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1
言
葉
と
行
為
1

宗
教
は
倫
理
で
は
な
い
が
、
倫
理
と
本
質
的
な
関
係
に
立
っ
こ
と
は
疑
い
得

な
い
。
宗
教
が
倫
理
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
正
信
を
迷

信
か
ら
分
け
る
試
金
石
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
を
理
解
す
る
た
め
に
、

両
者
の
本
質
的
な
関
係
は
、
正
し
く
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
、
宗
教
が
影
響
力
を
失
っ
て
来
た
理
由
を
考
え
る
と
、
ま
ず

倫
理
が
宗
教
を
媒
介
す
る
力
を
無
く
し
て
来
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

倫
理
が
人
間
の
高
貴
な
本
質
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
、
と
も
か
く
も
人
間
存

在
を
背
負
う
と
す
る
主
体
的
・
自
立
的
な
力
を
失
っ
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

現
代
人
は
、
生
活
が
感
覚
的
に
な
っ
て
行
為
の
一
貫
性
、
つ
ま
り
倫
理
的
な
る

も
の
を
失
っ
て
来
た
。
行
為
の
一
貫
性
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
思
考
の
一
貫
性

(
主
体
的
思
考
)
か
ら
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
宗
教
と
真
正
面
か

ら
突
き
合
わ
さ
れ
る
べ
き
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
主
体
性
と
い
う
も
の
が
、
現

代
人
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
代
人
は
、
宗
教
と
対
決
に

入
る
べ
き
主
体
的
な
何
物
も
も
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
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の
よ
う
な
主
体
性
は
、
見
方
に
ょ
る
と
、
超
越
的
な
も
の
の
反
映
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
間
の
事
情
は
現
代
に
お
け
る
超
越
の
欠
如
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
程
は
、
ま
さ
に
超
越
の
欠
如
と
し
て
世
俗
化
の
時
代
な
の
で
あ
る
。

次
の
理
由
と
し
て
、
宗
教
が
そ
れ
自
身
を
行
為
へ
と
貝
体
化
し
得
な
く
な
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
端
的
に
言
え
ぱ
、
宗
教
の

観
念
化
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
が
教
学
の
研
究
や
哲
学
的
観
想
の
場
に

の
み
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
行
為
の
場
で
と
ら
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
宗
教
的
行
条
依
然
と
し
て
<
倫
理
>
と
い
う
範
疇
で
と
ら
え
ら

れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
に
疑
問
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か

、

宗
教
が
行
為
と
の
本
質
的
な
繋
が
り
を
見
失
っ
て
、
現
実
に
鋭
く
切
り
こ

くめ
な
い
な
ら
ば
、
枯
死
す
る
ほ
か
に
は
な
い
。
現
実
と
い
う
も
の
が
、
宗
教

的
生
命
の
働
き
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

{
示
教
も
、
草
創
の
若
々
し
さ
に
お
い
て
は
、
現
実
の
厳
し
さ
を
し
っ
か
り
と
そ

の
な
か
に
収
め
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
観
念
的
な
憧
憬
と
し
て
の

単
に
彼
岸
の
宗
教
は
、
宗
教
の
類
落
態
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ニ
ー
チ
エ
流
に
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1
一
言
葉
と
行
為
1

一
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
は
,
無
へ
の
憧
景
、
(
m
ゆ
=
誘
民
三
尽
n
ず
ル
ゆ
ヨ

Z
片
宮
m
)
、
,
無
へ
の
音
ぎ
(
書
一
ゆ
讐
ヨ
 
Z
片
巨
巴
と
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
射

程
内
に
あ
る
。

{
示
教
に
お
い
て
行
為
は
ど
う
な
る
の
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
じ
め
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
拙
曹
、
前
号
及
び
前
々
号
の
論
旨
を
承
け
て
、
妙
好
人
善
太
郎
を
取

り
あ
げ
、
宗
教
に
お
け
る
行
為
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

二

妙
好
人
に
は
逸
話
や
奇
行
が
多
い
。
そ
の
な
か
に
は
伝
説
化
さ
れ
、
潤
色
さ

れ
、
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
も
な
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は

か
な
ら
ず
し
も
た
ん
な
る
創
作
で
は
な
く
、
彼
ら
の
一
言
行
は
、
逸
話
や
奇
行
と

し
て
言
い
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
一
見
奇
異
の
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
も
疑
い
得
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
の
妙
好
人
善
太
郎
も
例
外
で
は
な

『
有
福
の
善
太
郎
』
に
は
、
多
く
の
例
証
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
論
攻
を

)
0

し進
め
る
に
あ
た
り
、
そ
の
な
か
の
白
眉
と
推
察
さ
れ
る
も
の
を
引
用
し
て
み
ょ
う
。

最
後
に
今
日
も
よ
く
人
か
ら
語
ら
れ
る
話
が
あ
る
。
,
草
餅
説
法
、
と

て
、
児
童
作
家
の
花
岡
大
学
氏
が
童
話
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
は
本
山
参
り
の
帰
路
を
安
芸
に
と
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
可

部
(
広
島
県
安
佐
郡
)
ま
で
き
た
ら
日
が
く
れ
た
の
で
、
平
素
か
ら
親
し

く
し
て
い
た
同
行
の
家
に
と
め
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
夜
は
家
内
中
が
、
善

太
郎
さ
ん
の
話
す
法
縁
に
夜
を
ふ
か
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
翌

朝
善
太
郎
さ
ん
が
ほ
の
暗
い
う
ち
に
出
発
し
た
あ
と
で
、
ア
ワ
セ
(
袷
)

枚
紛
失
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

が
一

松
塚
豊
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三
ナ

そ
の
家
の
女
中
が
真
顔
に
な
っ
て
「
あ
れ
は
善
太
郎
さ
ん
が
持
っ
て
帰

ら
れ
ま
し
た
。
私
が
そ
れ
を
見
ま
し
た
'
と
主
人
に
い
っ
た
。
主
人
は
驚

し
か
し
家
中
を
さ
が
し
て
も
ア
ワ
セ
は
で
て
こ
な
か
っ
た
。
と
う

し
ナ

と
う
み
ん
な
の
者
も
そ
の
一
言
葉
を
信
じ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
そ
の
家
の
主
人
は
有
福
温
泉
に
入
湯
に
き
た
。
そ
し
て
一
日
、

善
太
郎
さ
ん
を
訪
ね
た
。
家
に
い
た
善
太
郎
さ
ん
は
な
つ
か
し
く
そ
の
客

を
迎
え
た
が
、
相
手
は
ひ
ど
く
善
太
郎
さ
ん
の
犯
行
と
偽
善
と
を
の
の
し

つ
た
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が

そ
れ
が
着
物
を
盗
ん
だ
疑
い
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
こ
で
善
太
郎
さ
ん
は
、

"
そ
り
や
悪
う
ご
ざ
ん
し
た
の
う
。
い
ま
家
内
が
お
り
ま
せ
ん
で
、
そ
の

着
物
が
ど
こ
に
入
れ
た
る
ん
か
わ
か
り
ま
せ
ん
、
と
あ
や
ま
り
、
仏
檀
の

ひ
き
だ
し
か
ら
金
を
だ
し
て
「
こ
れ
で
ま
ど
い
ま
す
け
え
、
ど
う
か
こ
ら

え
て
や
ん
な
さ
い
、
と
そ
の
着
物
の
代
金
を
払
っ
た
。
そ
れ
で
ぃ
よ
い

よ
可
部
の
同
行
は
、
善
太
郎
さ
ん
が
盗
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
信
じ
,
タ
ヌ

