
り
置
か
れ
た
人
の
状
態
な
り
環
境
な
り
を
指
し
て
、 

偶
然
的
で
受
身
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
の
に
対
し
、
〝
革
命
〟
は
、
さ
き
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
積
極
的
で
、 

能
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
、
そ
こ
に
、
本
書
の
あ
つ
か
う
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
の
一
つ
の
意
味
内
容
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
見
す
る
と
、
変
更
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
思
え
る
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
や
〝
境
遇
〟
で
あ
っ
て
も
、
〝
革
命
〟
し
て 

い
く
こ
と
が
で
き
る
―
―
何
と
積
極
的
な
人
生
へ
の
取
り
組
み
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

境
界
と
の
関
係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 

し
か
し
、
本
書
の
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
は
、
も
う
一
つ
の
よ
り
重
要
な
意
味
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が 

   

本
書
全
体
を
通
じ
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
は
、
仏
法
の
専
門
用
語
で
〝
境
界

き
ょ
う
が
い

〟
と
い
う
言
葉
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
す
。 
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そ
こ
で
、
今
、『
仏
教
語
大
辞
典
』（
中
村
元
著
）
で
「
境
界

き
ょ
う
が
い

」
の
項
を
ひ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
① 

境
地
。
②
対
象
。
諸
感
覚
機
管
に
よ
る
知
覚
の
対
象
。
認
識
の
及
ぶ
範
囲
。
認
識
対
象
。
③
領
域
。
場 

所
。
④
心
持
ち
。
さ
と
っ
た
人
の
心
の
あ
り
よ
う
。
心
の
状
態
。
心
の
さ
と
っ
た
境
地
。
⑤
状
態
。
⑥
果
報
と 

し
て
各
自
が
受
け
て
い
る
境
遇
。
善
悪
の
報
い
と
し
て
各
自
の
受
け
る
環
境
。
自
分
の
勢
力
の
及
ぶ
範
囲
で
、 

自
己
の
も
の
と
し
て
執
着
し
て
い
る
も
の
。
⑦
対
象
の
世
界
。
環
境
と
し
て
認
識
さ
れ
る
対
象
。
⑧
で
き
る
事 

が
ら
。
⑨
自
己
の
専
門
の
範
囲
内
。
⑩
身
分
の
ほ
ど
あ
い
。
さ
と
り
の
ほ
ど
。
⑪
禁
戒
を
破
る
縁
と
な
る
も 

の
、
お
よ
び
そ
れ
の
あ
る
環
境
。
⑫
妻
子
眷
属
。」
と
、
ま
こ
と
に
多
く
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
を
み
て
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
き
ま
し
た
一
般
に
使
わ
れ
る
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
の
意
味
と
あ
ま
り
変
わ
ら 

な
い
、
場
所
、
領
域
、
状
態
、
環
境
、
境
遇
、
妻
子
眷
属

け
ん
ぞ
く

な
ど
の
、
い
わ
ば
人
間
の
外
側
の
事
が
ら
が
多
い
こ 

と
に
気
づ
か
れ
た
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

そ
の
通
り
で
す
。 

表
面
的
に
み
れ
ば
、
仏
法
の
「
境
界

き
ょ
う
が
い

」
と
、
一
般
に
使
わ
れ
る
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
と
は
、
そ
の
意
味
に
大
き
な
違
い 



が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。 

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
面
的
に
み
れ
ば
、
の
こ
と
で
す
。
よ
く
よ
く
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
互
い 

に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。 

 

そ
の
違
い
の
一
つ
と
し
て
、「
境
界

き
ょ
う
が
い

」
に
は
、
た
し
か
に
、
領
域
、
場
所
、
状
態
、
環
境
な
ど
の
、
人
間
の 

外
側
の
事
が
ら
を
表
わ
す
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
人
間
の
内
側
の
事
が
ら
で
あ
る
、
悟
り
や
心
の
状 

態
、
心
持
ち
、
自
分
、
な
ど
に
関
す
る
意
味
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

も
う
一
つ
の
決
定
的
な
違
い
は
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
の
場
合
に
は
、
人
間
の
外
側
の
環
境
、
状
態
を
表
わ
す
さ
い
、 

そ
こ
に
運
命
的
な
響
き
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
の
「
境
界

き
ょ
う
が
い

」
に
は
、
運
命
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
力
を
超
え
た 

も
の
を
一
切
含
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
一
点
こ
そ
が
、
世
に
い
う
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」「
境
遇
」
と
全
く
異
な
る
と 

こ
ろ
な
の
で
す
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
を
加
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

も
う
一
度
、『
仏
教
語
大
辞
典
』
の
「
境
界

き
ょ
う
が
い

」
の
意
味
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
と
、
⑥
の
意
味
と
し
て
、 

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
し
た
。 
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「
⑥
果
報
と
し
て
各
自
が
受
け
て
い
る
境
遇
。
善
悪
の
報
い
と
し
て
各
自
の
受
け
る
環
境
。
自
分
の
勢
力
の
及 

   

ぶ
範
囲
で
、
自
己
の
も
の
と
し
て
執
着
し
て
い
る
も
の
。」 

 

こ
の
⑥
の
意
味
を
よ
く
み
ま
す
と
、
境
遇
や
環
境
な
ど
の
外
側
の
事
が
ら
に
つ
い
て
「
果
報
と
し
て
各
自
が 

20 

受
け
て
い
る
」
と
か
「
善
悪
の
報
い
と
し
て
各
自
の
受
け
る
」
と
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
が
、
む
し
ろ
、 

環
境
や
境
遇
を
引
き
寄
せ
る
、
あ
る
い
は
引
き
受
け
る
、
と
い
う
意
味
あ
い
の
強
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

こ
こ
に
は
、
お
よ
そ
運
命
的
な
力
に
よ
っ
て
、
自
分
が
動
か
さ
れ
て
、
た
ま
た
ま
、
あ
る
環
境
や
境
遇
に
め 

ぐ
り
会
う
と
い
う
考
え
で
は
な
く
、
仏
法
で
い
う
「
自
業

じ

ご

う

自
得

じ

と

く

」
の
考
え
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

境
涯
は
自
分
が
つ
く
る 

「
自
業

じ

ご

う

自
得

じ

と

く

」
と
い
え
ば
、
今
日
で
は
、
何
か
悪
事
ば
か
り
を
重
ね
て
き
て
最
後
に
破
滅
す
る
よ
う
な
悪
人
に 

対
し
て
、
被
害
者
が
投
げ
か
け
る
のヽ

のヽ

し
り

ヽ

ヽ

の
言
葉
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
仏
法
本
来
の
意
味
は
、
自 

ら
業ご

う

を
つ
く
っ
て
自
ら
そ
の
報
い
を
得
る
こ
と
で
す
。
そ
の
さ
い
、
〝
業ご

う

〟
と
は
行
為
の
こ
と
で
す
か
ら
、
良 

い
行
為
で
あ
れ
、
悪
い
行
為
で
あ
れ
、
自
分
が
行
な
っ
た
行
為
の
報
い
を
自
分
が
受
け
る
こ
と
を
い
う
言
葉
で 

す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
仏
法
の
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
で
境
遇
や
環
境
、
状
態
な
ど
の
人
間
の
外
側
の
事
が
ら
が
い
わ
れ
て
い
て 



も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
、
そ
の
人
が
か
つ
て
つ
く
っ
た
自
分
の
〝
業ご

う

〟
、
す
な
わ
ち
、
善
悪
の
行
為
に
よ 

り
、
そ
の
報
い
と
し
て
自
分
が
受
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
誰
に
も
責
任
を
と
っ
て
も
ら
う
こ
と
の
で
き 

な
い
も
の
な
の
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
書
い
て
き
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

た
と
え
ば
、
今
、
あ
ま
り
良
く
な
い
境
涯

き
ょ
う
が
い

の
真
只
中
に
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
、
か
つ
て
自
分
の
つ
く
っ
た 

行
為
の
報
い
を
受
け
て
い
る
と
捉と

ら

え
よ
、
と
い
わ
れ
て
も
、
い
っ
た
い
ど
の
行
為
の
報
い
が
現
わ
れ
た
の
か
、 

は
っ
き
り
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
、
た
と
え
、
ど
の
行
為
の
報
い
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
し
て 

も
、
わ
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
境
涯

き
ょ
う
が
い

が
良
く
な
る
も
の
で
も
な
い
、
そ
う
な
る
と
、
現
在
の
境
遇
や
境
涯

き
ょ
う
が
い

を
運
命 

の
力
に
よ
る
も
の
と
考
え
よ
う
と
、
自
分
の
か
つ
て
の
行
為
の
報
い
と
考
え
よ
う
と
、
結
果
と
し
て
は
同
じ
こ 

と
に
な
る
で
は
な
い
か
、
と
。 

 

し
か
し
、
仏
法
の
考
え
方
は
、
た
ん
に
現
在
の
結
果
を
か
つ
て
の
自
分
の
行
為
（
業ご

う

）
の
報
い
と
捉と

ら

え
る
だ 

け
で
な
く
、
現
在
、
為な

し
つ
つ
あ
る
行
為
（
業ご

う

）
が
ま
た
未
来
の
自
分
の
境
涯

き
ょ
う
が
い

や
状
態
を
つ
く
っ
て
い
く
と
考 

え
ま
す
。 
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た
し
か
に
、
現
在
の
結
果
か
ら
、
自
分
の
過
去
の
業ご

う

ば
か
り
を
せ
ん
さ
く
し
、
分
析
し
て
も
、
現
在
の
結
果 

   

と
し
て
の
境
遇
や
状
態
は
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
と
も
か
く
、
自
分
の
問
題
で
あ
り
、 

 
 

責
任
で
あ
る
と
考
え
る
ほ
う
が
、運
命
と
し
て
自
分
以
外
の
他
の
力
や
事
が
ら
に
責
任
を
転
嫁

て

ん

か

し
、あ
き
ら
め 
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た
り
、
不
平
や
愚
痴
ば
か
り
を
い
っ
て
い
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
健
康
的
で
積
極
性
が
あ
り
、
い
さ
ぎ
よ
い
の 

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
し
て
、
少
な
く
と
も
、
自
分
の
か
つ
て
の
行
為
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
か
ら
未
来
に
向
け
て
、 

自
分
の
行
為
を
少
し
で
も
良
き
方
向
に
切
り
換
え
て
い
こ
う
と
す
る
、
自
己
変
革
の
き
っ
か
け
が
そ
こ
か
ら
生 

ま
れ
て
く
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

現
在
の
境
遇
や
状
態
を
通
し
、
か
つ
て
の
自
分
の
行
為
を
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
本
書
の
サ
ブ
テ
ー
マ
で 

あ
る
「
自
分
を
み
つ
め
る
」
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。 

 

仏
法
の
説
き
明
か
す
世
界
は
、
自
分
を
み
つ
め
よ
う
と
志
し
、
自
分
を
一
歩
で
も
二
歩
で
も
高
め
、
良
き
行 

為
を
為な

そ
う
と
す
る
人
に
と
っ
て
は
か
ぎ
り
な
い
知
恵
と
教
え
に
満
ち
て
い
ま
す
。 

 

人
間
の
行
為
と
い
う
も
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
心
や
生
命
の
あ
り
方
の
問
題
に
帰
っ
て
き
ま
す
。 

 

人
間
の
心
や
生
命
の
あ
り
方
を
仏
法
は
非
常
に
く
わ
し
く
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
、
〝
人
間
い
か
に
生
き
る
べ 

き
か
〟
と
か
、
人
間
は
い
か
に
変
革
し
、
向
上
し
て
い
く
べ
き
か
、
な
ど
の
大
問
題
へ
の
数
多
く
の
指
針
が
説 



か
れ
て
く
る
の
で
す
。 

 

さ
て
、
と
も
か
く
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
の
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
は
仏
法
の
「
境
界

き
ょ
う
が
い

」
の
意
味
を
含

ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
結
果
、
一
般
的
な
意
味
で
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
の
表
わ
す
運
命
的
な
響
き
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
、
主
体
的
に 

捉と
ら

え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
同
じ
境
遇
や
状
態
を
表
わ
し
て
い
て
も
、
そ
の
境
遇
や
状
態
は
各
人
の
自
分 

の
行
為
や
心
、
生
命
の
あ
り
方
が
つ
く
り
出
す
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

こ
こ
で
、
再
び
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
誰
が
み
て
も
悲
惨
な
か
わ
い
そ
う
な
境
涯

き
ょ
う
が
い

に
な
っ
て
い
る 

人
に
対
し
て
は
、
運
命
と
し
て
あ
き
ら
め
る
よ
り
は
、
自
分
の
問
題
と
責
任
と
、
捉と

ら

え
て
積
極
的
に
そ
の
境
涯

き
ょ
う
が
い 

を
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
こ
と
は
わ
か
る
が
、
も
と
も
と
、
誰
が
み
て
も
、
恵
ま
れ
た
良
い
境
涯

き
ょ
う
が
い 

に
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
か
つ
て
の
行
為
や
心
が
け
が
良
か
っ
た
の
で
、
そ
の
報
い
と
し
て
現
在
の
姿 

が
あ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
の
過
去
の
行
為
を
誇
り
こ
そ
す
れ
、
反
省
し
た
り
、
現
在
か
ら
未 

来
に
か
け
て
良
い
行
為
を
し
よ
う
と
し
な
く
て
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、と
。 
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し
か
し
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
反
論
は
、
半
分
の
こ
と
し
か
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
後
の
半
分
、
つ 

   

ま
り
、
現
在
、
為な

し
つ
つ
あ
る
行
為
と
心
が
け
に
よ
っ
て
未
来
の
境
涯

き
ょ
う
が
い

や
状
態
が
つ
く
ら
れ
て
く
る
、
と
い
う 

部
分
を
み
て
い
な
い
の
で
す
。 
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現
在
、
恵
ま
れ
た
境
涯

き
ょ
う
が
い

に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の
心
、
生
命
の
あ
り
方
や
行
為
を
良
く
し
よ
う
と
思 

わ
ず
、
自
己
満
足
の
生
き
方
を
し
て
い
ま
す
と
、
や
は
り
、
そ
の
報
い
は
確
実
に
、
そ
の
人
の
上
に
は
ね
返
っ 

て
く
る
と
い
う
の
が
仏
法
の
説
く
厳
し
い
法
則
な
の
で
す
。 

  
 
 

境
涯
は
革
命
で
き
る 

 

こ
こ
か
ら
、
い
よ
い
よ
、
本
論
に
入
る
の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
は
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
の
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
を
め
ぐ
っ 

て
、
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
常
識
的
な
意
味
で
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
や
〝
境
遇
〟
と
比
較
し
な
が
ら
、
本
書
で
あ
つ 

か
う
境
涯

き
ょ
う
が
い

が
何
を
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
わ
け
で
す
。 

こ
こ
ま
で
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
本
書
で
い
う
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

」
は
一
般
的
な
意
味
で
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
や
〝
境 

遇
〟
を
、
そ
の
な
か
に
包
み
込
ん
で
は
い
て
も
は
る
か
に
、
人
間
の
内
側
の
心
や
生
命
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る 

部
分
が
大
き
く
、
む
し
ろ
、
内
的
境
涯

き
ょ
う
が
い

、
心
理
的
境
涯

き
ょ
う
が
い

、
生
命
的
境
涯

き
ょ
う
が
い

と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
ぐ
ら
い
で
す
。

そ
の
点
で
は
、
仏
法
で
い
う
「
境
界

き
ょ
う
が
い

」
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
さ
き
の
『
仏
教
語
大
辞
典
』
の
説 



明
で
い
え
ば
、
①
の
境
地
、
や
④
の
心
持
ち
、
心
の
状
態
、
の
意
味
内
容
を
当
然
、
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。 

 

で
は
、
な
ぜ
、「
境
界

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
と
か
、「
心
理
的
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
と
せ
ず
に
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
と
し
て
い
る
の
か 

と
い
え
ば
、
私
た
ち
、
日
蓮
正
宗
創
価
学
会
の
仏
法
運
動
に
参
加
し
て
い
る
人
々
の
体
験
や
実
感
に
お
い
て 

