
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
が
経
て
き
た
変
遷

及
び
そ
の
思
想
史
上
の
意
義

アジャータシャトル物語が経てきた変遷及びその思想史上の意義

こ
の
報
告
の
第
一
部
（
2
）
で
は
、
古
沢
平
作
が
精
神
分
析
に
お
い
て

提
唱
し
た
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
概
念
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

仏
典
に
お
け
る
ア
ジ
ャ
l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
変
遷
を
研
究
し
、
そ
の

う
ち
、
中
国
仏
典
に
至
る
事
情
ま
で
を
述
べ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
第
二

部
で
は
引
き
続
き
日
本
で
の
展
開
を
お
話
し
し
、
さ
ら
に
総
合
的
な
考

察
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

親
鷺
に
お
い
て
の
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語

周
知
の
通
り
で
も
あ
り
ま
す
が
、
古
沢
が
そ
の
阿
闇
世
説
を
作
っ
た

と
き
に
直
接
に
使
っ
た
と
さ
れ
る
典
拠
は
、
親
驚
（
H
H
a
i

－N
S）
の
『
教

行
信
証
』

4
N
念
。
で
す
。
こ
の
著
作
で
親
驚
は
、
こ
の
報
告
の
第
一

部
で
要
約
し
た
大
乗
浬
繋
経
の
、
王
な
二
つ
の
パ
ッ
セ
l
ジ
を
引
用
し
ま

す
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
が
者
婆
に
説
得
さ
れ

て
仏
陀
に
救
い
を
求
め
に
行
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
「
善
見
」
太
子
の
出

生
お
よ
び
提
婆
達
多
に
よ
っ
て
唆
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
（
3
）
親
驚

｜
｜
第
二
部
ー
ー
－

マ

jレ

ア

イ

ツ

チ

イ

ケ

フ

が
そ
れ
ら
の
資
料
を
引
用
す
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
、
最
悪
の
罪
人
を
含

め
て
す
べ
て
の
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
仏
陀
の
力
と
い
う

テ
l
マ
を
説
く
と
こ
ろ
で
す
。
親
驚
が
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
か

く

ぜ

い

た

の

ら
引
き
出
す
教
訓
は
、
我
々
衆
生
一
般
が
「
大
悲
の
弘
誓
を
恵
み
、
利

他
の
信
海
に
帰
す
（
愚
大
悲
弘
誓
蹄
利
他
信
海
）
」
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
「
大
い
な
る
慈
悲
に
よ
っ
て
の
弘
い
誓
い
に
患
っ
て
、
［
仏
陀

が
］
他
［
の
衆
生
〕
に
利
［
益
を
与
え
る
こ
と
］
に
対
し
て
の
信
［
心

の
］
海
に
時
す
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
4
）
言
い
換
え
れ
ば
、
親
鷲

本
人
を
含
め
て
す
べ
て
の
衆
生
が
擢
っ
て
い
る
罪
と
い
う
病
（
立
を
癒

す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
偉
大
な
医
者
で
あ
る
仏
陀
の
他
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
（
6
）
古
沢
は
最
初
の
阿
闇
世
説
に
つ
い
て
の
巴
臼
年
の
論
文
に

お
い
て
、
（
部
分
的
に
近
角
常
観
の
『
臓
悔
録
』
（

5
8
年）（
7
）
を
介

し
て
）
主
に
教
行
信
証
の
こ
れ
ら
の
段
落
に
基
づ
い
た
も
の
の
よ
う
で

す。（
8
）

そ
う
す
る
と
、
古
沢
は
自
ら
の
説
に
と
っ
て
一
番
重
要
な
仏
教
経
典



に
も
、
間
接
的
に
し
か
接
触
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で

す
。
「
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
」
が
阿
闇
世
説
に
お
け
る
「
阿
闇

世
物
語
」
に
変
容
す
る
過
程
を
分
析
し
よ
う
と
思
う
と
、
親
驚
の
そ
の

物
語
に
対
し
て
の
理
解
、
使
い
方
、
そ
の
思
想
に
お
い
て
の
意
味
お
よ

び
そ
の
歴
史
的
背
景
な
ど
も
、
考
え
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
残
念
な
が
ら
、
私
の
よ
う
な
微
力
な
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
今
回