キ
同
行
、
キ
ツ
ネ
同
行
、
と
さ
ん
ざ
ん
の
の
し
り
、
あ
き
れ
は
て
て
帰
ろ

う
と
し
た
。
そ
の
時
善
太
郎
さ
ん
は
客
を
よ
び
と
め
,
何
か
み
や
げ
で

も
、
こ
と
ず
け
り
や
あ
え
え
が
、
い
ま
は
な
ん
に
も
ご
ざ
ん
せ
ん
。
せ
め

て
草
餅
で
も
、
お
う
ち
の
人
に
あ
げ
て
や
ん
さ
い
、
と
仏
檀
に
そ
な
え
て

あ
っ
た
草
餅
を
お
ろ
し
て
紙
に
つ
っ
ん
で
わ
た
し
た
。
客
は
ろ
く
ろ
く
礼

も
い
わ
ず
に
立
ち
去
っ
た
。

湯
治
も
す
ん
で
、
可
部
の
同
行
は
帰
っ
て
い
っ
た
。
家
に
つ
い
て
か
ら
、

み
ん
な
を
あ
つ
め
て
有
福
に
お
け
る
出
来
事
を
は
な
し
な
が
ら
;
」
の
餅

に
罪
は
な
い
。
み
ん
な
で
い
た
だ
こ
う
、
と
て
、
一
っ
ず
つ
^
つ
た
と
こ

ろ
、
女
中
が
う
つ
む
い
て
手
を
だ
さ
な
い
。
み
ん
な
は
い
ぶ
か
り
な
が
ら



そ
の
わ
け
を
た
ず
ね
る
と
、
彼
女
は
ワ
ッ
と
泣
き
だ
し
、
ふ
る
え
な
が
ら

こ
う
語
っ
た
。

,
自
分
の
よ
う
な
罪
ふ
か
い
者
が
、
お
供
え
も
の
の
お
餅
を
手
に
し
た

ら
、
ど
ん
な
お
そ
ろ
し
い
報
い
を
う
け
る
か
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
あ
の
ア

ワ
セ
は
、
こ
の
わ
た
し
が
盗
ん
で
善
太
郎
さ
ん
に
罪
を
か
ぶ
せ
て
ま
し
た
、

こ
れ
を
聞
い
て
家
族
ら
は
驚
い
た
。
し
ば
ら
く
は
た
が
い
に
顔
を
見
合
わ

せ
て
声
も
で
な
い
。
恐
れ
と
悔
い
は
主
人
の
ほ
う
が
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
同
石
州
の
方
角
に
む
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
い
っ
た
。
,
ゆ
る
し
て
お

く
れ
、
善
太
郎
さ
ん
。
知
ら
ず
に
い
た
と
は
い
い
な
が
ら
、
さ
ん
ざ
ん
の

の
し
っ
た
こ
と
の
お
そ
ろ
し
や
。
も
っ
た
い
な
い
、
も
っ
た
い
な
い
」
。

翌
年
も
同
行
は
有
福
温
泉
に
き
た
。
む
ろ
ん
善
太
郎
さ
ん
に
あ
や
ま
り
、

お
金
を
か
え
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
善
太
郎
さ
ん
の
ま
な
ざ
し
は
、

こ
の
人
か
ら
の
の
し
ら
れ
た
時
と
お
そ
ら
く
同
じ
く
柔
和
そ
の
も
の
で
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
章
餅
説
法
、
に
あ
や
か
っ
て
、
草
の
香
を
た
だ
よ
わ
せ
た
,
善

太
郎
餅
、
が
、
現
在
有
福
温
泉
の
名
物
と
し
て
観
光
客
に
親
し
ま
れ
て
い

る
。
(
心
1
仰
)

互
餅
説
法
、
の
逸
話
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

報
告
の
よ
う
に
、
善
太
郎
は
、
無
実
の
嫌
疑
を
一
言
の
弁
解
も
し
な
い
で
黙
っ

て
受
け
て
い
る
。
犯
人
、
女
中
の
告
白
に
ょ
っ
て
疑
い
が
晴
れ
た
か
ら
よ
か
っ

た
も
の
の
、
一
生
盗
棒
の
汚
名
を
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
実
際

犯
行
に
及
ん
だ
と
し
て
も
、
で
き
る
な
ら
ば
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
人
々
が
多
い

な
か
に
あ
っ
て
、
彼
の
行
実
は
全
く
異
色
で
あ
る
。
文
字
通
り
、
奇
行
と
一
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
身
に
お
ぽ
え
の
な
い
こ
と
は
、
お
ぽ
え
の
な
い

こ
と
と
し
て
、
断
固
と
し
て
無
実
を
主
張
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
正
し

寛
罪
は
場
合
に
ょ
っ
て
は
法
延
に
訴
え
て
も
晴
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

)
、

しう
の
が
、
恐
ら
く
今
日
の
一
般
的
な
意
見
で
あ
ろ
う
。

亘
餅
説
法
、
は
、
常
識
や
法
律
の
立
場
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
倫
理
の
立
場

か
ら
も
理
解
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
見
方
に
ょ
れ
ば
、
善
太
郎
は
嘘
を
つ
い

た
こ
と
に
も
な
る
。
嘘
一
言
は
、
倫
理
で
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

「
草
餅
説
法
」
を
読
ん
で
、
ま
ず
気
付
か
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
妙
好
人
に
は
わ

ざ
と
ら
し
ミ
作
為
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
真
自
然
の
発
露
が
、
逸

話
の
行
間
に
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
妙
好
人
に
お
い
て
、
肯
心
自
ら
納
得
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

亘
餅
説
法
、
は
、
,
よ
く
人
か
ら
語
ら
れ
る
話
、
(
心
)
と
し
て
、
伝
説
化
さ

れ
て
、
私
た
ち
の
傍
を
軽
く
通
り
過
ぎ
る
け
れ
ど
も
、
善
太
郎
と
て
も
、
あ
ら

ぬ
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
そ
の
上
に
罵
倒
さ
れ
て
悲
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
、
残

念
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
善
太
郎
は
濡
れ
衣
を

着
せ
ら
れ
て
濡
れ
衣
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
濡
れ
衣
を
濡
れ
衣
と
し
て
で
は

.

.

.