は
、
た
ん
に
、
心
持
ち
や
心
の
状
態
が
変
わ
る
の
み
で
は
な
く
、
一
般
的
な
意
味
で
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
〝
境
遇
〟
も 

変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
確
た
る
現
実
の
証
拠
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
私
た
ち
の
外
側
の
状
態
、
環
境
、
境
遇
と
し
て
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
も
、
内
側
の
心
や
生
命
の
状
態
と
し 

て
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
（
仏
法
語
に
い
う
〝
境

界

き
ょ
う
が
い

〟
）
も
、
と
も
に
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
信
じ
行
ず
る
な
か
で
、
変
革
さ 

れ
て
く
る
と
い
う
現
実
の
姿
を
表
現
す
る
た
め
に
、
内
と
外
、
と
も
に
含
ん
で
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
と
し
て
い
る
の 

で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
の
信
ず
る
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
が
、
た 

ん
な
る
心
の
気
休
め
や
精
神
の
慰
め
で
事
足

こ

と

た

れ
り
と
す
る
よ
う
な
宗
教
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で 

す
、
む
し
ろ
大
聖
人
の
仏
法
を
信
じ
行
じ
て
、
〝
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
る
〟
こ
と
が
、
自
ら
の
置
か
れ
た
現
実
の
状
態
や 

環
境
、
境
遇
を
変
え
て
い
く
根
本
的
な
原
動
力
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。 
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す
な
わ
ち
、
各
人
の
心
や
生
命
の
あ
り
方
と
し
て
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
が
変
革
さ
れ
る
こ
と
が
、
各
人
の
置
か
れ
た 

   

状
態
や
境
遇
と
し
て
の
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
を
も
変
革
し
て
い
く
こ
と
を
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
す
。 

 

 

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
な
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
信
じ
行
ず
る
者
に
と
っ
て
、
わ
が
「
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
る
」
と
い 

う
意
味
で
の
〝
革
命
〟
は
日
夜
、
各
人
の
五
体
に
実
感
し
て
い
る
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
そ
の
〝
命

い
の
ち

を
革か

わ 

め
〟
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
、
各
人
の
内
的
、
外
的
な
〝
境
涯

き
ょ
う
が
い

〟
が
革
命
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。 

 

で
は
、
な
ぜ
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
を
信
じ
行
ず
る
者
に
、「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ 

れ
に
応
え
る
た
め
に
こ
そ
、
本
書
が
あ
る
の
で
す
が
、
結
論
的
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
末
法
の
御
本
仏
で
あ
ら
れ 

る
日
蓮
大
聖
人
が
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
に
顕あ

ら

わ
さ
れ
た
御
本
尊
に
信
心
を
さ
さ
げ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱 

え
る
と
き
。
わ
が
五
体
全
体
に
、
〝
電
撃
的
〟
に
歓
喜
の
生
命
の
う
ね
り
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。 

 

こ
の
状
態
を
、
私
た
ち
は
、
〝
仏
界
の
生
命
が
顕
現

け
ん
げ
ん

し
た
〟
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

 

く
わ
し
く
は
、
後
に
述
べ
て
い
き
ま
す
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
仏
界
の
生
命
の
現
わ
れ
を
五
体
に
受
け
た 

と
き
、
何
よ
り
も
、
ま
ず
〝
生
き
て
い
る
〟
こ
と
そ
れ
自
体
の
意
味
と
価
値
を
発
見
し
、
人
生
へ
の
取
り
組 

み
方
に
積
極
性
と
能
動
性
が
出
て
き
ま
す
。 

 

こ
の
、
五
体
全
体
が
、
仏
界
の
生
命
に
包
ま
れ
、
五
体
の
〝
底
〟
か
ら
、
歓
喜
の
生
命
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
き 



た
と
き
、
実
感
と
し
て
〝
命

い
の
ち

を
革

あ
ら
た

め
る
〟
と
い
う
事
が
ら
を
理
解
す
る
事
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

こ
こ
で
、
〝
生
命
〟
あ
る
い
は
〝
命
〟
と
い
う
言
葉
を
無
意
識
に
使
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
も
し
、
一
般 

的
な
言
い
方
に
す
る
な
ら
ば
、
少
し
む
ず
か
し
く
な
り
ま
す
が
、
〝
私
た
ち
人
間
の
存
在
の
基
盤
〟
〝
私
た
ち
の 

生
き
る
根
拠
〟
と
い
っ
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

私
た
ち
の
存
在
の
基
盤
、
生
き
る
根
拠
を
、
仏
界
と
い
う
絶
対
的
な
状
態
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
、
現
実
の 

自
ら
の
心
の
境
涯

き
ょ
う
が
い

や
環
境
・
境
遇
な
ど
の
外
的
境
涯

き
ょ
う
が
い

を
変
革
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
変
革
の
道
程
を
指 

し
て
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

要
す
る
に
、
仏
法
は
、
現
在
の
境
遇
や
状
態
に
幸
・
不
幸
、
善
・
悪
の
差
は
あ
っ
て
も
、
今
日
か
ら
明
日
に 

向
っ
て
、
各
人
が
ど
の
よ
う
に
積
極
的
、
能
動
的
に
生
き
て
い
く
か
、
と
い
う
、
未
来
へ
の
視
点
が
強
調
さ
れ 

て
い
る
の
で
す
。
後
の
第
二
章
で
く
わ
し
く
述
べ
ま
す
が
、
仏
法
の
説
き
明
か
す
世
界
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
通 

常
の
人
生
に
お
い
て
、
一
人
一
人
の
境
遇
や
状
態
の
幸
・
不
幸
、
善
・
悪
の
差
は
、
小
さ
な
も
の
で
し
か
あ
り 

ま
せ
ん
。
仏
法
を
信
じ
行
じ
て
い
く
な
か
で
、
一
人
一
人
の
生
き
る
根
拠
が
、
〝
仏
界
〟
と
い
う
絶
対
的
な
基
盤 

に
置
か
れ
た
と
き
の
大
歓
喜
と
、
幸
福
感
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
少
々
の
物
質
的
・
経
済
的
な
豊
か
さ
や
社
会
的 
 

27 

立
場
、
地
位
の
良
さ
な
ど
か
ら
く
る
幸
福
感
は
と
る
に
足
り
な
く
な
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

    

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
豊
か
さ
や
幸
福
感
を
追
求
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う 

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 
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た
だ
、
私
た
ち
の
生
き
る
基
盤
、
根
拠
を
、
絶
対
的
な
る
も
の
に
置
か
な
い
と
、
一
見
、
物
質
的
な
境
涯

き
ょ
う
が
い

や 

社
会
的
な
立
場
が
良
く
て
も
、
一
個
の
、
他
に
は
代
え
が
た
い
、
こ
の
自
分
と
い
う
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在 

に
と
っ
て
は
、
空む

な

し
さ
と
さ
び
し
さ
と
が
残
る
ば
か
り
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
仏
法
は
、
人
間
が
絶
対
的
な
基
盤
を
根
拠
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
現
在
か
ら
未
来
に
向
け 

て
、
自
ら
の
内
と
外
と
の
境
涯

き
ょ
う
が
い

を
変
革
し
て
い
く
事
を
う
な
が
し
て
い
る
の
で
す
が
、
自
分
の
過
去
の
業ご

う

を 

み
つ
め
た
り
、
現
在
の
自
分
の
心
や
生
命
の
あ
り
方
を
み
つ
め
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
、
未
来 

に
、
よ
り
良
き
境
涯

き
ょ
う
が
い

を
築
き
上
げ
る
た
め
の
手
段
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ブ
テ
ー
マ
の
、
自 

分
を
み
つ
め
る
と
は
、
本
題
の
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
を
な
し
と
げ
る
た
め
の
、
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
と
し
て
欠
か 

す
こ
と
の
で
き
な
い
事
が
ら
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

以
上
、
か
ん
た
ん
に
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
の
意
味
を
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で 

の
説
明
は
あ
く
ま
で
、
入
口
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。 

 

以
下
の
各
章
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 



      
 
 

第
二
章 

ど
こ
に
人
生
の
根
拠
を
置
く
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
仏
法
の
出
発
点
・
四
苦
八
苦
に
つ
い
て
―
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

前
章
で
、
か
ん
た
ん
に
、
仏
法
は
、
人
間
一
人
一
人
が
「
仏
界
」
と
い
う
絶
対
的
な
状
態
を
生
き
る
根
拠
に 

す
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
掘
り
下
げ
て
い 
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き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 
 
 

釈
尊
の
問
題
提
起 

仏
法
（
仏
教
）
の
歴
史
上
の
意
味
で
の
開
祖
が
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
い
い
、
ブ
ッ
ダ
（
仏
陀
）
に
な
る
前
に
は
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
（
釈
迦
）
族
の
王

子
と
し
て
、
次
期
の
王
と
な
る
べ
き
定
め
の
も
と
に
、
そ
の
青
春
時
代
を
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め 

に
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
（
迦
毘
羅
衛
）
の
王
城
の
な
か
で
、
そ
れ
こ
そ
何
不
自
由
な
く
生
活
を
送
っ
て
い
た
の 

で
す
が
、
二
十
九
歳
（
一
説
で
は
十
九
歳
）
に
な
っ
た
と
き
に
、
絶
対
の
真
理
を
悟
ろ
う
と
し
て
、
城
を
ひ
そ
か 

に
抜
け
出
し
、
出
家
し
ま
す
。
そ
し
て
、
難
行
苦
行
を
続
け
、
つ
い
に
三
十
五
歳
（
一
説
で
は
三
十
歳
）
で
、
ブ 

ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
の
菩
提
樹

ぼ
だ
い
じ
ゅ

の
下
で
の
瞑
想

め
い
そ
う

に
よ
り
、
暁
の
明
星
の
き
ら
め
く
光
と
と
も
に
、
悟
り
の
境
地
に
入 

り
、
ブ
ッ
ダ
、
つ
ま
り
、
仏
に
成
っ
た
の
で
す
。 

仏
に
成
っ
て
か
ら
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
、
自
ら
の
悟
り
の
境
地
に
少
し
で
も
多
く
の
人
々
を
導
く
た
め
に
、
イ
ン
ド
の 



広
大
な
大
地
を
、
説
法
し
て
歩
き
続
け
、
八
十
歳
に
し
て
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
と
い
う
と
こ
ろ
で
亡
く
な
る
の
で 

す
。
仏
に
成
っ
て
か
ら
、
じ
つ
に
四
十
五
年
間
も
た
だ
た
だ
人
々
の
た
め
に
、
自
分
を
投
げ
出
し
た
貴
き
生
涯 

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

今
、
あ
ま
り
に
も
か
ん
た
ん
に
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
一
生
に
ふ
れ
ま
し
た
が
、
本
章
で
、
と
く
に
問
題
に
し
た
い
の 

は
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、
何
不
自
由
な
き
王
子
の
生
活
や
次
の
王
と
な
る
べ
き
権
力
の
立
場
を
捨
て
て
ま
で
、
出
家
に
ふ 

み
き
っ
た
原
因
や
理
由
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
点
を
問
題
と
し
て
深
く
考
え
て
い
く
と
き
、
二
千
数
百
年
前
と
い
う
、
は
る
か
昔
に
生
き
た
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、 

人
間
と
人
生
に
投
げ
か
け
た
巨
大
な
問
い
が
、
今
日
の
文
明
社
会
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
も
、
そ
の
ま
ま
、 

重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
し
、
か
ん
た
ん
に
は
解
答
で
き
な
い
根
本
的
な
問
題
を
は 

ら
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
で
し
ょ
う
。 

 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
出
家
す
る
に
い
た
っ
た
動
機
や
理
由
を
、
今
日
の
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
有
名
な 

「
四
門
出す

い

遊ゆ
う

」
あ
る
い
は
「
四
門
遊
観

ゆ
う
か
ん

」
と
い
わ
れ
る
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
〝
四
門
〟
と
は
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス 

ト
ゥ
城
の
東
、
西
、
南
、
北
の
四
つ
の
門
の
こ
と
で
あ
り
、
〝
出
遊

す
い
ゆ
う

〟
あ
る
い
は
〝
遊
観

ゆ
う
か
ん

〟
と
い
う
の
は
、
王 
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子
と
し
て
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、
そ
の
四
つ
の
門
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
遊
ぶ
た
め
に
出
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
出
た 

   

後
に
、
城
の
外
の
世
界
や
人
間
の
姿
を
観み

た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

さ
て
、エ
ピ
ソ
ー
ド
は
伝
え
ま
す
。 
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釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、
青
春
時
代
の
あ
る
と
き
、
城
の
郊
外
の
遊
園
に
遊
び
に
行
こ
う
と
し
て
東
の
門
か
ら
出
た
の
で
す 

が
、
そ
こ
に
老
人
を
見
た
、
驚
い
た
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
「
あ
れ
は
何
か
」
と
御
者

ぎ
ょ
し
ゃ

に
た
ず
ね
る
と
、「
あ
れ
は
老
人
で
す
」 

と
答
え
た
、「
老
人
と
は
何
か
」
と
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
た
ず
ね
る
と
、「
人
間
は
生
ま
れ
た
か
ぎ
り
、
必
ず
、
年
老
い
て
老 

人
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
」
と
答
え
た
、
さ
ら
に
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、「
私
も
そ
う
な
る
の
か
」
と
た
ず
ね
る
と
、「
そ
の 

と
お
り
で
す
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
、「
今
日
は
遊
び
に
行
く
の
は
や
め
よ
う
」
と
い
っ
て
、
自
分 

の
部
屋
に
戻
り
、
じ
っ
と
考
え
た
と
い
い
ま
す
。 

 

あ
る
と
き
、
南
の
門
か
ら
遊
び
に
出
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
病
人
を
見
た
、
そ
こ
で
老
人
を
見
た
と
き
と 

同
じ
よ
う
な
会
話
を
御
者

ぎ
ょ
し
ゃ

と
し
た
後
、
最
後
に
「
私
も
病
人
に
な
る
の
か
」
と
た
ず
ね
る
と
「
そ
の
と
お
り
で 

す
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
て
、
同
じ
よ
う
に
「
今
日
は
や
め
よ
う
」
と
い
っ
て
、
部
屋
に
閉
じ
こ
も
り
、
じ 

っ
と
考
え
た
と
い
う
。 

 

次
に
、
西
の
門
か
ら
出
た
と
き
、
死
人
を
見
て
、
や
は
り
、
同
じ
問
答
を
し
、「
私
も
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と 

を
確
認
し
て
、
遊
び
に
行
く
の
を
や
め
て
、
自
分
の
部
屋
で
思
索
し
た
と
い
い
ま
す
。 



 
最
後
に
、
北
の
門
か
ら
出
た
と
き
、
そ
こ
に
出
家
の
修
行
者
を
見
た
、「
あ
れ
は
何
か
」
と
た
ず
ね
る
と
、 

「
あ
れ
は
老
・
病
・
死
の
苦
し
み
の
な
い
世
界
を
求
め
て
い
る
人
で
す
」
と
の
答
え
に
、「
そ
れ
こ
そ
自
分 

の
求
め
て
い
る
も
の
だ
」
と
い
っ
て
、
出
家
の
決
意
を
し
た
、
と
い
い
ま
す
。 

  
 
 

老
・
病
・
死
を
自
分
の
問
題
と
捉
え
る 

 

以
上
が
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
老
人
、
病
人
、
死
人
、
出
家
修
行
者
の
一
つ 

一
つ
に
つ
い
て
、
御
者

ぎ
ょ
し
ゃ

に
た
ず
ね
て
は
じ
め
て
知
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
子
供
っ
ぽ
く
描
か
れ
て
い 

る
と
と
も
に
、
東
、
西
、
南
、
北
の
そ
れ
ぞ
れ
の
門
か
ら
出
て
、
老
人
、
死
人
、
病
人
、
出
家
修
行
者
と
出
会 

う
と
い
う
の
も
う
ま
く
つ
く
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

伝
説
と
い
う
も
の
の
作
り
話
は
、
が
い
し
て
こ
ん
な
も
の
で
す
が
、
も
し
、
こ
の
伝
説
の
な
か
に
、
意
味
を 

見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
何
と
い
っ
て
も
、
若
き
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