の
研
究
で
は
不
可
能
で
、
日
本
仏
教
専
門
の
研
究
者
に
譲
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
二
、
三
の
ご
く
簡
単
な
こ
と
に
つ
い

て
だ
け
、
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
親
驚
一
人
に
よ
っ
て
大
乗
浬
繋
経
と
観
無
量
寿
経
が
ア

ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
一
番
重
要
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
選
び
出

さ
れ
た
わ
け
で
は
勿
論
な
く
、
中
国
中
世
備
教
と
鎌
倉
時
代
の
日
本
仏

教
と
の
聞
に
介
在
す
る
い
く
つ
か
の
要
素
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
親
驚
の
時
代
に
ま
で
至
っ
た
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
い
て

は
既
に
、
そ
れ
ら
の
要
素
の
働
き
に
よ
っ
て
、
親
驚
が
二
経
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
に
注
目
し
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
仏
教
の
発
展
が
、
条
件
づ
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

親
驚
の
時
代
の
前
か
ら
既
に
、
二
経
と
も
束
ア
ジ
ア
の
仏
教
の
主
流

と
な
っ
た
思
想
や
修
行
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
甚
だ

し
い
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
大
乗
浬
繋
経
は
、

「
一
切
衆
生
悉
く
仏
性
あ
り
」
と
い
う
教
え
の
成
り
立
ち
の
要
で
も
あ
っ

た
一
方
、
観
無
量
寿
経
は
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
よ
る
救
済
に
対
す
る

信
仰
に
と
っ
て
の
、
一
つ
の
柱
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ

l
マ
が
東

ア
ジ
ア
仏
教
に
お
い
て
や
が
て
勢
力
を
張
っ
た
背
景
に
、
さ
ら
に
い
く

つ
か
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
働
き
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
大
乗
浬
繋
経
と
観
無
量
寿
経
自
体
が
成
り
立
っ
た
中
国

中
世
の
時
代
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
全
般
に
「
末
世
」
、
「
末
法
」
な
ど
の
思

想
が
一
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
仏
性
思
想
お

よ
び
阿
弥
陀
信
仰
は
、
複
雑
な
関
係
に
よ
っ
て
末
法
思
想
に
結
び
つ
い

て
い
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
仏
教
が
東
ア
ジ
ア
へ
と
伝
来
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
と
も
関
係

あ
る
で
し
ょ
う
が
、
所
謂
「
小
乗
仏
教
」
（
ま
た
「
、
主
流
仏
教
」
つ
ま

り
冨
臼
同

よ
く
あ
る
が
）
は
、
東
ア
ジ
ア
で
あ
ま
り
普
及
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に

大
乗
仏
教
の
思
想
と
修
行
が
主
調
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
大
き
い
傾

向
は
、
教
学
を
説
く
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
僧
侶
の
行
為
を
規
制

す
る
「
律
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
テ
キ
ス
ト
を
も
含
ん
で
い
ま
す
。
な

の
で
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
の
最
も
通
常
の

バ
ー
ジ
ョ
ン
の
中
に
は
律
蔵
の
な
か
に
出
て
く
る
も
の
は
少
な
く
な
い

し
、
ま
た
「
小
乗
」
と
見
ら
れ
た
阿
含
経
典
の
中
に
出
て
く
る
バ
ー
ジ
ョ

ン
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
は
い
え
、
所
謂
「
小
乗
」
が
あ
ま
り
評
価
を

受
け
な
か
っ
た
事
実
だ
け
に
よ
っ
て
も
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語

の
そ
れ
ら
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
人
気
を
得
る
可
能
性
は
そ
も
そ
も
低
か
っ

た
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
要
素
が
、
親
鷲
の
大
乗
浬
繋
経
に
お
い
て
の
ア
ジ
ャ
ー

タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
使
用
と
理
解
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
親

驚
本
人
及
び
そ
の
時
代
と
な
る
と
、
ま
た
い
く
つ
か
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が

参
与
す
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

中
国
中
世
と
似
た
よ
う
な
形
で
、
親
驚
が
生
き
た
鎌
倉
時
代
の
日
本

仏
教
も
、
末
法
思
想
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
（
9
）
こ
の
理
解