な
く
、
ま
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ぱ
、
彼
の
言
動
は
、
人
目
を
引
く
た
め
に
い
た
ず
ら
に
寄
を
街
っ
た
演
技
、

変
に
ひ
ね
く
れ
て
屈
折
し
た
自
己
主
張
っ
ま
り
卑
下
慢
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
だ
け
を
言
え
ぱ
、
善
太
郎
は
彼
の
犯
行
と
偽
善
を
罵
し
っ

た
人
の
言
葉
に
従
っ
た
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
罵
し
ら
れ
た
自
己
を
素
直

に
受
け
容
れ
た
の
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
に
な
る
、
自
己
が
自
己
を
受
け
容
れ

わ
ざ

る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
何
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
至
難
の
業
で

あ
る
。
し
か
も
、
善
太
郎
は
無
実
の
自
己
を
受
け
容
れ
て
い
る
、
よ
り
適
確
に

言
え
ぱ
、
彼
に
は
受
け
容
れ
る
べ
き
自
己
が
な
い
の
で
あ
る
。
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石
見
の
善
太
郎
分
マ
ー
言
葉
と
行
為
1

蓮
如
が
『
御
文
章
』
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
,
た
と
ひ
牛
ぬ
す
人
と
は
い

は
る
と
も
、
も
し
は
、
後
世
者
も
し
は
善
人
、
も
し
は
仏
法
者
と
み
ゅ
る
や

山

う
に
、
ふ
る
ま
ふ
べ
か
ら
ず
、
と
い
う
親
鸞
の
有
名
な
遺
訓
が
あ
る
。
善
太
郎

は
、
こ
の
遺
訓
を
承
け
て
い
る
と
一
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
が
,
濡
れ
衣
を
濡
れ

の

.

.

.

衣
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
事
実
そ
の
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
虚
偽
で
あ

.

.

.

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
<
ま
こ
と
>
以
上
の
ま
こ
と
が
、
虚
偽
を
通
し
て
語

り
出
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
倫
理
 
1
 
倫
理
に
相
応
す
る
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ

ま
じ
め

3

ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、
真
面
目
局
券
m
c
 
、
あ
る
い
は
<
ま
こ
と
>
で
あ
る
ー

を
超
え
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
草
餅

.

.

説
法
、
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
親
鸞
の
言
葉
に
つ
ら
な
る
か
た
ち
で
、
ま
こ

.と
の
根
拠
を
あ
き
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
可
部
の
同
行
の
一
言
葉

に
^
つ
た
と
い
う
^
園
^
^
四
^
為
の
レ
ア
リ
テ
ィ
を
^
き
^
り
に
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

.

.

.

し
か
し
、
妙
好
人
に
お
け
る
ま
こ
と
の
根
拠
の
究
明
は
必
ず
し
も
容
易
で
は

な
い
。
た
だ
、
私
た
ち
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
消
極
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
ひ

と
つ
の
は
っ
き
り
し
た
手
引
き
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
亘
餅
説

法
、
は
、
'
息
識
1
自
意
識
、
的
自
己
の
立
場
か
ら
は
理
解
さ
れ
得
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
痴
呆
か
狂
人
で
な
い
か
ぎ
り
、
善
太
郎
も
身
に
お
ぽ
え
の
な

い
こ
と
は
、
お
ぽ
え
の
な
い
こ
と
と
し
て
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
無

実
で
あ
り
、
世
間
的
に
言
え
ば
損
害
を
弁
償
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
何
も
な

意
識
的
自
己
の
立
場
か
ら
は
、
ど
う
考
え
て
も
罪
の
レ
ア
リ
テ
ィ
を
証
明

)
0

し

.

.

.

す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
善
太
郎
が
批
難
を
ま
こ
と
と

し
て
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
行
為
が
'
息
識
1
自
意
識
、
の
場
を
超
え

.

.

.
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.

た
と
こ
ろ
、
意
識
的
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
突
き
抜
け
た
と
こ
ろ
か
ら
成
立
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、
彼
の
言
行
は
<
自
己
>
か
ら
は
無
限
の

深
淵
に
ょ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
、
そ
こ
へ
は
こ
の
世
の
何
物
も
遠
く
届
か
な

い
の
で
あ
る
。

亘
餅
説
法
、
の
理
解
の
た
め
に
、
も
う
一
っ
の
逸
話
,
米
盗
人
、
を
援
用

し
よ
う
。
あ
る
夜
善
太
郎
の
家
に
泥
棒
が
入
っ
て
米
俵
を
か
っ
い
で
も
っ
て

行
こ
う
と
し
た
。
そ
こ
へ
善
太
郎
が
帰
っ
て
来
た
。
妙
好
人
は
、
米
俵
を
投
げ

す
て
て
逃
げ
去
る
泥
棒
を
追
い
も
せ
ず
、
仏
檀
に
お
灯
明
を
あ
げ
た
。
し
ず
か
に

念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
立
則
生
で
借
り
た
も
の
を
い
ま
返
さ
せ
て
も
ら
う
の
だ
。

あ
り
が
た
い
の
う
、
あ
り
が
た
い
の
う
、
と
一
言
っ
た
と
い
う
。
(
如
1
U
、
取
意
)

亘
餅
説
法
、
は
、
,
米
盗
人
、
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
新
し
い
視
点
を
獲

得
す
る
で
あ
ろ
う
。
善
太
郎
は
立
剛
生
で
他
人
の
も
の
を
盗
っ
た
、
ア
ワ
セ
を

盗
ん
だ
に
違
い
な
い
、
そ
れ
で
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
信
じ

き
ん
す

て
、
金
子
を
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
善
太
郎
の
言
動
は
、
現
世
的
自
己
(
自

磊
的
自
己
)
を
超
え
て
前
世
あ
る
い
は
過
去
世
か
ら
規
め
ら
れ
て
い
る
。

④

そ
の
決
定
は
「
ね
た
む
べ
く
も
な
き
因
果
」
(
三
世
因
果
)
の
自
己
実
現
に
ほ

か
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、
善
太
郎
に
お
い
て
現
在
は
、
因
果
の
真
理
を
証
明
す
る

場
所
な
の
で
あ
っ
た
。

前
号
六
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
因
果
と
い
う
考
え
方
に
は
責
任
の
問
題
が

入
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
因
果
は
、
観
想
の
立
場
に
立
つ
決
定
論
合
円
口
又
円
亘
1

a
m
ヨ
岳
)
、
運
命
論
食
舎
司
§
=
m
ヨ
易
)
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
善
太
郎
に

と
っ
て
は
、
彼
の
責
任
、
彼
の
罪
業
を
ま
る
ま
る
含
ん
で
、
は
じ
め
て
因
果
で
あ

.
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つ
た
。
因
果
の
外
に
善
太
郎
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
毫
末
も
因
果
に
洩
れ
る
何

物
か
が
あ
れ
ば
、
因
果
は
因
果
で
は
な
い
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
善
太

郎
は
、
説
教
の
あ
い
間
に
,
こ
の
耳
に
ょ
う
聞
く
ん
だ
ぞ
、
耳
ア
カ
を
と
っ
て

よ
う
聞
か
に
ゃ
、
(
鈴
)
と
一
言
っ
て
、
松
次
同
行
の
耳
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
、
耳
の
ア

.

.

ナ
へ
指
を
つ
っ
こ
ん
で
グ
リ
グ
リ
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
仏
道
修
行
が
個
物

.

.

.

.

.

.

を
つ
き
つ
め
る
と
い
う
方
向
を
ど
こ
ま
で
も
含
ん
で
の
み
成
立
す
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
個
物
を
つ
き
つ
め
る
と
は
、
責
任
を
引
き
受
け

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
根
源
的
に
責
任
が
含
ま
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
因
果

と
は
幸
福
と
不
幸
と
の
主
人
金
異
)
に
な
る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
幸

つ
ね

運
に
酔
い
、
不
幸
に
泣
く
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
常
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
幸

不
幸
と
も
に
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
実
に
難
し
い
J
 
因
果
の
自
覚
は
、
決
し
て

一
般
的
命
題
と
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
一
人
く
が
そ
れ
ぞ
れ
の
責

任
を
引
き
受
け
る
と
い
う
大
き
な
決
断
禽
昇
m
今
曾
号
邑
を
通
じ
て
の
み
開
か

.