が
、
全
く
赤
の
他
人
で
あ
る
老
人
、
病
人
、
死
人
を 

見
て
、
い
ず
れ
は
自
分
に
も
襲
い
迫
っ
て
く
る
問
題
と
し
て
捉と

ら

え
た
と
い
う
点
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
普
通
の 

人
の
場
合
に
は
、
老
人
、
病
人
、
死
人
を
見
た
と
き
、
そ
の
瞬
間
は
、
心
の
な
か
を
一
抹

い
ち
ま
つ

の
不
安
や
恐
れ
が 
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よ
ぎ
る
の
で
す
が
、
一
定
の
時
間
を
過
ぎ
る
と
、
た
ち
ま
ち
、
忘
れ
て
し
ま
っ
て
目
前
の
仕
事
や
遊
び
、
人
間 

   

関
係
に
か
か
ず
ら
っ
て
ま
る
で
自
分
に
は
、
老
、
病
、
死
が
な
い
か
の
よ
う
に
時
を
過
ご
し
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 

し
か
し
、
生
あ
る
も
の
に
、
老
、
病
、
死
は
か
く
じ
つ
に
訪
れ
ま
す
か
ら
、
必
ず
こ
れ
ら
に
出
会
う
と
き
が 
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誰
に
も
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
、
人
は
不
安
と
恐
れ
を
い
だ
き
、
心
が
大
き
く
動
揺
す
る
の
が
常
で
し
ょ
う
。 

 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
偉
大
で
あ
る
の
は
、
青
年
時
代
、
つ
ま
り
、
老
、
病
、
死
の
問
題
な
ど
お
よ
そ
関
係
の
な
い
よ
う
な 

年
齢
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
自
分
の
問
題
と
し
て
捉と

ら

え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 

う
か
。 

 

ま
し
て
や
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
、
次
の
王
た
る
べ
き
王
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
青
年
時
代
は
今
日
か
ら 

み
て
も
相
当
、
裕
福
で
華
美
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
だ
け
に
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
人
間
と
人
生
へ
の
問
い 

か
け
が
、
真
剣
で
根
本
的
で
、
生
半
可

な
ま
は
ん
か

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

「
四
門
遊
観

ゆ
う
か
ん

」
あ
る
い
は
「
四
門
出す

い

遊ゆ
う

」
の
伝
説
を
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

自
身
が
仏
に
成
っ
た
後
に
、
自 

分
の
青
年
時
代
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
弟
子
た
ち
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
言
葉
を
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
わ
た
く
し
は
、
い
と
も
快
く
、
無
上
に
快
く
、
極
め
て
快
く
あ
っ
た
。
わ
が
父
の
邸
に
は
蓮
池
が
設
け
ら
れ 

て
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
或
る
処
に
は
青
蓮
華
が
植
え
ら
れ
、
或
る
処
に
は
紅
蓮
華
が
植
え
ら
れ
、
或
る
処
に 

は
白
蓮
華
が
植
え
ら
れ
て
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
た
だ
わ
た
く
し
の
た
め
に
為
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
く 



し
は
カ
ー
シ
ー
（
＝
ペ
ナ
レ
ス
）
産
の
栴
檀
香

せ
ん
だ
ん
こ
う

以
外
に
は
決
し
て
用
い
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
の
被
服
は
カ
ー
シ 

ー
産
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

襯
衣

し

ん

い

（
注
・
し
た
ぎ
、
は
だ
ぎ
の
こ
と
）
は
カ
ー
シ
ー
産
の
も
の
で
あ
っ
た
。
内
衣
は
カ
ー
シ
ー
産
の
も
の
で
あ 

っ
た
。
寒
暑
、
塵
、
草
、
露
が
わ
た
く
し
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
実
に
わ
た
く
し
の
た
め
に
昼
夜
と 

も
白
い
傘
蓋

さ
ん
が
い

（
注
・
傘か

さ

の
お
お
い
の
こ
と
）
が
た
も
た
れ
て
い
た
。
そ
の
わ
た
く
し
に
は
、
三
つ
の
宮
殿
が
あ
っ 

た
。
一
つ
は
冬
の
た
め
、
一
つ
は
夏
の
た
め
、
一
つ
は
雨
期
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
は 

雨
期
の
四
ヵ
月
は
雨
期
に
適
し
た
宮
殿
に
お
い
て
女
だ
け
の
伎
楽
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
て
、
決
し
て
宮
殿
か 

ら
下
り
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
譬
え
ば
他
の
人
人
の
邸
で
は
、
奴
僕
、
傭
人
、
使
用
人
に
は
糖
食
に
酸
い
粥
を 

そ
え
て
与
え
る
よ
う
に
、
同
様
に
わ
た
く
し
の
父
の
邸
で
は
奴
僕
、
傭
人
、
使
用
人
に
は
米
と
肉
と
の
飯
が
与 

え
ら
れ
た
。」（
筑
摩
書
房
・
世
界
古
典
文
学
全
集
６
『
仏
典
１
』
中
村
元
訳
「
仏
伝
」
よ
り
） 

 

仏
典
に
特
有
の
繰
り
返
し
の
多
い
表
現
で
す
が
、
そ
れ
で
も
青
年
時
代
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、
何
で
も
自
由
に
思
い
の 

ま
ま
に
与
え
ら
れ
、
最
上
の
快
い
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

普
通
の
青
年
な
ら
、
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
自
分
の
運
の
良
さ
に
、
い
い
気
に
な
り
、
何
で
も
手
に
入
る
権 
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力
の
座
の
美
酒
に
酔
い
し
れ
、
手
の
つ
け
よ
う
の
な
い
傲
慢

ご
う
ま
ん

で
思
い
上
が
っ
た
人
間
に
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ 

   

う
が
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
全
然
、
異
な
り
、
深
く
人
間
と
人
生
の
問
題
を
思
索
す
る
宗
教
的
天
才
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

さ
き
の
言
葉
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

を
捉と

ら

え
た
苦
悩
と
根
本
的
な
問
い
を
語
っ
て
い
ま 
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す
。
少
し
、
引
用
が
長
く
な
り
ま
す
が
、
じ
っ
く
り
味
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
わ
た
く
し
は
こ
の
よ
う
に
裕
福
で
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て
快
く
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
思
い
が
起 

っ
た
、
―
―
無
学
な
る
凡
夫
は
、
み
ず
か
ら
老
い
ゆ
く
も
の
で
、
同
様
に
老
い
る
の
を
免
れ
な
い
の
に
、
老
衰 

し
た
他
人
を
見
て
、
考
え
込
ん
で
は
、
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
し
て
い
る
。
わ
れ
も
ま
た
老
い
ゆ
く
も
の
で
、
老 

い
る
の
を
免
れ
な
い
。
自
分
こ
そ
老
い
ゆ
く
も
の
で
、
同
様
に
老
い
る
の
を
免
れ
な
い
の
に
、
老
衰
し
た
他
人 

を
見
て
は
、
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
す
る
で
あ
ろ
う
、
―
―
こ
の
こ
と
は
わ
た
く
し
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と 

言
っ
て
。
わ
た
く
し
が
こ
の
よ
う
に
観
察
し
た
と
き
、
青
年
時
に
お
け
る
青
年
の
意
気
は
全
く
消
え
失
せ
て
し 

ま
っ
た
。 

  

無
学
な
凡
夫
は
、
み
ず
か
ら
病
む
も
の
で
、
同
様
に
病
い
を
免
れ
ず
、
病
ん
で
い
る
他
人
を
見
て
、
考
え
込 

ん
で
は
、
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
し
て
い
る
。 

 

わ
れ
も
ま
た
病
む
も
の
で
、
病
を
免
れ
な
い
。
自
分
こ
そ
病
む
も
の
で
、
同
様
に
病
を
免
れ
て
い
な
い
の 



に
、
病
人
で
あ
る
他
人
を
見
て
は
、
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
す
る
で
あ
ろ
う
、
―
―
こ
の
こ
と
は
わ
た
く
し
に
は 

ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
言
っ
て
。
わ
た
く
し
が
こ
の
よ
う
に
観
察
し
た
と
き
、
健
康
時
に
お
け
る
健
康
の
意
気 

は
全
く
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。 

  

無
学
な
凡
夫
は
、
み
ず
か
ら
死
ぬ
も
の
で
、
同
様
に
死
を
免
れ
ず
、
死
ん
だ
他
人
を
見
て
、
考
え
込
ん
で 

は
、
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
し
て
い
る
。
わ
れ
も
ま
た
死
ぬ
も
の
で
、
死
を
免
れ
な
い
。
自
分
こ
そ
死
ぬ
も
の 

で
、
同
様
に
死
を
免
れ
な
い
の
に
、
他
人
が
死
ん
だ
の
を
見
て
は
、
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
す
る
で
あ
ろ
う
。 

―
―
こ
の
こ
と
は
わ
た
く
し
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
言
っ
て
。
わ
た
く
し
が
こ
の
よ
う
に
観
察
し
た
と 

き
、
生
存
時
に
お
け
る
生
存
の
意
気
は
全
く
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。」（
同
） 

 

前
と
同
様
に
、
非
常
に
繰
り
返
し
の
多
い
表
現
で
す
が
、
じ
っ
く
り
味
わ
う
と
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

を
捉と

ら

え
た
人 

間
と
人
生
へ
の
問
い
、
す
な
わ
ち
、
老
・
病
・
死
の
問
題
が
、
ひ
し
ひ
し
と
私
た
ち
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

今
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
言
動
を
要
約
す
る
と
、
人
は
誰
で
あ
っ
て
も
、
他
な
ら
ぬ
自
分
が
老
い
る
の
で
あ
り
、
病
む
の 

で
あ
り
、
死
ぬ
の
で
あ
り
、
誰
一
人
と
し
て
、
老
・
病
・
死
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら 
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ず
、
他
人
が
老
衰
し
て
い
る
姿
や
病
ん
で
い
る
姿
や
死
ん
で
い
る
姿
を
見
て
、「
こ
の
こ
と
は
わ
た
く
し
に
は 

   

ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
い
っ
て
、
悩
み
、
恥
じ
、
嫌
悪
し
て
い
る
、
こ
の
凡
夫

ぼ

ん

ぷ

一
般
の
姿
を
観
察
し
て
、
若
き 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
、
自
ら
の
青
年
の
意
気
と
健
康
の
意
気
と
生
存
の
意
気
と
を
ま
っ
た
く
消
失
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
っ 
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て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

こ
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
自
ら
語
っ
た
と
さ
れ
る
回
想
談
の
ほ
う
が
、
さ
き
に
紹
介
し
た
〝
四
門
出す

い

遊ゆ
う

（
遊
観

ゆ
う
か
ん

）
〟
の
伝 

説
よ
り
も
、
は
る
か
に
真
に
迫
っ
て
い
て
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、
王
子
の
何
不
自
由
な
き
快
い
生
活
や
次
に
来
る 

べ
き
王
と
し
て
の
権
力
の
座
を
投
げ
す
て
て
ま
で
、
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
動
機
や
理
由
を
今
日
の 

私
た
ち
に
は
っ
き
り
と
伝
え
て
く
れ
ま
す
。 

  
 
 

人
間
の
限
界
性
へ
の
視
点 

で
は
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

を
捉
え
た
人
間
と
人
生
へ
の
問
い
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
れ
は
、
一
言
で
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
む
ず
か
し
く
な
り
ま
す
が
、
人
間
の
有
限
性
、
限
界
性
、
相
対
性
な 

ど
と
い
っ
た
事
が
ら
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
は
絶
対
的
で
は
な
い
、
と
い
う
こ 

と
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
人
間
が
人
生
の
荒
波
に
も
ま
れ
て
、
老
境
の
域
に
入
っ
て
き
ま
す
と
誰 



も
が
考
え
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
場
合
は
、
人
生
が
こ
れ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
よ
う
な
青
年
期
に
早
く 

も
、
人
間
の
限
界
性
に
つ
き
あ
た
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
苦
悩
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

回
想
談
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
老
・
病
・
死
の
三
つ
は
生
き
て
い
る
も
の
な
ら
必
ず
出
会
う
も
の
で
あ 

り
、
し
か
も
、
誰
彼
の
差
別
な
く
平
等
に
迫
っ
て
く
る
と
い
う
点
で
、
例
外
の
な
い
客
観
的
な
事
実
で
あ
り
、 

法
則
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
人
間
に
か
ぎ
ら
ず
、
他
の
動
物
や
植
物
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
幅
広
い
法 

則
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
問
い
が
素
晴
ら
し
い
と
思
う
の
は
、
生
あ
る
も
の
に
か
く
じ
つ
に
、
平
等
に
訪
れ
る
と
こ
ろ 

の
老
・
病
・
死
と
い
う
当
り
前
の
事
実
を
、
し
か
も
普
通
の
人
間
な
ら
目
前
の
喜
び
や
快
楽
、
そ
し
て
忙
し
さ 

に
か
ま
け
て
見
逃
し
て
し
ま
う
事
実
を
、
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
み
つ
づ
け
て
、
そ
こ
に
、
人
間
の
限
界
性
や
相 

対
性
を
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
自
分
の
思
索
を
通
し
て
、
私
た
ち
に
も
、
同
じ 

よ
う
に
、
各
自
に
襲
っ
て
く
る
老
・
病
・
死
の
当
り
前
の
事
実
を
、
目
を
そ
ら
さ
ず
に
、
じ
っ
と
み
つ
め
て
、 

人
間
の
根
本
的
な
問
題
を
考
え
抜
く
よ
う
に
教
え
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。 
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考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
他
人
の
老
・
病
・
死
を
見
て
、
い
ず
れ
自
分
に
も
か
く
じ
つ
に
訪
れ
る
も
の
で
あ 

   

る
と
捉と

ら

え
、
そ
こ
か
ら
「
人
間
と
は
？
」「
人
生
と
は
？
」
と
考
え
、
思
索
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
動
物
や
植 

物
と
い
っ
た
他
の
生
あ
る
も
の
と
、
人
間
と
の
最
大
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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た
し
か
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
な
か
で
、
人
間
だ
け
が
、
他
で
も
な
い
、
こ
の
自
分
に
、
老
・
病
・ 

死
が
訪
れ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
自
分
を
知
る
」「
自
分
の
問
題 

と
し
て
捉と

ら

え
る
」
と
い
う
心
の
動
き
が
な
け
れ
ば
、
他
の
動
物
や
植
物
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
存
在
に
な
っ
て 

し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
問
い
は
私
た
ち
に
教
え
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
た
と
え
ば
、
犬
も
生
ま
れ
、
老
い
、
病
み
、
そ
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
が
、
犬
が
老
・
病
・
死
を 

自
分
の
問
題
と
し
て
捉と

ら

え
、
思
索
し
、
犬
の
限
界
性
に
悩
ん
だ
、
な
ど
と
い
う
と
、
笑
い
話
に
な
る
に
違
い
あ 

り
ま
せ
ん
。
誰
も
、
犬
に
そ
れ
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
、
私
た
ち
人
間
も
、
自
然
の
成
り
行
き
に
ま
か
せ
て
生
ま
れ
、
病
を
得
て
生
理
的
苦
痛
に
さ
い
な
ま 

れ
、
老
衰
し
て
精
神
的
不
安
や
苦
悩
に
打
ち
倒
さ
れ
、
そ
し
て
恐
怖
の
真
只
中
で
死
ん
で
い
く
、
と
い
う
よ
う 

に
、
た
だ
何
と
な
く
一
生
を
終
え
た
と
い
う
の
で
は
、
犬
を
笑
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

犬
な
ら
と
も
か
く
、
人
間
の
場
合
は
、
他
人
が
病
ん
だ
り
、
老
い
た
り
、
死
ん
で
い
く
の
を
は
っ
き
り
と
知 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
他
人
に
訪
れ
た
老
・
病
・
死
の
事
実
が
、
自
分
に
も
か
く
じ
つ 



に
や
っ
て
く
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
実
際
に
、
老
・
病
・
死
が
自
分
に
訪
れ
た
と
き
は
ど
ん
な
最

愛
の
人
で
あ
ろ
う
と
、
友
人
で
あ
ろ
う
と
、
代
わ
っ
て
も
ら
え
ず
に
、
自
分
が
た
っ
た
一
人
で
、
老
い
の
さ
び
し 