アジャータシャトル物語が経てきた変遷及びその思想史上の意義

に
対
し
て
親
驚
の
反
応
は
、
末
法
時
代
の
衆
生
の
道
徳
性
質
が
と
て
も

低
く
、
い
や
、
末
法
時
代
の
衆
生
は
単
に
悪
な
る
存
在
で
あ
る
と
唱
え

た
教
学
に
見
え
る
で
し
ょ
う
。
（
凶
）
こ
の
悪
と
い
う
問
題
に
対
す
る
親
驚

の
意
識
は
、
部
分
的
に
鋭
い
内
観
に
よ
っ
て
の
も
の
で
し
た
が
、
日
）
結

果
と
し
て
そ
の
例
教
は
悪
人
を
一
香
典
型
的
な
対
象
と
し
、
（
ロ
）
「
悪
人

正
機
」
と
い
う
標
語
で
代
表
さ
れ
る
思
想
を
成
し
た
の
で
す
。
（
日
こ
の

「
悪
人
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
親
驚
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
ア
ジ
ャ

l
タ

シ
ャ
ト
ル
で
し
た
。
（
凶
）

末
法
時
代
の
こ
れ
だ
け
悪
な
る
衆
生
に
対
し
て
唯
一
救
済
の
希
望
を

提
供
す
る
も
の
は
、
念
仏
を
介
し
て
表
現
さ
れ
る
阿
弥
陀
の
本
願
に
対

し
て
の
信
心
に
あ
る
と
親
驚
は
主
張
し
ま
し
た
。
（
日
）
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
関
連
に
お
い
て
親
驚
は
念
仏
と
い
う
修
行
を
根
本
的
に
再
解
釈
し

ま
し
た
。
親
鷺
に
よ
る
と
、
念
仏
し
か
末
法
の
衆
生
を
救
済
し
う
る
も

の
が
な
い
が
、
悪
な
る
衆
生
は
そ
の
悪
の
あ
ま
り
に
、
自
分
た
ち
の
力

で
信
心
さ
え
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
信
心
そ
の
も
の
も
阿
弥

陀
の
慈
悲
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
し
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

念
仏
は
し
た
が
っ
て
、
信
心
を
ゼ
ロ
か
ら
養
う
の
で
は
な
く
、
既
に
授

け
ら
れ
た
信
心
に
対
し
て
の
感
謝
を
表
す
修
行
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
元
）
こ
の
再
解
読
に
よ
る
信
心
と
い
う
概
念
は
教
行

信
証
の
中
軸
と
も
い
え
ま
す
。
日
）

こ
の
よ
う
な
信
心
を
考
え
る
際
に
、
親
鷲
は
当
然
な
が
ら
「
無
根
信
」

と
い
う
概
念
を
も
取
り
上
げ
ま
し
た

oa）
こ
の
概
念
は
大
乗
浬
繋
経
を

含
め
て
幾
つ
か
の
経
典
に
お
い
て
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
と
い
う
モ

デ
ル
と
既
に
密
接
な
関
係
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
親
鷲
以
前
に
も
、

す
で
に
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
展
開
の
一
筋
と
し
て
、
沙
門
果

経
の
い
く
つ
か
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
通
じ
て
大
乗
浬
繋
経
に
至
る
流
れ
の

な
か
で
、
罪
人
や
悪
人
が
仏
陀
の
介
入
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
可
能
性
が

段
々
大
き
く
な
る
傾
向
が
す
で
に
見
え
て
い
ま
し
た
。
仏
陀
が
何
も
根

拠
（
根
っ
こ
）
な
く
信
者
に
授
け
る
信
心
を
意
味
す
る
「
無
根
信
」
と

い
う
概
念
に
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
も
う
結
晶
化
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
こ
で
親
鷲
に
お
い
て
、
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
、
ア

ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
は
末
法
時
代
の
き
っ
い
要
求
に
応
じ
た
、
無
根
信

を
中
心
と
し
て
再
構
造
さ
れ
た
仏
教
の
象
徴
的
人
物
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
親
驚
と
古
沢
と
の
間
の
長
い
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
特
に
肖

土
真
宗
に
お
い
て
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
ー
章
提
希
物
語
が
さ
ら
に