.

.

.

.

れ
る
。
因
果
の
自
覚
は
、
実
存
の
問
題
と
し
て
個
物
が
個
物
に
な
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
,
こ
の
善
太
郎
、
と
は
、

罪
全
貝
任
)
と
時
と
の
統
一
と
し
て
の
因
果
を
と
ら
え
る
場
所
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
,
草
餅
説
法
、
は
い
わ
ゆ
る
善
太
郎
四
言
動
と
い
う
よ
り
も
、

ほ
う

因
果
が
ど
こ
ま
で
も
因
果
に
か
え
さ
れ
た
そ
の
法
爾
な
る
展
開
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

因
果
の
自
覚
は
、
今
一
言
っ
た
よ
う
に
、
大
き
な
決
断
を
含
ん
で
成
立
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
因
果
の
法
爾
な
展
開
を
示
す
こ
と
は
、
決
断
の
根
拠
を
あ
き
ら
か

に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
、
そ
の
根
拠
は
、
「
因
様
L
 
と
し
て

恂

の
名
号
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
名
号
が
名
号
と
し
て
現
成
す
る
こ
と
と
、
因

果
が
因
果
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
と
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
名
号
の
な

か
に
善
太
郎
の
救
い
が
あ
る
か
ぎ
り
、
彼
は
そ
の
根
拠
を
次
の
よ
う
に
一
言
葉
に

三
九

も
た
ら
し
て
い
る
。

こ
の
お
こ
う
(
勇
三
氏
の
曽
祖
母
)
は

散
り
葉
ほ
ど
え
え
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
、
助
け
て
は
よ
う
も
ら
う
ま
い
の

(
1
)

ここ
の
を
し
な
は

散
り
葉
ほ
ど
え
え
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら

助
け
て
は
よ
う
も
ら
う
ま
い
の
に

散
り
葉
ほ
ど
も
え
え
こ
と
が
な
い
で

お
浄
士
の
阿
弥
陀
如
来
の
あ
わ
れ
み
不
欄
と
お
ぽ
し
め
し
て

死
に
ゅ
く
未
来
の
後
生
の
一
大
事
は

ま
る
で
ま
る
で
う
け
こ
ん
で

助
け
て
や
ろ
う
、
救
う
て
や
ろ
う
、
参
ら
せ
て
や
ろ
う
の
ご
意
見
と
は

こ
の
を
し
な
は

生
々
世
々
の
初
事
よ

う
れ
し
や
、
と
う
と
や
、
も
っ
た
い
な
や
(
7
ー
フ
)

右
の
手
記
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
竺
て
い
る
。
善
太
郎
は
、
手
記
で

,
散
り
葉
ほ
ど
も
え
え
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
手
記
に
ょ
れ
ぱ
、
無
善
が
救
い
の
根
拠
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
「
無
1

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
二
号

こ
の
お
こ
う
は

散
り
葉
ほ
ど
も
え
え
こ
と
が
な
い
で

そ
れ
を
あ
わ
れ
不
欄
と
お
ぽ
し
め
し
て

助
け
て
や
ろ
う
、
救
っ
て
や
ろ
う
、
参
ら
せ
て
や
ろ
う
の
ご
意
見
と
は
(
n
)

一
九
八
六
年
三
月



石
見
の
善
太
郎
(
三
)
 
1
言
葉
と
行
為
1

善
」
、
つ
ま
り
金
園
>
に
対
す
る
否
定
が
、
救
い
の
理
由
だ
と
言
挙
げ
さ
れ
て
い
る

も
の
さ
し

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
倫
理
的
な
価
値
判
断
の
物
指
を
踏
み
越
え
て
い
る
、
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
救
い
に
つ
い
て
、
根
拠
な
き
根
拠
理

由
な
き
理
由
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
倫
理
的
な
考
え
方
で
は
と
ら
え
得

な
い
も
四
そ
れ
と
絶
対
否
定
的
に
対
立
し
、
そ
れ
か
ら
は
無
限
の
深
淵
に
ょ
っ

て
隔
て
ら
れ
て
い
る
何
物
か
、
璽
道
門
に
対
し
て
、
な
か
な
か
か
な
わ
ざ
る

こ
ξ
舶
)
が
、
善
太
郎
の
手
記
を
通
し
て
語
り
出
て
い
る
。
飯
り
葉
ほ
ど
も

え
え
こ
と
が
な
い
、
と
は
、
ま
さ
し
く
倫
理
の
成
立
根
拠
を
奪
う
。
自
己
を
義

と
す
べ
き
何
物
も
な
い
と
こ
ろ
、
自
己
か
ら
侍
む
べ
き
も
の
が
奪
わ
れ
て
来
る

と
こ
ろ
は
、
自
己
の
根
本
的
な
潰
滅
の
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自

己
か
ら
そ
の
居
場
所
が
見
失
わ
れ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
゛
」

の
善
太
郎
、
か
ら
は
、
自
己
が
脱
け
落
ち
て
い
る
。
ご
の
善
太
郎
は
落
ち
ま

す
落
ち
ま
す
、
(
野
)
。
自
己
の
脱
落
、
つ
ま
り
脱
自
と
し
て
、
は
じ
め
て
,
こ

の
善
太
郎
、
で
あ
る
。
し
か
も
、
,
落
ち
る
落
ち
ん
の
と
い
う
間
は
な
い
げ
に
候
、

(
0
)
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
脱
自
そ
の
も
の
が
た
ん
に
善
太
郎
か
ら
で
は

な
く
、
ど
こ
ま
で
も
善
太
郎
の
は
か
ら
い
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
起
す
る
。

舌
福
か
ら
四
キ
ロ
ほ
ど
浜
田
へ
寄
っ
た
所
に
宇
野
(
浜
田
市
)
が
あ
る
。

そ
こ
に
順
興
寺
が
あ
っ
て
、
そ
の
法
座
に
善
太
郎
さ
ん
は
、
三
、
四
人
の

同
一
^
と
と
も
に
お
^
ノ
ノ
リ
し
た
。
^
^
、
^
^
ハ
^
^
こ
び
き
だ
に
^
あ
た
り

に
き
か
か
っ
た
時
、
一
人
の
同
行
が
と
な
り
の
同
行
に
さ
さ
や
い
た
。
,
わ

し
ら
も
、
^
園
^
さ
ん
の
よ
う
に
、
あ
り
^
た
い
身
に
な
り
た
い
も
ん
だ
。

死
ん
で
も
お
浄
土
参
り
は
ま
ち
が
い
な
い
も
ん
だ
ろ
う
が

L

そ
れ
が
耳
に
は
い
る
と
、
善
太
郎
さ
ん
は
当
人
の
ほ
う
へ
ふ
り
む
き
、

し
ば
ら
く
立
ち
ど
ま
っ
て
や
や
声
た
か
く
い
っ
た
。
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四
0