さ
や
不
安
、
病
の
苦
し
み
、
死
の
恐
怖
と
つ
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
凡
夫

ぼ

ん

ぷ

は
、
さ
き
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
回
想
談
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
他
人
の
老
・
病
・
死
を
見
て 

も
、
自
分
に
も
か
く
じ
つ
に
訪
れ
る
と
い
う
事
実
を
な
る
だ
け
見
な
い
よ
う
に
、
忘
れ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う 

に
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
生
き
て
き
て
も
、
老
・
病
・
死
は
か
く
じ
つ
に
訪
れ
ま
す
か 

ら
、
そ
の
と
き
に
な
っ
て
驚
き
あ
わ
て
て
も
遅
い
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
人
間
と
し
て
は
恥
ず
か
し
い
、
と
い 

う
の
が
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

を
捉と

ら

え
た
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、
老
・
病
・
死
の
現
実
を
、
自
分
が
ま
だ
ど
れ
一
つ
に
も
出
会
っ
て
い
な
い
青
年
期 

に
考
え
た
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
か
ら
み
て
も
、
偉
大
な
こ
と
な
の
で
す
。 

 

回
想
談
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
身
が
青
年
の
意
気
盛
ん
な
と
き
に
「
老
」
と
い
う
現
実
を
捉と

ら

え
て
〝
青
年 

の
意
気
が
消
失
し
〟 

健
康
そ
の
も
の
の
と
き
に
「
病
」
と
い
う
事
実
を
見
て
〝
健
康
の
意
気
が
消
失
〟
し
、 

人
生
は
こ
れ
か
ら
だ
、
と
い
う
血
気
盛
ん
な
と
き
に
「
死
」
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
厳
し
い
現
実
と
し
て 
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と
ら
え
て
〝
生
存
の
意
気
が
消
失
〟
し
て
し
ま
う
と
い
う
体
験
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

    

ま
こ
と
に
、
す
さ
ま
じ
い
精
神
力
と
洞
察
力
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。 

 

普
通
の
人
間
が
、
老
・
病
・
死
の
そ
れ
ぞ
れ
が
目
前
に
迫
っ
て
き
て
は
じ
め
て
体
験
す
る
こ
と
を
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん 
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は
、
老
・
病
・
死
の
ど
れ
一
つ
も
迫
っ
て
い
な
い
と
き
に
、
先
取
り
し
て
体
験
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

普
通
の
人
間
な
ら
ば
、
だ
い
た
い
、
次
の
よ
う
な
人
生
を
た
ど
る
の
が
一
般
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
青
年
の
と
き
に
は
、
老
人
を
見
て
も
軽
べ
つ
す
る
か
あ
わ
れ
む
か
し
て
、
や
が
て
自
分
に
く
る
運 

命
と
は
つ
ゆ
思
わ
ず
、
健
康
の
と
き
に
は
、
病
人
を
見
て
も
、
同
情
は
す
る
が
内
心
で
は
冷
や
か
に
見
て
、
自 

分
も
病
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
は
毛
筋
ほ
ど
も
思
わ
ず
、
ま
た
、
生
き
る
意
欲
に
満
ち
て
い
る
と
き
に
は
、 

他
人
の
死
を
見
て
も
、
か
く
じ
つ
に
自
分
に
も
訪
れ
る
と
い
う
事
実
を
な
る
だ
け
見
な
い
よ
う
に
し
て
、
生
き 

て
い
く
…
…
。 

 

逆
に
、
自
分
が
老
人
に
な
っ
て
み
て
は
じ
め
て
、
青
年
の
素
晴
ら
し
さ
と
有
難
さ
と
を
、
し
み
じ
み
か
み
し 

め
て
、
も
っ
と
青
年
の
と
き
に
や
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
後
悔
し
、
自
分
が
病
気
に
な
っ
て
み
て 

は
じ
め
て
、
健
康
で
あ
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
と
有
難
さ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
い
か
に
健
康
な
他
人
が
、
病 

気
の
自
分
の
辛
い
気
持
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
か
を
嘆
き
、
自
分
が
死
に
直
面
し
て
か
ら
は
じ
め
て
生
き
る
こ 

と
の
か
け
が
え
の
な
さ
と
素
晴
ら
し
さ
に
気
づ
き
、
も
っ
と
、
人
間
と
し
て
充
実
し
た
生
き
方
を
す
る
べ
き
で 



あ
っ
た
と
後
悔
を
す
る
…
…
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
普
通
の
人
間
の
た
ど
る
人
生
を
大
ざ
っ
ぱ
に
た
ど
っ
て
み
ま
す
と
、
要
す
る
に
、
人
間
は
、 

人
生
を
半
分
に
し
か
生
き
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

つ
ま
り
、
生
と
死
、
若
さ
と
老
い
、
健
康
と
病
気
、
の
そ
れ
ぞ
れ
の
半
面
し
か
生
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と 

で
す
。 

 

生
、
若
さ
、
健
康
の
と
き
に
は
、
死
、
老
い
、
病
い
を
知
ら
ず
、
逆
に
、
死
、
老
い
、
病
い
に
直
面
し
た
と
き 

に
は
じ
め
て
、
生
、
若
さ
、
健
康
の
有
難
さ
と
素
晴
ら
し
さ
に
気
づ
く
、
と
い
う
よ
う
な
半
面
的
な
生
き
方
で 

は
、
本
当
に
〝
人
間
が
生
き
る
〟
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
価
値
を
十
分
に
発
揮
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う 

か
、
そ
う
で
は
な
く
、
生
の
な
か
に
死
を
、
若
さ
の
な
か
に
老
い
を
、
健
康
の
な
か
に
病
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、 

す
で
に
含
ん
で
い
る
の
が
、
本
当
の
人
間
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
―
―
こ
う
い
う
問
い 

を
前
に
し
た
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
、
王
子
の
何
不
自
由
な
き
快
い
生
活
や
次
に
来
る
べ
き
王
と
し
て
の
権
力
の
座
な
ど
に
、 

い
か
な
る
魅
力
を
も
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
き
ま
す
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
目
前
の
快
楽
や
権
力
に
よ
る
栄
耀

え
い
よ
う

栄
華

え

い

が

を
き
わ
め
、
た
と
え
、
通
常
、
私
た
ち
の
い
う
幸
せ
の 
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頂
上
を
登
り
つ
め
て
も
、
し
ょ
せ
ん
、
老
・
病
・
死
、
な
か
ん
ず
く
、
死
を
前
に
し
た
と
き
に
、
必
ず
、
裏
切 

   

ら
れ
る
こ
と
は
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

に
は
目
に
見
え
て
い
た
か
ら
で
す
。 
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四
苦
八
苦
の
根
本
的
な
問
い 

 

こ
こ
か
ら
、
後
に
、「
生
・
老
・
病
・
死
」
の
四
苦
と
し
て
、
老
・
病
・
死
の
現
実
を
「
苦
」
と
捉と

ら

え
る
考 

え
方
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
の
「
苦
」
は
、
普
通
に
い
う
、
苦
し
み
や
苦
悩
、
苦
痛
な
ど
を
当 

然
、
含
ん
で
い
ま
す
が
、
通
常
、
私
た
ち
が
〝
幸
せ
〟
と
感
ず
る
こ
と
や
〝
楽
し
み
〟
と
す
る
こ
と
も
含
め
て 

「
苦
」
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
、
通
常
、
私
た
ち
が
感
じ
る
幸
・
不
幸
、
苦
・
楽
を
と
も
に
「
苦
」
と 

す
る
と
こ
ろ
に
、
た
ん
に
〝
楽
〟
と
比
較
し
て
の
〝
苦
〟
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
〝
幸
〟
と
比
較
し
て
の
〝
不 

幸
〟
を
超
え
た
、
よ
り
根
本
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。 

 

今
日
的
に
い
え
ば
、
仏
法
の
「
苦
」
は
、
人
間
の
存
在
自
体
の
限
界
性
、
有
限
性
、
不
自
由
性
、
非
主
体
性 

な
ど
と
表
現
で
き
る
よ
う
な
事
が
ら
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
さ
き
に
も
い
い
ま 

し
た
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
は
絶
対
的
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
間
の
有
限
性
や
不
自
由
性
を
決
定
的
に
す
る
も
の
こ
そ
、
四
苦
の
内
の
、「
死
」
の
苦 

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 



 
た
と
え
、
ど
れ
だ
け
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
を
何
不
自
由
な
く
気
ま
ま
に
生
き
、
自
分
の
力
で
で
き
な
い
も
の 

は
な
い
と
豪
語
し
て
い
る
よ
う
な
人
が
か
り
に
い
た
と
し
て
も
、「
死
」
を
前
に
し
た
と
き
に
は
、
全
て
が
水 

泡
に
帰
す
空む

な

し
さ
と
、
さ
し
も
の
自
分
に
も
限
界
が
あ
り
、
自
由
に
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
残
念
が
る
に
違 

い
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
的
な
権
力
を
使
っ
て
、
不
老
長
寿
の
薬
を
四
方
八
方
に
探
し
求
め
た
と
い
う
秦し

ん

の
始し

皇 

帝
の
例
を
出
す
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
死
苦
は
、
老
・
病
・
死
の
な
か
で
も
決
定
的
な
も
の
で
、
む
し
ろ
老
苦
も
病
苦
も
、
死
と
直 

結
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
苦
悩
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
こ
に
、
生
・
老
・
病
・
死
の
四
苦
は
、
結
局
、 

「
生
ま
れ
た
も
の
は
必
ず
死
ぬ
」「
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
ぬ
」
と
い
う
、
生
と
死
の
二
苦
に
収
ま
り
、
仏
法 

と
は
、
人
間
の
生
死
の
問
題
と
対
決
し
、
こ
れ
を
解
決
せ
ん
と
し
た
宗
教
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で 

す
。 

  

以
上
で
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

を
し
て
出
家
に
ふ
み
き
ら
せ
た
と
こ
ろ
の
、
人
間
存
在
の
根
本
問
題
と
い
う
べ
き
老 

病
・
死
の
現
実
、
あ
る
い
は
生
・
老
・
病
・
死
の
四
苦
に
つ
い
て
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
回
想
の
言
葉
に
ふ
れ
つ
つ
述
べ 
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て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
後
に
な
っ
て
、
新
た
に
四
苦
を
加
え
て
、
よ
り
具
体
的
に
、
人
間
の
限
界 

   

性
を
明
ら
か
に
し
ま
す
の
で
、
つ
い
で
に
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 
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ま
ず
は
、「
愛あ

い

別
離
苦

べ

つ

り

く

」
で
す
。
こ
れ
は
、
愛
す
る
も
の
と
必
ず
別
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
で 

あ
り
、
限
界
性
で
す
。 

 

ど
れ
だ
け
、
永
遠
の
愛
を
誓
い
合
っ
た
相
思
相
愛
の
仲
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
永
遠
の
友
情
を
交
し
合
っ
た 

友
人
同
志
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
は
、
親
子
間
、
兄
弟
姉
妹
間
の
固
い
愛
情
に
包
ま
れ
た
家
庭
で
あ
っ
て
も
、 

必
ず
「
死
」
の
現
実
の
到
来
に
よ
り
、
別
離
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
冷
厳
な
ま
で
の
事
実
を
指
摘
し 

て
お
り
ま
す
。
同
時
に
、
別
離
の
事
実
に
伴
う
心
理
的
不
安
、
憂
愁
、
苦
悩
を
も
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
愛
別

あ
い
べ
つ 

離
苦

り

く

を
め
ぐ
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
文
学
作
品
の
名
作
が
書
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

  

次
に
「
怨
憎

お
ん
ぞ
う

会
苦

え

く

」
で
す
。 

 

こ
れ
は
、
愛
と
は
反
対
に
、
怨う

ら

み
憎
ん
で
い
る
も
の
と
一
緒
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
人
間
の
不
自 

由
性
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
で
出
会
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
理
的
な
不
安
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

前
者
は
、
夫
婦
や
兄
弟
が
い
が
み
あ
い
な
が
ら
、
同
じ
屋
根
の
下
で
暮
ら
し
た
り
、
仕
事
仲
間
と
口
も
き
か 



な
い
関
係
に
あ
り
な
が
ら
も
、
同
じ
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
の
ケ
ー
ス
が
あ
て
は
ま
り
ま 

す
。 

 

後
者
は
、
絶
交
を
宣
言
し
た
り
、
二
度
と
会
う
ま
い
と
決
意
す
る
ほ
ど
怨う

ら

み
憎
ん
だ
相
手
と
、
ど
こ
か
で
会 

う
の
で
は
な
い
か
と
、
内
心
で
、
び
く
び
く
し
た
り
、
不
安
に
な
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
で
し
ょ
う
。 

 

第
三
に
、「
求ぐ

不
得
苦

ふ

と

っ

く

」
で
す
。 

 

こ
れ
は
、
求
め
て
も
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
欲
望
に
は
際
限
が
な
い
こ
と 

を
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
A
な
る
も
の
を
求
め
て
こ
れ
を
手
に
入
れ
て
も
、
人
間
の
欲
望
は
A
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
B
を 

求
め
る
よ
う
に
働
く
、
何
と
か
B
を
手
に
入
れ
て
も
、
さ
ら
に
今
度
は
B
よ
り
も
大
き
い
C
を
求
め
…
…
と
い 

う
よ
う
に
、
人
間
の
欲
望
は
果
て
し
な
く
ふ
く
れ
あ
が
り
、
結
局
、
そ
の
人
の
一
生
の
総
決
算
に
お
い
て
は
、 

求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
る
、
と
い
う
指
摘
な
の
で
す
。 

 

最
後
は
「
五
陰

ご

お

ん

盛
苦

じ
ょ
う
く

」
あ
る
い
は
「
五
取

ご

し

ゅ

陰
苦

お

ん

く

」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。 

 

こ
れ
は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
言
葉
な
の
で
、
少
し
専
門
的
に
な
り
ま
す
が
、
ま
ず
、
〝
五
陰

ご

お

ん

〟
と
は
、 
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人
間
を
形
造
っ
て
い
る
、
色ヽ

（
物
質
的
な
か
た
ち
、
身
体
）、
受ヽ

（
感
受
作
用
、
感
覚
や
感
情
）、
想ヽ

（
表
象
作
用
、
心 

   

に
も
の
や
対
象
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
）、
行ヽ

（
形
成
作
用
）、
識ヽ

（
識
別
作
用
、
も
の
を
確
認
し
、
あ
れ
こ
れ
と
判
断
す

る
こ
と
）
の
五
つ
の
要
素
を
い
い
ま
す
。 
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も
っ
と
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
人
間
の
身
体
と
心
を
五
つ
の
要
素
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
、
と
い
え 

る
で
し
ょ
う
。 

 

色ヽ

が
身
体
と
外
界
の
事
物
、
受ヽ

・
想ヽ

・
行ヽ

・
識ヽ

が
心
の
領
域
を
示
し
、
人
間
の
身
体
が
外
界
の
事
物
を
受
け 

入
れ
た
後
の
、
心
の
動
き
と
働
き
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同
じ
心
の
領
域
に
あ
り
な
が
ら
も
、
行ヽ

は 

人
間
の
身
体
と
心
を
統
一
し
形
成
す
る
力
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

要
す
る
に
、
五
陰

ご

お

ん

と
は
、
人
間
の
身
体
と
心
を
表
わ
し
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
身
体
と
心
と
が
、
外
界
の 

人
や
も
の
（
環
境
）
と
密
接
に
か
か
わ
り
、
交
渉
し
て
い
る
状
態
を
も
あ
わ
せ
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

で
は
「
五
陰

ご

お

ん

盛
苦

じ
ょ
う
く

」
あ
る
い
は
「
五
取

ご

し

ゅ

陰
苦

お

ん

く

」
と
は
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
人
間
が
自
分 

の
身
体
と
心
、
そ
し
て
、
こ
の
自
分
の
身
心
を
取
り
巻
い
て
い
る
人
や
も
の
に
取
着

し
ゅ
ち
ゃ
く

（
執

着

し
ゅ
う
ち
ゃ
く

）
す
る
と
い
う
事 

実
を
指
し
、
そ
こ
に
人
間
の
限
界
性
、
不
自
由
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
れ
で
、
新
た
に
加
わ
っ
た
四
苦
に
つ
い
て
説
明
を
終
わ
っ
た
の
で
す
が
、
さ
き
に
み
た
「
生
・
老
・
病
・ 