変
更
を
受
け
た
可
能
性
も
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（

ω）
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
立
ち
入
る
暇
と
専
門
知
識
が
足
り
な
い
た

め
、
直
接
に
古
沢
・
小
此
木
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
特
徴
と
時
代
背
景
の
考
察

へ
と
お
話
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

古
沢
と
小
此
木
に
よ
る
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
提
唱

本
研
究
で
は
、
古
沢
平
作
の
来
歴
や
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
説
自

体
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
私
は
こ
こ
で

古
沢
と
小
此
木
が
語
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
そ
し
て
そ
の
用
途
を
、
今
ま
で
見

て
き
た
た
く
さ
ん
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
集
中
し

ま
す
。
古
沢
・
小
此
木
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
他
の

す
べ
て
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
異
な
り
ま
す
が
、
そ
う
と
は
い
っ
て
も
、
別

に
古
沢
か
小
此
木
が
自
分
で
変
え
た
と
は
簡
単
に
言
い
切
れ
な
く
、
他

に
親
驚
と
古
沢
と
の
間
の
日
本
文
化
の
成
り
行
き
に
由
来
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
（
却
）



古
沢
は
、
近
角
常
観
の
憐
悔
録
を
介
し
て
教
行
信
証
の
引
用
と
要
約

か
ら
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
を
知
り
、
そ
れ
か
ら
後
に
な
っ
て
観

無
量
寿
経
を
も
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
彼
の
阿
閤
世
説
に
と
っ
て
一
番
重
要
な

バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
仏
教
の
大
蔵
経
の
全
般
か
ら
み
れ
ば
一
番
珍
し
い
ほ

う
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
加
え
て
、
古
沢
と
小
此

木
が
語
っ
た
り
使
っ
た
り
す
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
そ
の
観
無
量
寿
経
と

大
乗
浬
繋
経
に
出
て
く
る
も
の
と
も
、
さ
ら
に
違
い
ま
す
。
五
）

古
沢
と
小
此
木
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
導
入
さ
れ
た
主
な
変
更
は
以
下
の
通

り
で
す
。
子
供
を
ほ
し
が
る
の
は
、
頻
婆
裟
羅
王
で
な
く
、
章
提
希
で

す
。
ま
た
、
そ
の
動
機
は
、
年
を
取
る
自
分
が
美
し
さ
を
失
い
、
夫
の

愛
情
を
も
失
う
と
心
配
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
聖
を
暗
殺

す
る
よ
う
に
命
令
を
出
し
た
り
、
予
言
を
聞
い
て
怖
く
な
っ
た
り
、
腹

に
い
る
胎
児
を
流
産
す
る
こ
と
を
考
え
た
り
、
出
産
の
際
に
高
い
と
こ

ろ
か
ら
降
ろ
し
て
殺
そ
う
と
す
る
の
も
、
章
提
希
が
中
心
と
な
り
、
頻

婆
裟
羅
は
ほ
ぼ
そ
の
全
部
に
参
加
し
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
そ
れ
以
降
、
古

沢
・
小
此
木
の
「
阿
閤
世
物
語
」
の
場
合
、
古
沢
の
最
初
の
巴
臼
年

の
論
文
を
除
け
ば
、
父
を
殺
す
事
柄
自
体
も
な
く
な
り
、
中
心
と
な
る

の
は
阿
闇
世
と
い
う
太
子
の
母
に
対
し
て
の
殺
音
い
、
特
に
阿
闇
世
が
章

提
希
を
殺
そ
う
と
す
る
場
面
で
す
。
そ
こ
で
阿
闇
世
が
見
せ
る
怒
り
は
、

提
婆
達
多
か
ら
生
前
の
出
来
事
の
新
し
い
、
母
だ
け
が
責
任
者
で
あ
る

バ
ー
ジ
ョ
ン
を
開
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
る
の
で
す
。
す
る

と
、
阿
閤
世
の
殺
意
や
攻
撃
の
動
機
は
、
章
提
希
が
こ
っ
そ
り
夫
に
飲

食
を
運
ぶ
こ
と
の
代
わ
り
に
、
章
提
希
が
子
供
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
犯

し
た
「
悪
業
」
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
頻
毘
裟
羅
が

牢
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
自
体
も
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
、
ま
た