,
お
ま
え
さ
ん
ら
は
、
わ
し
の
真
似
を
し
て
、
わ
し
の
跡
に
つ
い
て
き

て
み
い
、
そ
り
や
あ
た
い
へ
ん
だ
。
こ
の
善
太
郎
は
地
獄
行
き
じ
ゃ
、
地

獄
行
き
じ
ゃ
。
そ
れ
よ
り
ゃ
あ
な
、
如
来
さ
ん
に
た
す
け
て
も
ら
い
ん
さ
い
、

一
同
よ
り
に
わ
か
に
お
こ
っ
た
^
ふ
仏
の
声
は
、
ハ
^
川
の
水
と
和
し
、
法

悦
の
気
分
は
せ
ま
い
溪
谷
に
み
な
ぎ
っ
た
と
い
う
。
(
認
1
誕
)

こ
の
出
来
事
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
善
太
郎
を
超
え
た
も
の
、
脱
自
と
し
て
の
 
J
」

の
善
太
郎
＼
つ
ま
り
。
法
0
 
が
語
り
出
て
い
る
。
妙
好
人
は
そ
の
言
動
に
ょ

つ
て
。
法
0
 
を
見
て
決
し
て
人
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
妙
好
人
に
お
け
る
^
自
^
吐
^
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
か
ぎ
り
、
ご
の
善
太
郎
、
か
ら
は
<
倫
理
>
の
出
て
来
る
自
己
が
な
い
。

ご
の
善
太
郎
、
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
個
我
(
個
人
主
義
的
自
我
)
の
絶
対
の

彼
岸
(
あ
る
い
は
絶
対
の
此
岸
)
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

や
は
り
個
物
を
つ
き
つ
め
る
方
向
に
、
絶
対
否
定
的
に
個
物
を
突
破
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
善
太
郎
」
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
木
呈
疋
性
に
お
い
て
、
絶
対

に
人
間
で
な
い
と
こ
ろ
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ゲ
ー
テ
は

,
人
間
は
努
力
す
る
か
ぎ
り
、
迷
う
も
の
だ
ス
ご
円
冨
含
m
n
ず
一
ヨ
、
m
0
一
曾
兇

円
旨
ゆ
ず
こ
と
一
言
っ
た
。
努
力
が
自
力
的
籍
を
も
ち
、
し
か
も
そ
れ
が
、
倫
理

を
決
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
勝
義
の
宗
教
の
立
場
か
ら
見
て
、
倫
理
は
迷
い
と

言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
逆
に
言
え
ば
、
宗
教
に
は
倫
理
の
束
縛
を
解
き
放
っ
と
い

励

う
意
味
が
あ
る
。
「
世
の
悩
み
は
主
体
の
自
己
主
張
の
抑
圧
否
定
に
基
づ
く
し
、

何
ひ
と
つ
と
し
て
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
の
が
、
う
つ
せ
み
の
さ
だ
め

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
見
た
よ
う
に
、
行
為
に
お
け
る
自
力
的
性
格
の

脱
落
は
、
生
の
根
本
的
苦
悩
か
ら
の
解
放
を
も
意
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の



で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
散
り
葉
ほ
ど
も
え
え
こ
と
が
な
い
し
と
は
、
妙
好
人

の
行
為
は
倫
理
か
ら
は
解
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
倫
理
に
対
す

る
絶
対
否
定
性
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
、
宗
教
に
お
け
る
倫
理
を

語
る
こ
と
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
一
っ
の
新
し
い
、
し
か
も
因
難
な
課
題
に
直

)
、

し

面
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
の
伝
統
的
概
念
を
保
持
す
る
か
ぎ
り
、

.

.

.

.

.

.

.

.

{
示
教
に
お
け
る
倫
理
は
決
し
て
語
ら
れ
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

親
鸞
の
,
三
願
転
入
、
の
論
理
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
相
対
か

ら
絶
対
へ
の
通
路
と
し
て
の
倫
理
は
挫
折
す
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

の

い
わ
ゆ
る
往
相
的
に
は
倫
理
は
成
立
し
な
い
と
一
言
っ
て
も
よ
W
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
は
倫
理
が
全
く
説
か
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
具
体
的
な

例
証
を
挙
げ
る
な
ら
ぱ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
原
罪
(
即
区
温
巴
を
前
提
す
る

教
義
学
日
品
ヨ
讐
芽
)
か
ら
出
発
す
る
第
二
倫
理
学
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

田
辺
元
博
士
は
、
宗
教
は
自
己
自
身
を
倫
理
に
媒
介
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
倫

理
に
還
相
し
、
還
相
の
倫
理
と
し
て
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
言
わ

⑧

れ
る
。
さ
ら
に
、
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
宗
学
に
"
真
俗
二
諦
、

と
あ
っ
て
、
,
真
諦
、
の
傍
ら
に
,
俗
諦
、
の
遵
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
教
え
ら

れ
て
い
る
。
,
俗
諦
、
は
、
広
い
意
味
で
は
倫
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
の
事
情

は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
倫
墾
モ
還
相
の
倫
理

俗
諦
は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
的
必
然
性
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

四
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般
り
葉
ほ
ど
も
え
え
こ
と
が
な
い
、
が
文
字
通
り
真
で
あ
る
な
ら
ば
、
倫

理
が
宗
教
の
傍
ら
に
(
俗
諦
が
真
諦
の
傍
ら
に
)
、
独
立
し
て
立
て
ら
れ
る
べ
き

何
の
理
由
も
な
い
。
宗
教
に
お
い
て
倫
理
が
独
立
し
た
原
理
を
も
ち
得
な
い
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
,
真
俗
二
諦
、
に
お
け
る
二
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
払
洲
理

的
な
首
尾
一
貫
性
か
ら
一
言
え
ば
、
む
し
ろ
「
真
俗
一
諦
L
、
あ
る
い
は
す
べ
て

.

.

.

.

が
真
諦
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
真
諦
と
相
並
ん
で
俗
諦
が

説
か
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
世
間
と
の
妥
協
の
産
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の

,
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
せ
ぱ
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
U
'
と
は
、

倫
理
の
成
立
に
か
か
わ
る
自
由
を
木
旦
疋
す
る
一
言
葉
で
あ
ろ
う
。
{
佰
業
と
い
う
よ

う
な
考
え
方
が
出
て
来
れ
ば
、
俗
諦
の
根
拠
は
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

自
由
の
否
定
を
通
じ
て
、
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
責
任
に
お
け
る
深
い
必
然
性

に
帰
え
さ
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
因
果
は
責
任
を
含
み
、
自
由
の
使
用
に

関
係
す
る
ゆ
え
に
、
(
そ
こ
に
例
え
ぱ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
自
由
論
に
お
い
て
考
え
た

よ
う
に
、
自
由
即
必
然
と
も
い
う
べ
き
構
造
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
悪
の
現
実

性
は
創
造
の
原
初
に
超
時
間
的
に
直
結
し
た
人
間
の
自
由
な
行
為
で
あ
っ
く

そ
の
よ
う
な
超
時
間
的
な
行
為
が
、
時
間
に
お
け
る
人
間
を
必
然
的
に
決
め
て

い
る
の
で
あ
る
)
、
因
果
応
報
と
言
わ
れ
る
必
然
性
は
、
す
べ
て
を
な
げ
や
り

な
書
性
(
三
=
豆
ず
三
9
寄
一
ご
に
委
ね
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
い
わ
ゆ

る
天
然
外
道
で
あ
ろ
う
。
因
果
必
然
性
は
、
責
任
を
含
ん
で
い
る
ゆ
え
に
、
窓

意
性
を
底
な
く
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

窓
荏
を
突
き
抜
け
た
深
い
黛
性
は
、
「
そ
の
ま
ま
X
B
)
と
呼
ば
れ
る
0

「
草
餅
説
法
」
は
、
「
そ
の
ま
ま
」
の
力
動
的
な
露
堂
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、

繰
り
返
し
語
っ
た
よ
う
に
、
因
果
必
然
性
の
露
堂
す
る
場
所
は
、
如
来
の
言
葉

と
し
て
の
名
号
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
二
そ
の
ま
ま
、
を
"
そ
の
ま
ま

一
九
八
六
年
三
月
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石
見
の
善
太
郎
(
=
一
)
 
1
言
葉
と
行
為
1

と
知
る
こ
と
は
、
名
号
の
働
き
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
善
太
郎

.