死
」
の
四
苦
と
、
今
述
べ
た
四
苦
と
合
せ
れ
ば
、
八
苦
に
な
り
ま
す
。 



ほ
ん
と
う
は
、「
八
苦
」
と
呼
ん
で
よ
い
の
で
す
が
、
仏
法
で
は
、
語
呂

ご

ろ

が
よ
い
の
で
、「
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

」
と
呼 

び
な
ら
わ
し
て
き
ま
し
た
。 

「
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

」
と
聞
い
て
、
〝
な
る
ほ
ど
〟
と
思
わ
れ
た
方
も
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
私
た
ち
は
、
こ
の
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

の
言
葉
を
、
日
常
の
会
話
で
よ
く
使
っ
て
い
る
か
ら
で 

す
。 

「
試
験
問
題
に
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

し
た
」「
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

し
て
資
金
繰
り
を
し
た
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
何
ら
か
の
現 

実
の
諸
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
苦
心
さ
ん
た
ん
し
た
と
き
な
ど
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
私
た
ち
の
口
を
つ 

い
て
出
て
く
る
よ
う
で
す
。 

 

そ
れ
ほ
ど
、
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

な
る
言
葉
は
、
現
在
の
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
本 

来
の
仏
法
上
の
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
と
人
生
の
根
本
的
な
問
題
を
、
私
た
ち
の
前 

に
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
す
。 

 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
時
代
か
ら
、
二
千
数
百
年
の
時
が
経
過
し
、
社
会
も
世
界
も
全
く
異
な
っ
た
、
科
学
技
術
の
高
度
に 

発
達
し
た
現
代
文
明
に
生
活
し
て
い
る
私
た
ち
で
す
が
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

を
捉と

ら

え
た
巨
大
な
問
い
は
現
代
の
私
た 
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ち
に
い
ま
だ
重
く
の
し
か
か
り
、
決
し
て
色
あ
せ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
今
日
ほ
ど
真
剣
に
取
り
組
ま
ね
ば 

   

な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
も
の
で
す
。 
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「
自
分
・
人
・
も
の
」
は
生
き
る
根
拠
に
な
ら
な
い 

 

さ
て
、
私
は
、
こ
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
投
げ
か
け
に
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

を
、
次
の
よ
う
に
、
私
な
り
に
捉と

ら

え
て
い
ま
す
。 

 

さ
き
に
も
み
た
よ
う
に
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
問
い
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
人
間
の
有
限
性
、
不
自
由
性
、
相
対
性
に
気 

づ
き
、
そ
こ
か
ら
、
人
間
の
よ
っ
て
立
つ
絶
対
的
な
基
盤
、
根
拠
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
よ
う
と 

し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
。 

 

本
章
の
「
ど
こ
に
人
生
の
根
拠
を
置
く
か
」
と
い
う
、
い
か
に
も
固
苦
し
い
テ
ー
マ
も
、
実
は
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
投 

げ
か
け
た
問
い
を
、
私
な
り
に
い
い
か
え
さ
せ
て
も
ら
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
〝
人
生
の
根
拠
〟
と
い
う
観
点
で
、
も
う
一
度
、
四
苦

し

く

八
苦

は

っ

く

の
意
味
を
捉と

ら

え
直
し
て
み
ま
す
と
、
ま
ず 

「
生
・
老
・
病
・
死
」
の
四
苦

し

く

に
お
い
て
は
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
は
か
な
く
、
限
り
あ
る
こ
と
を
示 

し
、
人
間
自
体
に
は
生
き
る
根
拠
や
基
盤
を
置
け
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。 

 

次
に
、
愛あ

い

別
離
苦

べ

つ

り

く

と
怨
憎

お
ん
ぞ
う

会
苦

え

く

と
は
、
愛
と
怨
憎

お
ん
ぞ
う

と
は
正
反
対
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
か
か
わ
る
他
者
（
人
） 

が
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
点
で
は
共
通
し
て
い
ま
す
。 



 
つ
ま
り
、
自
分
の
全
存
在
を
投
げ
与
え
て
も
か
ま
わ
な
い
ほ
ど
愛
し
て
る
相
手
で
あ
っ
て
も
、
死
に
よ
っ
て 

無
情
に
も
必
ず
別
離
の
と
き
が
く
る
し
、
ま
た
相
手
の
心
変
わ
り
で
裏
切
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と 

は
、
他
者
（
人
）
が
、
絶
対
的
な
生
き
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
自
分
が
ど
ん
な
に
怨う

ら

み
憎
ん
で
い
て
も
、
ど
こ
か
で
会
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
や
、
一
緒
に 

生
活
し
た
り
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
る
の
は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら 

な
い
と
い
う
点
で
、
自
分
も
ま
た
、
生
き
て
い
く
う
え
で
の
根
拠
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の 

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

さ
ら
に
、
求ぐ

不
得
苦

ふ

と

っ

く

は
、
人
間
が
ど
れ
だ
け
事
物
（
も
の
）
を
得
よ
う
と
求
め
て
そ
れ
な
り
に
獲
得
し
て
も
、 

そ
れ
を
上
回
る
欲
望
が
あ
ふ
れ
て
き
て
、
結
局
、
得
ら
れ
な
い
空む

な

し
さ
を
か
こ
つ
こ
と
に
な
る
こ
と
を
教
え
て 

い
ま
す
の
で
、
要
す
る
に
、
事
物
（
も
の
）
そ
れ
自
体
も
、
人
間
の
生
き
る
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
示
し 

て
い
る
と
い
え
ま
す
。 

 

最
後
の
五
陰

ご

お

ん

盛
苦

じ
ょ
う
く

は
、
以
上
の
七
苦
を
い
わ
ば
総
括
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
身
心
を
も
っ
て
生
き
て
い 

る
自
分
と
、
そ
の
自
分
が
か
か
わ
る
他
人
や
事
物
（
も
の
）
が
、
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
の
絶
対
的
な
根 
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拠
、
支
え
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。 

    

こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
青
年
・
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

を
捉と

ら

え
た
、
人
間
と
人
生
へ
の
根
本
的
な
問
い
は
、
要
す
る 

に
、「
自
分
・
人
・
も
の
」
が
生
き
る
う
え
で
の
絶
対
的
な
基
礎
・
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
後
に
、 
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い
っ
た
い
何
を
根
拠
に
し
て
人
間
は
生
き
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
と
し
て
捉と

ら

え
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

釈
尊
の
嘆
き
は
、「
自
分
・
人
・
も
の
」
が
、
人
間
の
生
き
る
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
の
に
、 

通
常
、
人
々
は
、
あ
い
も
変
わ
ら
ず
、「
自
分
・
人
・
も
の
」
の
ど
れ
か
に
し
が
み
つ
い
て
、
何
と
か
自
ら
の 

生
き
る
根
拠
、
支
え
に
し
よ
う
と
あ
く
せ
く
し
て
、
結
局
、
ど
れ
に
も
裏
切
ら
れ
て
ほ
ぞ
を
か
む
よ
う
な
こ
と 

ば
か
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

仏
に
成
り
悟
り
を
得
た
後
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
、
こ
の
通
常
の
人
間
（
凡
夫

ぼ
ん
ぷ

）
の
姿
を
「
無
明

む
み
ょ
う

」（
明
ら
か
な
る
こ
と
無
し
） 

と
断
じ
、
そ
の
無
明

む
み
ょ
う

な
る
人
間
の
あ
り
方
を
転
換
し
、
絶
対
的
な
基
盤
、
根
拠
（
こ
れ
を
仏
法
で
は
「
法
」
と 

も
「
仏
界
」
と
も
い
い
ま
す
）
に
も
と
づ
い
て
生
き
る
よ
う
、
う
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
、
凡
夫

ぼ

ん

ぷ

に
説
き
続
け
た
の
で
す
。 

 

で
は
、
い
っ
た
い
、
人
間
の
生
き
る
絶
対
的
な
根
拠
、
基
盤
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
は
た
し
て
、
そ
ん
な
も 

の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
悟
っ
た
〝
法
〟
と
は
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か 

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 



        
 
 

第
三
章 

絶
対
の
根
拠
を
求
め
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
仏
法
の
九
識
論
を
め
ぐ
っ
て
―
― 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 

人
間
の
心
の
構
造 
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前
章
で
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
提
起
し
た
人
生
の
根
本
問
題
、
す
な
わ
ち
、「
人
・
も
の
・
自
分
」
が
、
人
間
が
生
き
て 

い
く
う
え
で
の
絶
対
的
な
根
拠
、
基
盤
に
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
読
者
の
な 

か
に
は
、「
人
・
も
の
・
自
分
」
の
う
ち
、「
人
・
も
の
」
の
二
つ
が
、
絶
対
的
な
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
は
よ 

く
わ
か
る
が
、
も
う
一
つ
の
「
自
分
」
が
根
拠
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
生 

き
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
る
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
を
も
た
れ
、
首
を
か
し
げ
ら
れ
る
方
も 

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

 

た
し
か
に
、
長
年
、
人
生
の
修
羅
場

し

ゅ

ら

ば

を
く
ぐ
っ
て
こ
ら
れ
た
豊
か
な
経
験
の
持
ち
主
な
ら
、「
人
・
も
の
」 

に
は
裏
切
ら
れ
て
ば
か
り
で
こ
の
二
つ
が
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
、
だ
か
ら
こ
そ
、
最 

後
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
「
自
分
」
し
か
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
〝
哲
学
〟
を
も
っ
て
、
以
後
の
人
生
を
送
ろ 

う
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
「
自
分
」
も
根
拠
に
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
仏
法
と
い
う
の
も
、
ず
い
ぶ
ん
、
残 

酷
な
こ
と
を
い
う
で
は
な
い
か
、
と
憤
慨

ふ
ん
が
い

さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
仏
法
の
九く 

識
論

し
き
ろ
ん

を
、
落
ち
着
い
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
仏
法
が
決
し
て
、
よ
い
加
減
な
教
え
で
は
な
く 



真
剣
に
人
間
と
人
生
の
問
題
を
思
索

し

さ

く

す
る
人
に
は
多
く
の
教
訓
と
知
恵
を
与
え
る
深
い
哲
学
を
も
っ
て
い
る
こ 

と
に
気
づ
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
本
章
を
一
読
さ
れ
て
か
ら
、
も
う
一
度
、
は
た
し
て
、
今
ま
で
思
っ 

て
き
た
通
り
、「
自
分
」
が
根
拠
に
な
る
か
を
、
考
え
直
し
て
み
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

さ
て
、
仏
法
の
九く

識
論

し
き
ろ
ん

と
い
う
の
は
、
か
ん
た
ん
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
間
の
心
に
九
つ
の
心
が
あ
る
と 

い
う
理
論
な
の
で
す
。 

 

人
間
の
心
に
は
、
私
た
ち
が
日
頃
、
〝
自
分
の
心
〟
〝
私
の
心
〟
な
ど
と
い
っ
て
い
る
、
意
識
で
捉と

ら

え
ら
れ
る 

心
の
ほ
か
に
、
意
識
で
は
捉と

ら

え
ら
れ
な
い
心
も
あ
り
、
か
な
り
複
雑
で
深
い
層
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か 

と
い
う
研
究
が
、
西
欧
で
は
、
よ
う
や
く
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
深
層

し
ん
そ
う

心
理
学

し
ん
り
が
く

な
ど
の
学
問
に
よ
っ
て
解 

明
さ
れ
始
め
、
今
日
で
は
大
き
な
潮
流
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
仏
法
に
お
い
て
は
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
仏
陀

ぶ

っ

だ

に
成
っ
て
以
来
、
か
な
り
早
い
時
代
か
ら
、
人
間
の
心
の
奥
深 

い
層
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
天
才
た
ち
に
よ
っ
て
鋭
く
洞
察
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
イ
ン 

ド
の
ヴ
ァ
ス
ヴ
ァ
ン
ド
ゥ
（
世
親

せ

し

ん

、
ま
た
は
天
親

て
ん
じ
ん

）
な
ど
は
、
四
、
五
世
紀
頃
の
人
で
す
が
、
す
で
に
、
今
日 

の
深
層

し
ん
そ
う

心
理
学

し
ん
り
が
く

の
成
果
に
比
し
て
も
決
し
て
ひ
け
を
と
ら
な
い
ぐ
ら
い
、
人
間
の
心
の
深
い
層
を
発
見
し
て
お 
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り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
早
い
時
代
か
ら
仏
法
で
は
、
人
間
の
心
の
解
明
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
完
成
さ 

 

 

れ
た
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
「
九く

識
論

し
き
ろ
ん

」
と
い

う
も
の
で
す
。 

「
九
識

く

し

き

」
の
〝
識し

き

〟
に
つ
い
て
は
、
仏
法
の
専
門
的
な 

解
説
で
は
、
識
別

し
き
べ
つ

、
認
識

に
ん
し
き

、
な
ど
の
〝
識し

き

〟
と
し
て
細

か
く
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
簡
略

化
し
て
、
た
ん
に
「
心
」
と
し
て
お
き
ま
す
。 

 

そ
う
し
ま
す
と
、「
九
識

く

し

き

」
は
、
九
つ
の
心
、
を
意 

味
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

で
は
、
九
つ
の
心
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。 

 

今
、
完
成
さ
れ
た
仏
法
の
九く

識
論

し
き
ろ
ん

を
、
私
な
り
に
わ

か
り
や
す
く
ア
レ
ン
ジ
し
て
、「
人
間
の
心
の
構
造
」
と

し
て
図
示
し
て
み
ま
す
と
、
上
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
の
図
を
見
な
が
ら
、
説
明
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま 

す
。 



 
ま
ず
、
こ
の
図
の
形
で
す
が
、
な
ん
と
も
奇
妙
な
格
好
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ち
ょ
う
ど
、
私
た
ち
が
幾
何
学

き

か

が

く

で
学
ん
だ
円
錐
台

え
ん
す
い
だ
い

が
、
水
面
に
浮
か
ん
で
い
る
図
と
い
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ 

 

う
か
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
円
錐
台

え
ん
す
い
だ
い

が
、
大
き
く
四
つ
の
層
に
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

一
番
、
左
の
矢
印
（ 

 

）
は
、
人
間
の
心
を
、
底
へ
底
へ
と
掘
り
下
げ
て
行
く
動
き
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
№
１
～
№
９
の
し
る
し
は
、
人
間
の
九
つ
の
心
を
数
字
で
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

 

で
は
矢
印
の
動
き
に
し
た
が
っ
て
、
表
面
か
ら
深
層
へ
と
、
順
次
、
心
の
内
容
を
説
明
し
て
い
き
ま
し
ょ 

う
。 

 

一
番
上
の
、
円
錐
台

え
ん
す
い
だ
い

の
上
に
、
№
１
眼
、
№
２
耳
、
№
３
鼻
、
№
４
舌
、
№
５
身
、
の
五
つ
の
心
が
、
ヨ 

コ
に
平
行
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
五
つ
の
心
は
、
人
間
の
心
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
表
面
に
あ
る
も
の
で
、
心
の
先
端
部
分
と
い
い
ま
す 

か
、
心
が
外
界
と
接
触
す
る
窓
口
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
普
通
、
感
覚
器
官
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
五
つ
あ 
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る
と
こ
ろ
か
ら
、
五
官
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

    

こ
の
五
つ
の
感
覚
器
官
は
、
同
時
に
働
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
図
の
よ
う
に
、
円
錐
台

え
ん
す
い
だ
い

上
に
、
ヨ
コ
に 

並
べ
て
記
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 
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し
た
が
っ
て
、
№
１
、
№
２
、
№
３
、
№
４
、
№
５
と
の
番
号
を
つ
け
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
、 

便
宜

べ

ん

ぎ

上
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
順
番
に
、
感
覚
器
官
が
働
く
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
（
皮
膚
）
の
五
官
に
も
心
が
あ
り
、 