.

.

.

.

.

は
人
問
と
し
て
の
可
部
の
同
行
の
言
葉
に
従
っ
た
の
で
は
な
い
。
同
行
の
言
葉

に
お
い
て
、
,
三
世
因
果
L
 
を
信
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
彼
は
如

来
の
言
葉
に
直
参
し
た
の
で
あ
っ
た
。
名
号
は
、
因
果
を
因
果
と
し
て
露
堂
せ

し
め
る
こ
と
と
一
っ
に
成
立
す
る
。
名
号
の
成
立
を
、
名
号
と
の
遭
遇
と
呼
ぶ

な
ら
ば
、
善
太
郎
の
行
為
は
、
名
号
が
彼
の
業
穀
の
必
然
性
と
遭
遇
す
る

と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
と
一
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
も
、
そ
の
全
体
が
名
号

)し

か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
同
じ
行
為
が
全
く
異
な
る

両
面
か
ら
見
ら
れ
得
る
。
行
為
は
、
因
果
必
然
の
な
か
に
あ
る
と
と
も
に
、
名

号
の
な
か
に
あ
り
、
名
号
の
な
か
に
あ
る
と
と
も
に
、
因
果
必
然
の
な
か
に
あ

る
。
善
太
郎
を
離
れ
て
如
来
は
な
く
、
如
来
を
離
れ
て
善
太
郎
は
な
い
。
「
仏

の
誓
築
あ
っ
て
衆
生
が
あ
る
の
で
あ
り
、
衆
生
が
あ
っ
て
、
仏
の
誓
願
が
あ

山

、

る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
こ
と
は
、
「
善
太
郎
」
に
お
い
て
、
行
条
力
動
的
な
統
一

あ
る
い
は
転
換
の
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
自
己
主
張
の

全
面
的
な
放
下
が
あ
る
か
ぎ
り
、
転
換
は
一
切
の
苦
祭
ら
の
離
脱
と
し
て
成

立
す
る
。
善
太
郎
は
、
宗
教
的
転
換
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
。

市
の
一
{
子
に
て
、
:
・
・
・
・
の
一
古
を
の
が
れ

,
無
阿
弥
、
の
三
っ
に
は
、
餓
鬼
、
修
羅
道
の
苦
を
の
が
れ

の
工
子
に
て
は
、
畜
生
道
の
苦
を
の
が
れ

「

L

の
一
{
子
に
て
は
、
一
百
三
十
六
地
獄
の
苦
を
の
が
れ
も
う
す
ゆ
え

「

L

1
 
2

(
0
1
0
)

こι

ー
ー

宗
教
的
転
換
の
決
定
的
な
意
味
气
そ
の
一
回
性
倉
ゆ
則
ヨ
ヨ
巴
眞
豊
)

は
、
「
生
死
を
へ
だ
て
け
る
」
(
部
)
、
「
い
と
ま
ご
い
」
(
町
)
、
「
さ
よ
う
な
ら
」
(
W
)
、

さ
ら
に
ま
た
、
「
こ
の
た
び
と
い
う
こ
の
た
び
」
(
3
)
と
表
現
さ
れ
る
。
右
の
手
記

松
塚
豊
茂

の
よ
う
に
、
妙
好
人
に
お
い
て
、
行
為
は
倫
理
的
性
格
を
脱
し
て
ぃ
る
。
名
号

が
、
行
為
と
な
っ
た
と
一
言
っ
て
も
よ
い
。

゛
)
、

清
浄
光
明
な
ら
び
な
し

遇
斯
光
の
ゆ
へ
な
れ
ぱ

一
切
の
業
繋
も
の
ぞ
こ
り
ぬ

⑫

畢
寛
依
を
帰
命
せ
よ

善
太
郎
が
「
生
死
を
へ
だ
て
け
る
」
と
慶
ぶ
と
ミ
彼
は
こ
の
『
和
讃
』
を

承
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
生
死
を
へ
だ
て
け
る
」
と
は
、
彼
岸
を
意
味
す

る
。
し
か
し
、
彼
岸
は
た
ん
に
此
岸
に
超
絶
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
岸
は

あ
ら

「
生
死
即
浬
藥
L
 
と
言
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
、
此
岸
を
此
岸
と
し
て
露
わ
に
す

る
こ
と
と
別
で
は
な
い
。
本
願
の
白
道
は
、
彼
岸
に
通
じ
て
い
る
が
、
此
岸
、

つ
ま
り
現
実
そ
の
も
の
に
お
い
て
彼
岸
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
現
実
は
、
本
願
の
白
道
の
自
己
実
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
,
南
無
阿
弥
陀

愉

仏
と
い
う
念
仏
は
、
真
実
の
世
界
が
人
間
の
世
界
に
渉
透
し
た
す
が
た
で
あ
戸
。

一
切
の
業
繋
も
の
ぞ
こ
り
ぬ
」
と
は
、
業
の
縛
り
 
1
 
親
鸞
は
、
業
繋
に

「

つ
い
て
「
罪
の
縄
に
縛
ら
る
、
な
り
」
と
左
訓
し
て
い
る
ー
か
ら
の
解
放

つ
ま
り
自
由
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
こ
の
解
放
が
因
果
の
た
だ
な

か
で
生
起
す
る
か
ぎ
り
、
解
放
は
生
死
を
生
死
に
か
え
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

そ
れ
が
「
生
死
即
浬
声
で
あ
る
。
生
死
が
因
果
徐
の
場
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

解
放
と
し
て
の
自
由
は
、
因
果
必
然
と
た
ん
に
隔
絶
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

必
然
と
全
く
異
な
っ
た
自
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
同
じ
一
っ
の
行
為
が
絶
対

に
異
っ
た
二
面
か
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
が
自
由
即
必
然
、
必
然

W

即
自
由
の
深
い
真
理
を
と
ら
え
る
場
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
由
即
徐
、

必
然
即
自
由
と
し
て
の
み
、
真
の
自
由
で
あ
り
、
真
の
必
然
で
あ
る
。
自
由
と

四
二

仏陀



必
然
と
の
こ
の
よ
う
な
深
い
相
即
は
、
自
然
(
じ
ね
ん
)
と
呼
ば
れ
る
。
「
自
然

じ

と
い
ふ
は
自
は
お
の
づ
か
ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
し
か
ら
し