そ
れ
ぞ
れ
に
識
別

し
き
べ
つ

す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

と
も
か
く
、
人
間
が
外
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
や
人
に
接
す
る
と
き
、
ま
ず
、
目
で
も
の
を
見
、
耳
で
音
や 

声
を
聞
き
、
鼻
で
香
り
や
臭
い
を
か
ぎ
、
舌
で
主
と
し
て
と
り
入
れ
た
飲
食
物
を
味
わ
い
、
身
（
皮
膚

ひ

ふ

）
で
、 

も
の
に
ふ
れ
た
り
、
気
候
の
寒
暖
や
風
の
温
冷
を
感
じ
と
り
ま
す
。
感
触
、
タ
ッ
チ
な
ど
は
す
べ
て
、
こ
の
身 

（
皮
膚

ひ

ふ

）
感
覚
か
ら
く
る
も
の
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
生
命
活
動
は
、
五
官
を
通
し
て
外
界
か
ら
物
質
や
情
報
を
と
り
入
れ
、
こ
れ
ら
を 

判
断
し
て
、
そ
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
外
界
に
対
応
す
る
と
い
う
関
係
性
を
維
持

い

じ

し
な
が
ら
営
ま
れ
て
い
る
わ 

け
で
す
。 

 

今
、
述
べ
た
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
の
五
官
は
、
こ
の
私
た
ち
の
基
本
的
な
生
命
活
動
の
窓
口
に
あ
た
る
の 



で
す
。 

 

こ
こ
ま
で
の
説
明
は
ご
く
当
り
前
の
こ
と
で
、
誰
も
が
納
得
で
き
る
常
識
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 
 

 

 

そ
し
て
、
そ
の
常
識
的
な
説
明
は
、
次
な
る
№
６
の
意
識
に
お
い
て
も
同
じ
で
す
。 

 

こ
の
№
６
の
心
は
、
図
を
見
て
い
た
だ
け
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
五
官
の
心
が
、
ヨ
コ
に
並
べ 

て
記
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
タ
テ
に
重
層
的
に
深
ま
っ
て
い
く
心
の
構
造
の
一
番
上
に
あ
る
も
の
で 

す
。
し
た
が
っ
て
、
№
６
か
ら
以
下
№
９
ま
で
の
番
号
は
、
順
次
に
、
心
が
深
ま
っ
て
い
く
順
番
を
表
わ
し
て 

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
№
６
の
意
識
と
は
ど
う
い
う
心
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
五
官
を
窓
口
と
し
て
と
り
入
れ 

た
種
々
の
情
報
、
感
覚
、
つ
ま
り
、
目
で
も
の
を
見
、
耳
で
音
を
聞
い
た
り
し
た
こ
と
な
ど
を
総
合
し
、
そ
れ 

が
何
で
あ
る
か
、
を
判
断
し
識
別

し
き
べ
つ

す
る
心
を
指
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
五
官
の
窓
口
の
奥
で
、
こ
の
五
官
を 

統
一
し
、
窓
口
か
ら
入
っ
て
く
る
も
の
を
受
け
止
め
、
判
断
し
、
遠
近
法
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
位
置 

づ
け
る
心
が
№
６
の
意
識
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
こ
の
№
６
の
心
の
働
き
で
、
自
分
の
生
命
自
体
を
危
険
か
ら
護ま

も

っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。 
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た
と
え
ば
、
道
を
歩
い
て
い
る
と
き
な
ど
に
、
ま
ず
、
ど
こ
か
で
エ
ン
ジ
ン
の
音
が
す
る
の
を
聞
い
た
、
こ 

   

の
時
、
す
で
に
、
エ
ン
ジ
ン
の
音
の
す
る
場
所
が
自
分
の
体
か
ら
遠
い
所
か
近
い
所
か
を
あ
る
程
度
、
直
感
し 

て
い
て
、
あ
ま
り
に
も
近
い
と
、
と
っ
さ
に
体
を
か
わ
そ
う
と
の
判
断
が
働
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
す 
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ぐ
さ
ま
目
で
音
の
す
る
方
向
を
見
て
、
車
が
近
づ
い
て
く
る
の
を
確
認
し
、
そ
の
位
置
を
見
定
め
な
が
ら
、
安 

全
か
危
険
か
を
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
っ
と
も
、
た
ん
に
耳
、
目
だ
け
で
は
な
く
、
鼻
や
身
（
皮
膚

ひ

ふ

） 

も
同
時
に
働
き
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
外
界
の
も
の
や
人
の
位
置
、
様
子
、
形
な
ど
を
し
っ
か
り 

捉と
ら

え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
、
捉と

ら

え
た
後
に
、
外
界
に
向
か
っ
て
対
応
し
て
い
く
働
き
を
も
つ
の
も
、 

№
６
の
心
で
す
。 

 

以
上
、
№
１
か
ら
№
５
ま
で
の
感
覚
の
心
と
こ
の
五
官
を
統
一
す
る
№
６
の
心
を
説
明
し
て
、
早
く
も
九
つ 

の
心
の
う
ち
、
六
つ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
日
常
的
な
心
と
い 

い
ま
す
か
、
誰
も
が
共
通
に
働
か
せ
て
生
き
て
い
る
心
の
層
と
い
え
ま
す
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
表
面
の 

心
、
表
層
の
心
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
№
６
の
心
ま
で
は
、
と
く
に
仏
法
で
は
な
く
と
も
、
一
般
の
心
理
学
や
哲
学
な
ど
が
指 

摘
し
て
い
る
の
と
大
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 



 
 
 

「
自
分
」
は
№
７
に
す
ぎ
な
い 

 
 

さ
て
、
い
よ
い
よ
、
№
７
の
心
に
入
り
ま
す
。
こ
の
心
あ
た
り
か
ら
、
仏
法
が
発
見
し
た
独
自
の
領
域
に
な 

り
ま
す
。 

 

図
に
は
、
№
７
の
心
と
し
て
自
我

じ

が

（
自
分
）
と
書
き
込
ん
で
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
、
前
章
で
問
題
に
な
っ
て 

い
た
自
分
が
根
拠
に
な
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
「
自
分
」
が
こ
の
№
７
に
あ
た
り
ま
す
。 

 

仏
法
の
専
門
的
な
言
葉
で
は
、
こ
の
部
分
を
、
未
那
識

ま

な

し

き

と
い
い
ま
す
。
未
那

ま

な

と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
言 

葉
の
発
音
に
そ
の
ま
ま
漢
字
を
あ
て
は
め
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
は
、
思
惟
、
思
考
、
考
え
る
、
と
い
う
こ
と 

で
す
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
№
７
の
心
は
、
自
我

じ

が

意
識
、「
自
分
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
、
私ヽ

が
私ヽ

が
と
思
い
、
お
れ

ヽ

ヽ

がヽ 

お
れ

ヽ

ヽ

がヽ

と
考
え
る
心
の
領
域
で
す
。 

 

こ
の
自
我

じ

が

意
識
は
、
日
常
生
活
の
ほ
と
ん
ど
を
支
配
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ぐ
ら
い
、
は
げ
し
い
も
の
で 

す
。
も
っ
と
も
、
私
た
ち
が
一
日
の
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て
自
分
の
心
の
動
き
を
反
省
し
て
み
て
も
、
そ
れ
ほ 
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ど
「
お
れ
が
」「
自
分
が
」
と
い
う
心
が
極
端
に
現
わ
れ
た
場
面
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仏 

   

法
で
は
、
私
た
ち
が
日
常
生
活
で
気
が
つ
か
な
い
間
も
、
こ
の
№
７
の
「
自
分
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
、
始 

終
つ
き
ま
と
い
、
表
面
に
出
よ
う
出
よ
う
と
、
す
き
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
説
い
て
い
ま
す
。 
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そ
れ
ゆ
え
に
、
平
穏

へ
い
お
ん

な
と
き
に
は
、
べ
つ
だ
ん
「
私
が
」
と
思
わ
な
い
の
に
、
何
か
友
人
か
ら
侮
辱

ぶ
じ
ょ
く

さ
れ
た 

と
か
、
無
視
さ
れ
た
と
い
っ
た
場
合
に
、
突
如

と
つ
じ
ょ

、「
私
が
」「
自
分
が
」「
お
れ
は
」
と
い
っ
た
心
が
む
く
む
く 

と
頭
を
も
ち
あ
げ
る
わ
け
で
す
。 

 

逆
に
、
人
か
ら
誉ほ

め
ら
れ
た
と
か
、
称た

た

え
ら
れ
た
と
か
い
っ
た
場
合
に
も
、
同
じ
く
、
№
７
の
心
は
威
勢
よ 

く
飛
び
出
し
て
き
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
き
ま
す
と
、
№
７
の
心
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
毀
誉

き

よ

褒
貶

ほ
う
へ
ん

〟
に
弱
い
と
い
え
る
よ
う
に 

思
え
て
き
ま
す
。 

 

ど
れ
だ
け
、
表
面
は
平
静
を
た
も
ち
、「
自
分
」
を
出
さ
な
い
よ
う
に
み
え
る
人
で
も
、
意
外
に
、
こ
の
〝
毀き 

誉よ

褒
貶

ほ
う
へ
ん

〟
に
接
す
る
と
、
日
頃
の
平
静
も
、
も
の
か
は
、
た
ち
ま
ち
、「
自
分
」
を
む
き
出
し
に
す
る
よ
う
な 

場
面
に
出
会
っ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
う
し
て
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
は
、
№
６
の
心
の
奥
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
気
づ
か
な
い
間
に
も
働
い
て
い 

る
点
で
は
、
何
か
深
層
の
心
の
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
、
何
か
侮
辱

ぶ
じ
ょ
く

さ
れ
た
と
か
誉
め
ら
れ
た
と
か
の
機
縁

き

え

ん

に 



接
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
、
私
た
ち
が
意
識
で
き
る
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
か
ら
、
わ
り
あ
い
に
、
表
層
、
表
面 

の
心
に
近
い
と
も
い
え
ま
す
。
そ
れ
で
、
私
は
、
こ
の
№
７
の
心
を
、
表
層
部
分
と
深
層
部
分
の
間
に
、
揺
れ 

動
く
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。 

 

図
の
一
番
左
の
矢
印
（ 

 

）
の
す
ぐ
右
側
に
、
そ
の
こ
と
を
し
る
し
て
い
ま
す
の
で
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
が
い
か
に
強
く
働
い
て
い
る
か
の
例
と
し
て
、
仏
教
学
者
の
玉
城
康

た
ま
き
こ
う

四
郎

し

ろ

う 

東
大
名
誉
教
授
の
話
を
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
私
の
友
人
が
胸
を
悪
く
し
ま
し
て
切
開
手
術
を
や
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
な
り
手
の
こ
ん
で
お
っ
た
病
気 

と
み
え
ま
し
て
、
四
時
間
ぐ
ら
い
そ
の
手
術
が
か
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
は
私
の
若
い
友
人
で
あ 

り
ま
し
て
、
い
ま
元
気
に
活
動
し
て
お
り
ま
す
が
、
非
常
に
温
厚
な
、
ま
じ
め
な
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
人 

が
、
手
術
を
始
め
る
前
に
麻
酔
を
か
け
ら
れ
た
。
全
身
麻
酔
を
か
け
ら
れ
る
や
い
な
や
、
全
く
意
識
を
失
っ
て 

し
ま
う
、
つ
ま
り
、
五
感

ご

か

ん

と
五
感

ご

か

ん

を
統
一
し
て
い
る
心
、
こ
こ
ま
で
の
働
き
は
全
部
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
麻 

酔
に
よ
っ
て
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
ド
ク
タ
ー
が
メ
ス
を
取
っ
て
手
術
を
始
め 

る
と
、
へ
い
ぜ
い
は
温
厚
な
ま
じ
め
な
人
が
、
ド
ク
タ
ー
に
向
か
っ
て
悪
口
雑
言
を
吐
き
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん 
 

63 

ひ
ど
く
な
っ
て
い
っ
た
。
手
術
の
間
じ
ゅ
う
、
そ
ば
に
い
た
看
護
婦
さ
ん
も
聞
く
に
た
え
な
い
ほ
ど
の
雑
言
悪 

   

罵
を
、
ド
ク
タ
ー
に
向
か
っ
て
や
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
本
人
は
何
も
知
ら
な
い
。
そ
の
手
術
が 

終
わ
り
ま
し
て
、
や
っ
と
麻
酔
か
ら
目
が
覚
め
た
時
に
、
看
護
婦
さ
ん
が
、
実
は
あ
な
た
は
こ
う
こ
う
い
う
こ 
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と
で
あ
り
ま
し
た
よ
、
と
い
う
と
、
本
人
は
と
た
ん
に
ア
ッ
ハ
ッ
ハ
と
笑
っ
た
と
い
う
の
で
す
。」（
春
秋
選
書 

『
宗
教
と
人
生
』
第
二
章
「
人
間
の
心
」
よ
り
） 

 

こ
の
話
は
、
な
か
な
か
面
白
い
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
全
身
麻
酔
を
か
け
ら
れ
ま
す
と
、
心
の
表
層
部
分
、
す
な
わ
ち
、
五
官
と
こ
れ
を
統
一
す
る
№
６ 

の
意
識
、
の
働
き
は
全
く
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
だ
け
は
麻
酔
に
か
か
わ
ら
ず
よ
く
働 

い
て
い
て
、
手
術
す
る
ド
ク
タ
ー
に
向
か
っ
て
、
悪
口

あ
っ
こ
う

雑
言

ぞ
う
ご
ん

を
吐
か
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

№
７
の
自
分
と
い
う
考
え
は
、
こ
れ
だ
け
強
く
は
げ
し
く
、
表
層
の
心
の
奥
で
働
い
て
い
ま
す
の
で
、
仏
法 

で
は
、
〝
汚
れ
た
末
那
識

ま

な

し

き

〟
と
呼
ん
で
、
人
間
が
乗
り
越
え
、
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
と
し
て
い
る
わ 

け
で
す
。 

 

普
通
の
場
合
、
こ
こ
で
、
自
我

じ

が

意
識
が
強
く
は
げ
し
く
と
も
、
別
に
問
題
に
し
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
仏
法 

で
は
、
こ
の
人
間
の
自
我

じ

が

意
識
を
こ
そ
問
題
に
し
、
い
わ
ゆ
る
煩
悩

ぼ
ん
の
う

の
最
た
る
も
の
と
し
て
捉と

ら

え
て
い
く
の
で 

す
。
そ
し
て
、
№
７
の
心
を
「
我
癡

が

ち

・
我
愛

が

あ

い

・
我
慢

が

ま

ん

・
我
執

が
し
ゅ
う

」
の
四
煩
悩

ぼ
ん
の
う

と
捉
え
、
人
間
の
克
服
し
な
け
れ
ば 



な
ら
な
い
壁
と
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

〝
我
癡

が

ち

〟
と
は
、
我
に
関
す
る
無
知
、
〝
我
愛

が

あ

い

〟
と
は
自
分
に
対
す
る
愛
着
の
心
、
〝
我
慢

が

ま

ん

〟
は
、
今
日
、 

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
我
慢

が

ま

ん

強
い
」
の
我
慢

が

ま

ん

で
は
な
く
、
お
の
れ
を
た
の
ん
で
心
が
お
ご
る
こ
と
。
〝
我
執

が
し
ゅ
う

〟 

と
は
、
自
分
を
中
心
と
し
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
心
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

私
は
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
№
７
の
心
の
問
題
点
は
、
人
間
な
ら
誰
に
で
も
あ
る
、
自
己
中
心
性
の
は
げ 

し
さ
、
と
捉と

ら

え
て
い
ま
す
。 

 

今
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
に
、「
我
利

が

り

我
利

が

り

亡
者

も
う
じ
ゃ

」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
欲
深
い
人
や
理
不 

尽
な
人
を
の
の
し
っ
て
い
う
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
我
利

が

り

我
利

が

り

」
と
い
う
の 

が
他
を
省
み
ず
、
自
分
の
利
益
だ
け
に
目
を
向
け
る
心
の
あ
り
方
を
よ
く
表
わ
し
て
い
て
、
私
は
№
７
の
心
の 