ね
人

む
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
然
と
い
ふ
は
、
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
、
行
者

婦

の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
如
来
の
ち
か
ひ
に
て
あ
る
が
ゆ
へ
に
、
と
い
う
親
鸞

の
筆
は
、
他
力
に
ょ
っ
て
統
べ
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
自
然
で
あ
る
こ
と
を
教
え

て
い
る
。
妙
好
人
は
、
そ
れ
を
「
阿
弥
陀
如
来
の
お
力
ひ
と
つ
、
(
卯
)
と
一
言
う
。

「
阿
弥
陀
如
来
の
お
力
ひ
と
つ
」
と
は
、
「
即
」
が
他
力
か
ら
成
就
さ
れ
る

こ
と
を
^
^
中
る
。
自
由
は
^
間
の
な
か
に
は
な
い
。
人
間
は
、
地
^
の
仕
^
」

(
玲
)
に
ょ
っ
て
ー
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
根
元
悪
合
器
曾
一
亘
ゆ
浮
巴

と
し
て
の
叡
知
的
行
為
谷
ゆ
ヨ
岳
烹
如
子
巴
ゆ
↓
等
)
に
ょ
っ
て

、

自
由
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
由
は
、
し
た
が
っ
て
、
名
号
に
お
い
て
恵
み
と
し
て
再
び
贈

ら
れ
る
ほ
か
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
人
間
の
側
か
ら
自
由
を
問
う
こ

と
は
で
き
ぬ
。
ま
た
、
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
自
由
で
あ
る
。
「
こ
の

自
然
の
こ
と
は
、
つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
:
:
:
こ
れ
は
仏

⑯

智
の
不
思
議
に
て
あ
る
な
り
」
。
「
不
田
途
を
承
け
て
、
善
太
郎
は
次
の
よ
う

に
書
き
記
し
た
。

こ
の
善
太
郎
は

枯
木
の
ご
と
し
に
枯
れ
き
た
の
で

二
度
と
芽
の
出
る
た
め
し
の
な
い

こ
の
善
太
郎
は
、
枯
れ
き
た
の
で

こ
の
善
太
郎

二
度
と
芽
の
出
る
た
め
し
の
な
い

こ
の
善
太
郎
に

参
ら
せ
て
い
た
だ
か
し
て
下
さ
る
な
む
あ
み
だ
ぷ
っ
の
芽
を

一
九
八
六
年
三
月
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こ
の
善
太
郎
に
、
芽
を
生
じ
た
と
ゆ
う
は

こ
れ
は
不
田
議
こ
れ
は
不
思
議
(
7
ー
フ
)

自
然
に
お
い
て
、
讐
と
し
て
の
自
由
と
、
縛
り
と
し
て
の
必
然
の
性
格
は
、

)し

仰

脱
せ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
で
ぺ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
的
自
由

含
ゆ
司
ネ
子
四
一
ル
ゆ
m
ヤ
ゆ
語
一
山
ヨ
m
ヨ
邑
を
木
呈
疋
し
た
。
。
ヘ
ラ
ギ
ウ
ス
主
養
っ
ま

り
心
理
主
義
的
自
由
は
、
真
の
自
由
で
は
な
く
、
必
然
の
別
名
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
『
死
に
至
る
病
』
に
お
い
て
運
命
論
者
(
{
佰
命

論
者
)
は
絶
望
し
て
い
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
自
然
は
、
今
言
っ
た
よ
う
な

意
味
で
自
由
と
必
然
の
性
格
の
転
換
の
場
で
あ
る
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
が
超
越
的
自

由
(
§
易
N
含
ル
ゆ
ヨ
巴
ゆ
司
昂
子
含
ご
を
新
し
く
始
め
る
能
力
と
規
{
疋
し
て
い
る
よ

W

う
に
、
そ
れ
は
恒
に
<
い
ま
、
こ
こ
>
で
新
し
く
始
ま
る
こ
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

.

.

善
太
郎
は
、
そ
の
新
し
さ
を
い
み
じ
く
も
「
こ
の
初
爺
(
初
太
郎
)
は
、
や

)し

れ
う
れ
し
や
」
(
N
1
W
)
と
言
い
当
て
る
。
そ
こ
に
超
越
者
の
真
の
意
味
に

.

.

.

お
け
る
新
し
さ
が
一
言
挙
げ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
わ
し
ゃ
の
う
、
い
つ
も

)し

か
わ
ら
ん
法
語
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
に
参
る
ん
だ
。
二
度
で
も
三
度
で
も
聞
く

ほ
ど
あ
り
が
た
い
の
う
」
(
鴉
)
は
、
「
一
つ
こ
と
を
き
い
て
、
い
つ
も
め
ず
ら

)し

⑲

し
く
^
め
た
る
や
う
に
、
^
の
う
へ
に
は
あ
る
べ
き
な
り
」
を
^
け
て
い
る
。

妙
好
人
の
一
言
葉
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
反
復
(
系
巴
ゆ
ヨ
0
一
言
如
)
と
一
言
っ
た
よ
う

に
、
超
越
の
範
疇
に
ょ
っ
て
規
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
他
面
「
助

け
て
や
ろ
う
、
救
っ
て
や
ろ
う
、
参
ら
せ
て
や
ろ
う
の
ご
意
見
」
(
π
)
は
、
運

命
論
(
{
佰
<
盟
の
病
を
癒
す
言
葉
で
あ
る
。

自
然
に
お
い
て
、
行
為
の
自
力
作
善
的
性
格
が
脱
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
既

)し

に
述
べ
た
よ
う
に
、
倫
理
の
縛
り
か
ら
の
根
本
的
解
放
と
し
て
の
念
仏
を
意
味

す
る
。
善
太
郎
に
と
っ
て
は
、
行
住
座
臥
が
念
仏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。



石
見
の
善
太
郎
9
マ
ー
一
言
葉
と
行
為
1

こ
の
善
太
郎
い
の
ち
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
ね
て
も
さ
め
て
も
念
仏
申

す
べ
き
な
り
。
(
町
)

あ
る
年
、
そ
れ
は
月
の
で
た
夜
善
太
郎
さ
ん
が
小
用
に
と
て
家
の
外
に

で
る
と
、
庭
の
カ
キ
の
木
に
二
人
の
若
者
が
の
ぽ
っ
て
い
た
。
さ
え
た
月

光
に
か
く
れ
も
で
き
ず
、
そ
の
影
を
お
と
し
て
い
た
。
善
太
郎
さ
ん
は
ノ

シ
ゴ
を
も
っ
て
き
て
木
に
か
け
た
。
木
の
上
の
招
か
れ
ざ
る
客
は
こ
れ
を

み
て
驚
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
下
か
ら
の
声
は
静
か
な
念
仏
だ

け
。
善
太
郎
さ
ん
は
家
に
は
い
っ
て
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
っ
た
。
(
諦
)

松
塚
豊
茂

妙
好
人
の
場
貪
行
為
は
ー
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
て
も

、

名
号
か
ら
一
歩
も
外
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
名
号
と
し
て
の
言
葉
が
、

1

為
に
な
っ
た
と
も
一
吾
え
る
し
、
行
為
が
言
葉
の
真
理
の
証
明
の
場
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
私
た
ち
は
、
こ
こ
で
根
源
的
な
一
言
葉
と
行
為
と
の
本
質
的
な
連
関
に