本
質
を
説
明
す
る
と
き
、
こ
の
「
我
利

が

り

我
利

が

り

」
の
言
葉
を
よ
く
引
き
合
い
に
出
し
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
№
７
の
心
は
、
人
間
を
し
て
、
我
利

が

り

我
利

が

り

と
自
己
中
心
的
に
生
き
る
こ
と
を
強
制
す
る
は
げ
し
い 

煩
悩

ぼ
ん
の
う

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

で
は
、
な
ぜ
、
仏
法
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
自
我

じ

が

意
識
、
自
己
中
心
性
と
い
う
も
の
を
、
克
服
す
べ
き 

 

65 

壁
と
し
て
捉と

ら

え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
読
者
の
な
か
に
は
、
こ
の
点
を
こ
そ
早
く
明
確
に
せ
よ
、
と
思
っ
て
お
ら 

   

れ
る
方
も
あ
ろ
う
か
と
推
測
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
№
７
の
心
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
答
え 

を
出
す
た
め
に
こ
そ
本
章
全
体
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
も
う
少
し
、
つ
き
合
っ
て
も
ら
い
た
い
。
少
な
く
と 
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も
い
え
る
こ
と
は
、
図
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
の
奥
に
、
№
８
の
心
が
あ
り
、
さ
ら
に
、 

そ
の
奥
に
、
№
９
の
心
が
拡ひ

ろ

が
っ
て
い
る
と
い
う
仏
法
の
洞
察

ど
う
さ
つ

か
ら
み
れ
ば
、
〝
自
我

じ

が

〟
〝
自
分
〟
と
い
う
の 

も
、
そ
れ
ほ
ど
安
定
し
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

さ
て
、
こ
の
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
が
、
そ
の
上
の
№
６
の
心
に
影
響
を
与
え
、
同
じ
も
の
を
見
た
り
、
聞
い
た 

り
し
て
も
、
各
人
各
様
の
捉と

ら

え
方
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
各
人
の
違
い
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
五
官
と
五
官
を
統
一
す
る
№
６
の
意
識
ま
で
は
、
誰
で
も
共
通
に
働
か
せ
て
、
個
体
の 

安
全
を
期
し
た
り
危
険
か
ら
身
を
護ま

も

っ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
№
６
の
意
識
は
、
そ
の
奥
に
あ
る
№ 

７
の
自
我

じ

が

意
識
に
よ
り
影
響
を
受
け
ま
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
な
り
の
も
の
の
見
方
、
考
え 

方
、
捉と

ら

え
方
、
一
言
で
い
え
ば
、
〝
個
性
〟
な
る
も
の
が
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
№
７
の
心
ま
で
降
り
て
き
ま
す
と
、
同
じ
人
間
の
な
か
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
、
差
異
を
説 

明
で
き
ま
す
し
、
大
き
く
い
え
ば
、
№
７
の
心
の
層
に
は
、
お
互
い
に
他
人
か
ら
は
う
か
が
い
し
れ
な
い
、
人 

そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
、
人
生
観
を
生
み
出
す
源
泉
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
平
た
く
い
え
ば
、
人
そ 



れ
ぞ
れ
の
〝
色
め
が
ね
〟
を
か
け
る
と
こ
ろ
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

  
 
 

ア
ラ
ヤ
の
心
と
は 

 

以
上
、
か
な
り
№
７
の
心
の
説
明
に
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
き
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心 

に
入
り
ま
し
ょ
う
。 

 

こ
の
№
８
の
発
見
は
、
ま
さ
に
、
仏
法
の
卓
越
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
世
紀
に
西
欧
で
発
達
し
た
深
層
心

し
ん
そ
う
し
ん 

理
学

り

が

く

や
精
神
分
析
が
改
め
て
注
目
し
始
め
た
人
間
の
深
層
の
心
で
す
。 

〝
ア
ラ
ヤ
の
心
〟
と
は
ま
た
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
無
理
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

〝
ア
ラ
ヤ
〟
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
言
葉
で
、
〝
積
も
る
、
蓄
え
る
〟
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
う
し
ま
す
と
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
は
、
積
も
り
、
蓄
え
ら
れ
て
い
る
心
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ 

て
、
何
が
い
っ
た
い
、
こ
の
№
８
に
は
積
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

仏
法
で
は
、
業ご

う

が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
と
説
き
ま
す
。 

 

〝
業ご

う

〟
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
今
の
言
葉
で
い
え
ば
行
為
と
か
経
験
に
あ
た
る
も
の
で
す
。 
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そ
う
し
ま
す
と
、
№
８
の
心
は
、
行
為
や
経
験
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
心
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

   

行
為
や
経
験
が
蓄
え
ら
れ
、
積
も
る
、
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
が
、
行
為
の
経 

験
が
後
に
残
す
印
象
、
あ
る
い
は
、
行
為
や
経
験
に
は
必
ず
心
の
動
き
が
伴
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
時
の
心
の
状 
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態
が
消
え
ず
に
残
り
、
蓄
え
ら
れ
て
い
く
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
し
ょ
う
。 

 

た
と
え
ば
、
子
供
の
と
き
に
、
大
き
く
て
荒
々
し
い
犬
に
か
ま
れ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
時
に
感
じ
た
〝
犬
は 

怖
い
〟
と
い
う
心
の
印
象
が
、
い
つ
ま
で
も
つ
き
ま
と
い
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
、
ど
ん
な
小
さ
な
犬
を
見 

て
も
、
恐
れ
逃
げ
よ
う
と
す
る
衝
動
が
無
意
識
の
う
ち
に
出
て
く
る
と
い
っ
た
例
な
ど
は
わ
か
り
や
す
い
で
し 

ょ
う
。 

 

こ
の
例
で
は
、
子
供
の
と
き
の
〝
犬
は
怖
い
〟
と
い
う
心
の
印
象
が
、
そ
の
人
の
№
８
の
心
に
蓄
え
ら
れ
て 

い
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

今
、
た
っ
た
一
つ
の
経
験
を
例
と
し
て
出
し
た
の
で
す
が
、
人
間
が
生
き
る
と
い
う
の
は
、
行
為
す
る
、
経 

験
す
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
無
数
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
経
験
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

と
く
に
、
仏
法
の
場
合
は
、
身し

ん

・
口く

・
意い

の
三
業

さ
ん
ご
う

と
い
っ
て
、
身
体
で
の
行
為
（
身
業

し
ん
ご
う

）、
口
で
語
る
行
為
（
口く 

業ご
う

）、
心
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
思
い
考
え
る
行
為
（
意
業

い
ご
う

）
の
三
つ
を
考
え
ま
す
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
生
き
る
こ 

と
は
、
そ
の
ま
ま
業ご

う

と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
す
。 



 
身し

ん

・
口く

・
意い

の
三
業

さ
ん
ご
う

を
積
み
重
ね
る
こ
と
を
除
い
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
い
な
い
と
断
言
し
て
よ
い 

で
し
ょ
う
。 

 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
以
来
、
人
は
無
数
の
行
為
と
経
験
を
積
み
重
ね
、
そ
れ
ら
が
後
に
残 

す
、
こ
れ
ま
た
無
数
の
心
の
印
象
が
№
８
の
心
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。 

 

今
、
三
十
歳
の
人
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
三
十
年
間
に
経
験
し
行
為
し
た
す
べ
て
の
印
象
が
№
８
の
心
に
蓄
え 

ら
れ
、
五
十
歳
の
人
は
五
十
年
間
の
経
験
と
行
為
の
す
べ
て
の
印
象
が
№
８
の
心
に
蓄
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と 

に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
大
事
な
こ
と
は
、
生
き
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
業ご

う

な
の
で
す
か
ら
、
三
十
歳
の 

人
が
、
今
日
か
ら
明
日
と
、
一
日
一
日
生
き
て
い
く
な
か
で
、
行
為
し
経
験
し
て
い
く
す
べ
て
の
印
象
が
ま
た 

№
８
の
心
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
答
え
て
き
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
№
８
の
心
に
積
ん
で
き
た
無
数
の
印
象
と
こ
れ
か
ら
№
８
の
心 

に
積
ん
で
い
く
印
象
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
に
違
い 

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ほ
じ
め
て
、
№
８
の
心
の
恐
ろ
し
さ
に
私
た
ち
は
気
づ
か
さ
れ 
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る
わ
け
で
す
。 

    

ま
ず
、
各
人
が
こ
れ
ま
で
積
ん
で
き
た
行
為
と
経
験
の
印
象
の
す
べ
て
が
№
８
の
心
に
蓄
え
ら
れ
る
と
い
う 

こ
と
で
す
が
、
〝
す
べ
て
〟
で
す
か
ら
、
善よ

い
行
為
と
経
験
も
あ
れ
ば
、
悪
い
行
為
と
経
験
も
あ
り
、
そ
の
両 
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方
と
も
が
№
８
の
心
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
仏
法
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
が
つ
ね
に
、
自
己
中
心
的
に
、
エ
ゴ
イ 

ス
テ
ィ
ッ
ク
に
、
は
げ
し
く
働
い
て
い
て
、
こ
の
№
７
の
心
に
も
と
づ
い
て
、
私
た
ち
の
身し

ん

・
口く

・
意い

の
三
業

さ
ん
ご
う

は 

そ
の
大
部
分
が
自
己
中
心
的
な
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

〝
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
〟
〝
他
人
が
ど
ん
な
に
苦
し
ん
で
い
よ
う
と
、
私
に
は
関
係
が
な
い
〟
と
そ
れ
こ 

そ
、
我
利

が

り

我
利

が

り

と
生
き
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
行
為
と
経
験
の
後
に
残
す
心
の
印
象
は
、
大
部
分
が
マ 

イ
ナ
ス
の
悪
い
ほ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
仏
法
で
は
、
自
己
中
心
的
な
心
に
も
と
づ
く
行
為 

や
経
験
は
悪
と
捉と

ら

え
て
い
き
、
逆
に
人
の
た
め
に
な
る
行
為
や
経
験
は
善
と
捉と

ら

え
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
今 

日
で
は
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
、
と
の
考
え
に
も
と
づ
く
行
為
は
誰
も
が
行
な
っ
て
い
て
当
然
の
こ
と
に 

な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
自
己
中
心
的
な
生
き
方
で
よ
い
と
思
っ
て
生
き
て
ま
す
の
で
、
№ 

８
の
心
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
が
、
ど
ん
ど
ん
蓄
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
、
ほ 

と
ん
ど
無
数
と
い
っ
て
よ
い
ぐ
ら
い
の
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
が
、
№
８
の
心
に
蓄
え
ら
れ
て
き
ま
す
と
、
一
つ
の 



大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
か
た
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
つ
ね
に
解
放
を
求
め
ま
す
か
ら
、
こ
の
№
８
の
心
の
ア
ラ
ヤ

ヽ

ヽ

ヽ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
つ
ね
に 

開
放
を
求
め
て
外
に
出
よ
う
出
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。 

 

さ
て
、
今
ま
で
は
ア
ラ
ヤ
の
心
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
の
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
か
ら
こ 

れ
ま
で
の
行
為
と
経
験
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
仏
法
で
は
、
そ
の
人
が
過
去
世
に
つ
く
っ 

た
業ご

う

の
蓄
積
も
ま
た
ア
ラ
ヤ
の
心
に
あ
る
と
説
き
ま
す
。
過
去
世
に
な
り
ま
す
と
、
過
去
に
そ
れ
こ
そ
無
数
の 

人
生
の
繰
り
返
し
を
経
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
な
か
で
築
い
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
経
験
、
業ご

う

と
い
う 

も
の
が
№
８
の
心
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
宿
業

し
ゅ
く
ご
う

」
と
い
う
わ
け
で
す
。 

  
 
 

な
ぜ
「
自
分
」
が
根
拠
に
な
ら
な
い
か 

 

こ
う
し
て
、
私
た
ち
が
こ
の
世
で
自
分
が
作
っ
た
経
験
、
業ご

う

に
加
え
て
、
今
述
べ
た
宿
業

し
ゅ
く
ご
う

も
№
８
の
心
に 

蓄
積
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
っ
た
い
、
№
８
の
心
に
ど
ん
な
も
の
が
積
も
っ
て
い
る
か
、
私
た
ち
の 

想
像
を
は
る
か
に
超
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 

 

し
か
も
、
こ
の
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
は
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
も
、
さ
ら
に
は
、
五
官
と
こ
れ
を
統
一
す
る
№ 

   

６
の
意
識
も
、
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
層
の
領
域
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
不
安
も
一
層
増
大
す
る
こ
と
に
な 

る
わ
け
で
す
。 
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ま
さ
に
、
私
た
ち
の
心
の
不
安
は
、
こ
の
№
８
の
心
に
そ
の
根
源
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ 

う
。
人
間
に
と
っ
て
、
〝
何
々
で
あ
る
〟
と
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
、
何
も
の
か
が
あ
る
と
い 

う
こ
と
ほ
ど
不
安
な
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。 

 

私
た
ち
が
、
い
つ
も
自
我

じ

が

意
識
の
底
に
、
何
か
、
ご
そ
ご
そ
、
む
ず
む
ず
と
、
ど
す
黒
い
衝
動

し
ょ
う
ど
う

の
よ
う
な
も 

の
を
感
じ
な
が
ら
日
常
生
活
を
過
ご
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
№
８
の
心
に
蓄
え
ら
れ
た
ア
ラ
ヤ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー 

な
の
で
す
。 

 

通
常
は
、
こ
の
№
８
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
解
放
し
た
の
で
は
、
市
民
と
し
て
の
社
会
生
活
が
破
壊
さ 

れ
、
自
分
と
い
う
存
在
が
た
も
て
な
く
な
る
こ
と
を
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
は
無
意
識
の
う
ち
に
感
じ
て
い
ま
す
か 

ら
、
№
７
の
心
は
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
を
お
さ
え
、
抑
圧

よ
く
あ
つ

す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
ろ
う
じ
て
、
自
分
と
い
う
も 

の
を
維
持
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 

私
た
ち
の
日
常
生
活
は
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
が
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

を
お
さ
え
、
抑
圧

よ
く
あ
つ

す
る
力 



と
、
№
８
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
解
放
を
求
め
て
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
を
下
か
ら
つ
き
上
げ
る
力
と
の
相
互
に 

対
立
す
る
二
つ
の
力
関
係
が
か
ろ
う
じ
て
平
衡

へ
い
こ
う

状
態
を
た
も
っ
て
い
る
な
か
で
、
た
も
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ 

と
で
す
。 

 

だ
か
ら
、
平
凡
な
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
心
の
内
面
は
、
№
７
と
№
８
と
の
葛
藤

か
っ
と
う 

と
戦
闘
の
場
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

し
か
も
、
そ
の
力
関
係
が
か
ろ
う
じ
て
平
衡

へ
い
こ
う

状
態
を
た
も
っ
て
い
る
と
き
は
い
い
の
で
す
が
、
い
つ
、
何
時

な
ん
ど
き

、 

№
８
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
力
が
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
の
力
を
上
回
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
、
火
山
が
噴
火
す
る
よ
う
に
、 

そ
の
ど
す
黒
い
衝
動

し
ょ
う
ど
う

が
解
放
を
求
め
て
、
噴
出
す
る
と
き
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。 

 

も
し
、
そ
の
状
態
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
も
は
や
、
№
７
の
自
我
意
識
な
ど
は
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
っ
て
、 

№
８
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

に
つ
き
動
か
さ
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

を
受
け
た
と
き
の
自
我

じ

が

は
何
を 

為な

す
す
べ
も
な
い
こ
と
は
、
私
た
ち
が
「
魔
が
さ
し
た
」
と
か
「
あ
の
と
き
い
っ
た
い
自
分
は
ど
う
な
っ
て
い
た 

の
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
、
こ
と
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
思
わ
ず
吐
き
出
す
セ
リ
フ
が
よ
く
証
明
し
て
く
れ 

ま
す
。 
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た
と
え
ば
、
卑
近

ひ

き

ん

な
例
を
出
せ
ば
、
大
酒
飲
み
の
人
が
、
酒
を
飲
め
ば
、
経
済
的
に
も
大
変
だ
し
、
女
房 

   