到
思
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
倫
理
と
訳
さ
れ
る
近
代
語
は
、
ギ
リ

シ
ア
語
の
工
ー
ト
ス
(
邸
0
巴
に
由
来
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
エ
ー
ト
ス
に
は
近

代
語
の
倫
理
と
い
う
意
味
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
。
「
工
ー
ト
ス
は
、
居
所⑳

住
む
場
所
を
意
味
し
、
こ
の
語
は
人
間
の
住
ん
で
い
る
開
か
れ
た
領
域
を
い
う
」
。

「
如
来
の
家
」
(
名
号
)
は
、
善
太
郎
の
住
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
問
題
背
景
は
全

く
異
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
、
エ
ー
ト
ス
の
^
^
に
か
え
さ
れ
た
^
^
が
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
考
え
る
と
、
妙
好
人
に
お
い
て
、
行
為
か
ら
あ
る
結
果
を
実
現
す
る

た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
行
為
の
技
術
的
性
格
は
暢
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

行
為
は
、
決
し
て
「
原
因
 
1
 
結
果
」
と
い
う
技
術
的
・
目
的
論
的
視
野
か
ら

五

は
決
め
ら
れ
な
い
。
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
と
場
所
に
お
い
て
絶
対
的
な
意

味
を
も
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
太
郎
の
場
貪
絶
対
的
な
意
味
と
は

「
ご
恩
報
尽
の
念
仏
」
(
的
)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

善
太
郎
さ
ん
は
家
の
人
に
む
か
っ
て
こ
う
告
げ
て
あ
っ
た
。
「
自
分
が
死

ん
だ
な
ら
、
年
頭
に
は
ご
師
匠
寺
と
庄
屋
さ
ん
へ
あ
い
さ
つ
へ
行
け
。
そ

し
て
ご
師
匠
寺
へ
は
年
始
包
み
以
外
に
、
白
米
二
升
を
御
開
山
さ
ま
へ
お

仏
飯
米
と
し
て
持
参
せ
よ
」
と
。
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
子
孫
は
そ

れ
を
忠
実
に
守
り
つ
づ
け
て
い
る
。
(
巧
)

あ
る
年
の
こ
と
、
浜
田
市
原
町
の
光
西
寺
へ
本
山
の
ご
得
が
お
見
え
に

な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
交
通
事
情
よ
り
し
て
、
使
僧
の
お
出
で
は
た
い
へ

ん
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
近
郷
近
在
の
同
行
ら
は
あ
げ
て
お

参
り
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
善
太
郎
さ
ん
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
有
福

か
ら
二
十
キ
ロ
の
道
の
り
を
歩
い
て
、
懇
意
に
し
て
い
た
同
町
の
大
朝
屋

に
宿
を
か
り
、
聴
聞
に
か
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
法
座
の
最
終

日
、
ご
満
座
の
日
に
な
っ
て
、
急
に
有
福
へ
帰
る
と
い
い
だ
し
た
。
そ
こ

へ
た
ま
た
ま
そ
の
家
の
老
母
が
き
て
「
善
太
郎
さ
~
な
に
う
し
と
ん
さ
る
。

帰
り
じ
た
く
か
い
な
あ
。
そ
が
あ
に
早
よ
う
い
な
ん
で
も
、
え
っ
さ
と
参

い
ん
さ
っ
た
ん
だ
。
ご
満
座
に
あ
う
て
帰
え
ん
さ
い
や
」

そ
い
だ
が
、
そ
が
あ
し
ち
ゃ
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
わ
し
が
ほ
う

「
よ
)
、

の
光
現
寺
さ
ん
で
も
法
座
が
あ
り
ま
す
け
え
。
い
な
に
ゃ
な
り
ま
せ
ん
」

「
光
現
寺
さ
ん
で
も
ち
ょ
う
ど
法
座
が
あ
り
ま
す
か
い
の
う
、
遠
方
か

ら
ご
講
師
さ
ん
が
お
出
で
ん
さ
る
ん
か
な
」

「
手
前
の
ご
院
家
さ
ん
で
ご
ざ
ん
さ
あ
」

「
そ
い
な
ら
、
あ
ん
た
、
い
つ
で
も
え
っ
と
聞
け
ま
し
ょ
う
が
な
。
本

四
四



山
か
ら
来
ん
さ
っ
た
ご
使
僧
さ
ん
の
ご
縁
に
あ
う
こ
た
あ
、
十
年
先
か
、

二
十
年
先
か
わ
か
り
や
せ
ん
で
な
。
き
ょ
う
一
日
き
い
て
帰
ん
さ
い
」

善
太
郎
さ
ん
の
こ
た
え
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
「
そ
い
だ
が
な
あ
、
わ
し

の
よ
う
な
者
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
浜
田
の
ほ
う
ま
で
、
こ
が
あ
し
て
参
ら

せ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
な
あ
、
あ
ん
た
、
ご
院
家
さ
ん
の
お
育
て
の

お
か
げ
で
さ
あ
。
ど
が
あ
し
て
も
い
な
に
ゃ
な
り
ま
せ
ん
」

そ
の
朝
、
急
ぎ
足
で
有
福
へ
帰
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
(
即
1
噐
)

要
す
る
に
、
善
太
郎
の
場
貪
行
為
は
「
ご
恩
報
尽
の
念
仏
」
と
し
て
他
力

か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
詩
作
の
根
本
に
も
名
号
が
あ
っ
た
が
、
行
為
の
根
本

に
も
名
号
が
あ
る
。
行
為
と
詩
作
の
分
か
れ
る
以
前
の
と
こ
ろ
に
、
彼
は
住
ん

で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
が
「
如
来
の
家
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
詩
作
と

行
為
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
そ
の
根
本
に
如
来
の
勅
命
に
信
順
す
る
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
草
餅
説
法
」
の
場
合
も
い
わ
ば
無
実

の
罪
を
引
き
受
け
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
命
令
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

.

.

.

そ
こ
に
、
「
<
ま
こ
と
>
以
上
の
ま
こ
と
」
、
「
天
真
自
然
」
の
発
露
も
あ
っ

た
。
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①
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る
の
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御
文
章
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蓮
如
は
、
宗
教
者
の
生
き
方
と
し
て
い
わ
ば
真
諦
を
つ
っ
ん
で
、

俗
諦
(
仁
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を
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。
真
諦
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蓮
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⑬
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ン
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考
え
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さ
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に
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が
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自
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の
本
質
』
で
深
く
追
求
し
た
自
由
は
、
い
わ
ば
堕
罪
と
し
て
の
自
由
悪
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の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
業
駆
か
ら
の
解
放
」
と
し
て
の
自
由
は
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そ
の
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う
な
暗
い
自
由
を
も
う
一
度
転
換
し
、
根
本
的
に
突
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す
る
こ
と
で

あ
る
。

⑮
親
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和
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⑯
同
右
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⑪
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。
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力
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
理
性
の
声
に
従
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
こ
こ

で
は
、
カ
ン
ト
的
な
自
由
の
能
力
を
含
め
て
腐
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

理
性
の
場
で
は
な
く
、
新
し
く
始
め
る
こ
と
は
、
如
来
の
声
に
従
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
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