に
も
子
供
に
も
迷
惑
を
か
け
る
し
、
何
よ
り
も
自
分
の
健
康
に
よ
く
な
い
こ
と
を
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
で
は
百 

も
承
知
し
て
い
て
も
、
酒
屋
の
の
れ
ん
を
見
た
と
た
ん
に
、
も
う
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
無 
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我
夢
中
で
飲
ん
で
し
ま
い
、
後
は
何
も
わ
か
ら
な
い
時
間
を
過
ご
す
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
№
７
の
自
我

じ

が

意 

識
が
№
８
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

に
負
け
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

こ
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

に
ひ
と
た
び
負
け
る
と
、
も
う
№
７
の
心
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
な
り
、
た
だ
№
８
の
強
烈
な 

衝
動

し
ょ
う
ど
う

に
身
を
ま
か
せ
る
し
か
な
い
の
で
す
。 

 

俗
に
い
う
「
わ
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
状
態
に
な
る
わ
け
で
す
。 

 

そ
し
て
、
こ
と
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
は
、
再
び
働
き
始
め
、
や
っ
て
し
ま
っ
た 

こ
と
を
痛
み
と
悔
恨

か
い
こ
ん

の
情
の
な
か
で
認
識
し
、
自
分
を
護ま

も

る
た
め
に
、
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
い
か
に
正
当 

化
し
、
人
に
理
論
的
に
説
明
す
る
か
に
つ
い
て
一
生
懸
命
考
え
る
の
で
す
が
、
時
す
で
に
遅
し
、
と
い
う
と
こ 

ろ
で
し
ょ
う
。 

 

だ
か
ら
、
私
は
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
ま
で
の
心
を
、
い
わ
ゆ
る
「
頭
」
に
た
と
え
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
部
分 

を
い
わ
ゆ
る
「
心
」
に
た
と
え
、
非
常
に
大
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
で
す
が
、「
頭
」
は
「
心
」
に
は
勝
て
な
い
、 

と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 



つ
ま
り
、
さ
き
の
大
酒
飲
み
の
例
で
い
え
ば
、「
頭
」
で
は
、
飲
ん
で
は
い
け
な
い
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い 

て
も
、「
心
」
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

が
つ
き
上
げ
て
く
る
と
、
も
う
、
頭
で
知
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
い
、 

さ
ん
ざ
ん
飲
ん
だ
後
に
、
つ
ま
り
、
事
が
済
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
、
や
お
ら
「
頭
」
が
働
き
出
し
、
飲
ん
で
し 

ま
っ
た
こ
と
を
い
か
に
説
得
力
を
も
っ
て
女
房
の
前
で
正
当
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
自
分
自
身
を
納
得
さ
せ 

る
か
を
、
懸
命
に
な
っ
て
考
え
る
わ
け
で
す
。 

 

そ
れ
だ
け
し
っ
か
り
考
え
る
の
な
ら
、
飲
む
前
に
、
飲
ま
な
い
よ
う
自
分
を
説
得
す
れ
ば
い
い
の
に
、
そ
れ 

が
で
き
ず
に
、
飲
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
懸
命
に
考
え
出
す
あ
た
り
に
、「
頭
」
つ
ま
り
、
№
７
の
心
か
ら
上
層 

の
部
分
は
、「
心
」
つ
ま
り
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
に
は
勝
て
な
い
こ
と
を
示
し
て
余
り
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
す
と
、「
頭
」
の
良
し
悪
し
な
ど
は
、
№
８
の
心
を
前
に
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き 

な
差
は
な
く
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

現
に
、
国
立
大
学
出
身
の
エ
リ
ー
ト
が
、
私
た
ち
が
考
え
て
も
「
な
ぜ
、
あ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
を
仕
出
か
し 

た
の
か
」
と
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
よ
う
な
、
お
粗
末
や
犯
罪
事
件
を
や
っ
て
し
ま
う
の
を
み
れ
ば
明
ら
か
で 

す
。
エ
リ
ー
ト
の
頭
で
も
、
№
８
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

に
は
勝
て
ず
、
逆
に
、
〝
切
れ
る
〟
頭
が
№
８
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

の
ま
ま
に
、
75 

衝
動

し
ょ
う
ど
う

の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
の
で
す
。 

    

げ
に
、
恐
ろ
し
き
は
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
で
す
。 

 

こ
の
ア
ラ
ヤ
の
心
を
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

を
い
か
に
し
て
お
さ
え
る
か
が
、
人
間
の 

76 

一
生
を
左
右
す
る
も
っ
と
も
大
事
な
鍵か

ぎ

に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
っ
て 

も
、
今
、
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
は
、
№
８
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

を
お
さ
え
る
の 

に
精
一
杯
で
、
そ
の
衝
動

し
ょ
う
ど
う

自
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
衝
動

し
ょ
う
ど
う

の
道 

具
と
し
て
使
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。 

 

こ
こ
に
、「
自
分
」
が
人
間
の
生
き
て
い
く
う
え
で
の
絶
対
的
な
根
拠
、
基
盤
に
な
ら
な
い
と
い
う
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん 

の
提
起
し
た
問
題
に
対
す
る
、
一
つ
の
理
由
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

 
 
 

№
９
の
領
域
こ
そ
絶
対
的
な
基
盤 

 

で
は
、
い
か
に
し
て
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
、
す
な
わ
ち
、
無
意
識
の
深
層
に
動
め
い
て
い
る
宿
業

し
ゅ
く
ご
う

や
さ
ま 

ざ
ま
な
得
体
の
し
れ
な
い
衝
動

し
ょ
う
ど
う

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
さ
ら
に
は
№
７
の
自
我

じ

が

意
識
や
、
自
己
中
心
的
な
エ
ゴ
イ
ズ 

ム
の
煩
悩

ぼ
ん
の
う

、
を
克
服
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
れ
を
可
能
に
す
る
力
こ
そ
、
№
９
の
領
域
に
あ
る
の
で
す
。 



 
図
を
も
う
一
度
見
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

№
９
の
領
域
は
、
№
８
の
ア
ラ
ヤ
の
心
の
さ
ら
に
深
層
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
心
と
違
っ
て
、
末
広

す
え
ひ
ろ 

が
り
に
無
限
に
広
大
な
領
域
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
№
９
の
領
域
が
、
た
し
か
に
、
個
人
の
心
の
最
下
層
に
あ
り
な
が
ら
も
、
個
人
を
超
え
て
宇
宙
大 

の
拡ひ

ろ

が
り
を
も
っ
た
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
無
尽
蔵

む
じ
ん
ぞ
う

の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
領
域 

を
名
づ
け
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
〝
ア
マ
ラ
〟
と
い
い
、
そ
の
意
味
は
、
汚け

が

れ
が
な
い
、
根
本
の
浄き

よ

ら
か
な 

い
の
ち

ヽ

ヽ

ヽ

、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
領
域
は
、
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
あ
り
、
〝
法
〟
〝
仏
の
い
の
ち
〟
〝
仏
性

ぶ
っ
し
ょ
う

〟
な
ど
と
呼
び
な 

ら
わ
し
て
き
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
、
〝
仏
界
の
生
命
〟
と
名
づ
け
て
お
り
ま
す
。 

 

い
ま
、
本
章
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
求
め
て
き
た
人
間
が
生
き
る
絶
対
的
な
根
拠
、
基
盤 

こ
そ
が
、
№
９
の
領
域
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。 

 

釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

が
仏
に
成
っ
た
の
も
、
こ
の
№
９
の
領
域
を
覚
知

か

く

ち

し
た
た
め
で
あ
り
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

は
自
ら
の
覚
知

か

く

ち

し
た
こ
の 

領
域
を
〝
法
〟
と
名
づ
け
て
多
く
の
人
を
化
導

け

ど

う

し
た
の
で
す
。 
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し
か
し
、
問
題
は
い
か
に
し
て
、
現
実
の
日
常
生
活
の
な
か
で
、
こ
の
№
９
の
領
域
を
自
ら
の
絶
対
的
な
基 

   

盤
、
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
№
９
の
領
域
に
も
と
づ
い
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い 

う
こ
と
で
す
。
№
９
な
る
領
域
が
、
自
ら
の
内
に
あ
る
と
知
る
だ
け
で
も
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
た
だ
知
っ
て 
78 

い
る
だ
け
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
、
現
実
に
、
№
９
の
領
域
に
到
達
す
る
に
は
大
変
な
時
間
と
特
殊
な
修
行
を
必
要
と
す
る
の
で
す
。 

た
と
え
ば
、
か
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

も
、
出
家
後
、
六
年
間
も
の
苦
行

く
ぎ
ょ
う

と
禅
定

ぜ
ん
じ
ょ
う

と
い
う
瞑
想

め
い
そ
う

を
行
な
い
続
け
て
、
つ
い
に
、 

こ
の
№
９
の
領
域
の
存
在
を
覚
知

か

く

ち

し
、
宇
宙
大
の
生
命
の
力
が
五
体
全
体
を
揺ゆ

る
が
す
、
歓
喜
と
法
悦

ほ
う
え
つ

の
瞬
間 

を
味
わ
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

あ
の
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

に
し
て
、
六
年
も
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
六
年
も
、
た
だ
修
行
に
の
み
打
ち
込 

ん
で
、
他
の
こ
と
に
は
目
も
く
れ
な
か
っ
た
点
を
考
え
ま
す
と
、
生
活
者
と
し
て
、
多
忙
な
日
々
を
過
ご
し
て 

い
る
私
た
ち
が
い
か
に
、
№
９
の
領
域
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
で
あ
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
困
難
を
克
服
す
る
道
が
、
七
百
年
前
、
日
蓮
大
聖
人
に
よ
り
切
り
開
か
れ
た
の
で
す
。 

  
 
 

末
法
の
御
本
仏
・
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法 

 

末
法
の
御
本
仏
・
日
蓮
大
聖
人
は
、
こ
の
№
９
の
領
域
を
御
自
身
覚
知

か

く

ち

さ
れ
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
説
か 



れ
、
し
か
も
こ
れ
を
御
本
尊
と
し
て
顕あ

ら

わ
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

こ
の
御
本
尊
が
顕あ

ら

わ
さ
れ
た
結
果
、
私
た
ち
の
よ
う
な
生
活
者
も
、
日
常
生
活
の
真
只
中
で
、
№
９
の
領
域 

を
顕あ

ら

わ
す
こ
と
が
で
き
、
人
生
の
絶
対
の
根
拠
、
基
盤
に
も
と
づ
い
て
、
悠
々
た
る
人
生
道
を
か
っ
歩
で
き
る 

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

私
た
ち
が
、
御
本
尊
に
帰
命
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
の
心
の
最
深
層
か 

ら
、
清
浄
な
る
仏
界
の
智
慧

ち

え

と
慈
悲

じ

ひ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
湧わ

き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

こ
う
し
て
、
仏
界
の
№
９
の
生
命
を
、
ち
ょ
う
ど
、
泉
が
こ
ん
こ
ん
と
湧わ

き
出
ず
る
よ
う
に
、
心
の
最
深
層 

か
ら
汲
み
上
げ
て
き
ま
す
と
、
№
９
の
力
は
、
そ
の
上
の
№
８
の
宿
業

し
ゅ
く
ご
う

や
衝
動

し
ょ
う
ど
う

、
さ
ら
に
№
７
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム 

の
心
を
包
み
込
ん
で
浄
化
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
も
つ
働
き
や
動
め
き
を
私
た
ち
の
幸
福
へ
の
方
向
に
切
り
換 

え
、
転
換
し
て
い
く
の
で
す
。 

 

か
く
し
て
、
日
常
生
活
の
な
か
で
、
№
９
の
仏
界
の
生
命
を
日
夜
、
怠

お
こ
た

ら
ず
汲
み
上
げ
て
い
く
連
続
作
業
を 

通
し
て
、
私
た
ち
の
人
生
の
軌
道

き

ど

う

は
、
絶
対
の
根
拠
、
基
盤
を
獲
得
し
、
安
定
と
確
信
に
満
ち
た
も
の
と
な
っ 

て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
真
実
の
根
拠
を
得
た
も
の
の
み
が
知
る
、
生
き
る
充
実
感
と
歓
喜
に
包
ま
れ
た
日 
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々
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

   

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
第
二
章
、
第
三
章
を
通
し
て
、「
人
・
も
の
・
自
分
」
が
、
人
間
が
生
き
て
い
く
う 

え
で
の
絶
対
的
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
が
は
た
し
て
あ
る
の
か
と
の
問 

80 

い
に
答
え
る
形
で
、
説
明
し
て
き
て
、
つ
い
に
、
人
間
の
心
の
最
深
層
に
宇
宙
大
に
拡ひ

ろ

が
る
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー 

で
あ
る
№
９
の
領
域
に
た
ど
り
つ
い
た
わ
け
で
す
。 

 

今
度
は
こ
の
絶
対
的
な
根
拠
た
る
№
９
の
領
域
に
も
と
づ
い
て
生
き
る
と
き
、
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
少 

し
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

す
で
に
わ
ず
か
な
が
ら
、
そ
の
一
端
を
述
べ
ま
し
た
が
、
№
９
の
絶
対
的
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
生
き
る
と 

き
、
自
分
と
い
う
一
個
の
人
間
存
在
、
す
な
わ
ち
、
第
二
章
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
限
界
性
、
有
限
性
を
も 

ち
、
相
対
的
な
る
、
こ
の
自
分
が
、
永
遠
に
し
て
絶
対
的
な
る
基
盤
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
、
有
限 

・
相
対
な
る
存
在
と
し
て
必
ず
し
の
び
よ
っ
て
く
る
不
安
感
や
孤
独
感
か
ら
免

ま
ぬ
が

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

何
が
起
こ
る
か
予
測
の
つ
か
な
い
人
生
の
こ
と
ゆ
え
、
た
と
え
、
不
安
感
が
し
の
び
よ
る
こ
と
が
あ
っ
て 

も
、
必
ず
、
帰
る
べ
き
〝
生
命
の
故
郷
〟
が
あ
る
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
、
人
間
に
勇
気
と
希
望
を
与
え
て
く
れ 

る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 

さ
ら
に
、
普
通
な
ら
、「
人
・
も
の
・
自
分
」
の
何
れ
か
し
か
根
拠
を
見
い
出
せ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
こ 



れ
ら
の
そ
れ
か
に
し
が
み
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
が
、
№
９
の
領
域
を
絶
対
の
基
盤
と
し
て
生
き
る
人 

は
、
し
が
み
つ
く
必
要
は
な
く
、
よ
り
高
い
次
元
か
ら
、
人
・
も
の
・
自
分
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
し
て
、
捉と

ら

え 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

「
人
・
も
の
・
自
分
」
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
置
き
つ
つ
、
し
か
も
「
人
・
も
の
・
自
分
」
に
積
極
的
に 

か
か
わ
っ
て
い
く
―
―
こ
の
よ
う
な
芸
当
が
で
き
る
の
も
、
絶
対
的
根
拠
を
も
つ
人
に
し
て
可
能
な
の
で
す
。 

こ
の
立
場
こ
そ
、
真
の
主
体
性
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
、「
人
・
も
の
・
自
分
」
の
う
ち
、
人
間
の
最
大
の
弱
点
で
あ
る
〝
自
分
〟
を
知
り
、
み
つ
め
る
こ
と 

も
、
絶
対
の
根
拠
を
得
た
主
体
性
の
あ
る
人
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
す
。 

 

と
も
か
く
、
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
四
苦
八
苦
論
か
ら
始
ま
っ
た
、
絶
対
的
な
根
拠
を
求
め
る
心
の
旅
路
も
、
末
法
の
御
本 

仏
・
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
に
到
達
し
て
、
い
わ
ば
往
路
と
い
い
ま
す
か
、
片
道
を
終
了
し
た
と
い
え
ま
す
。
そ 

の
復
路
と
い
い
ま
す
か
、
御
本
尊
を
根
拠
に
し
て
人
生
の
絶
対
的
な
基
軸

き

じ

く

を
得
た
後
の
道
は
、
私
た
ち
が
日
夜 

に
実
感
し
つ
つ
あ
る
「
境
涯

き
ょ
う
が
い

革
命

か
く
め
い

」
な
の
で
す
。 

 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
Ⅱ
部
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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