は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
章
提
希
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
も
ほ
と
ん

ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
父
親
に
対
し
て
の
攻
撃
の
問
題
は
な
お
も
残
り
ま

す
が
、
そ
の
動
機
も
ま
た
、
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に

小
此
木
に
よ
る
と
、
父
親
へ
の
攻
撃
は
、
夫
に
捨
て
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
母
に
対
し
て
の
阿
闇
世
の
同
感
か
ら
く
る
そ
う
で
す
。
す
る
と
、

阿
闇
世
の
罪
悪
感
も
ま
た
、
母
を
襲
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
罪
悪
感
と

な
る
の
で
す
。
腫
れ
物
に
躍
る
こ
と
も
、
父
と
関
係
な
く
な
り
、
母
を

襲
っ
た
罪
悪
か
ら
来
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
章
提
希
は
阿
闇

世
の
腫
れ
物
を
治
療
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
阿
闇
世
本
人
や

者
婆
の
代
わ
り
に
、
仏
陀
に
阿
閤
世
の
た
め
の
助
け
を
訴
え
る
よ
う
に

も
な
り
ま
す
。
阿
闇
世
の
腫
れ
物
が
治
る
と
、
そ
れ
は
仏
陀
の
ア
ド
バ

イ
ス
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
主
に
章
提
希
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
小
此
木
は
ま
た
、
章
提
希
が
観
無
量
寿
経
に
お
け
る

よ
う
に
、
仏
陀
に
苦
し
み
を
訴
え
安
ら
ぎ
を
求
め
る
時
に
、
彼
女
は
仏

陀
か
ら
具
体
的
に
自
分
の
中
で
養
っ
た
子
供
に
対
し
て
の
愛
情
と
拒
絶

と
の
聞
の
葛
藤
を
解
決
す
る
た
め
の
援
助
を
得
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

な
の
で
、
結
局
章
提
希
が
阿
閤
世
の
腫
れ
物
を
癒
す
こ
と
に
成
功
す
る

と
、
葛
藤
が
そ
れ
で
な
く
な
り
、
そ
れ
は
章
提
希
が
よ
り
成
熟
し
た
母

親
と
し
て
の
ロ

l
ル
に
や
っ
と
辿
り
つ
い
た
こ
と
の
象
徴
に
な
り
ま

す。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
更
は
合
わ
せ
て
、
阿
闇
世
が
母
を
殺
そ
う

と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
そ
し
て
も
っ
と
広
く
言
え
ば
、
阿
闇
世
と
章
提

希
と
の
間
の
関
係
に
注
目
を
集
中
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
こ

ま
で
物
語
の
核
心
部
と
言
っ
て
よ
い
父
親
に
対
し
て
の
攻
撃
が
ほ
と
ん



アジャータシャトル物語が経てきた変遷及びその思想史上の意義

ど
触
れ
ら
れ
ず
、
消
え
て
し
ま
い
ま
す

0
8）
周
知
の
通
り
、
阿
闇
世
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
説
に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
、
中
心
と
な
る

の
は
母
子
関
係
で
す
。

以
上
、
「
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
」
が
、
古
沢
と
小
此
木
の
阿

闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
説
に
お
い
て
の
「
阿
闇
世
物
語
」
に
ま
で
変
化

す
る
、
長
い
歴
史
に
亘
る
く
ね
く
ね
し
た
道
を
大
体
辿
っ
て
き
ま
し
た
。

い
ま
仮
に
本
研
究
の
文
献
資
料
の
調
査
の
結
論
を
い
う
と
、
古
沢
・
小

此
木
版
は
、
古
典
に
出
て
来
る
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
基
準
で

計
っ
た
「
変
わ
っ
た
」
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
歴
史

の
中
で
ほ
ぼ
一
番
変
わ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
大
乗
浬
繋

経
、
観
無
量
寿
経
）
に
基
づ
い
た
さ
ら
に
変
わ
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
な

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
広
い
視
野
で
そ
の
歴
史
全
体
を
眺
め
る
と
、

も
し
わ
れ
わ
れ
が
古
沢
・
小
此
木
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
「
異
端
」
で
あ
る
と

か
不
正
確
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
み
て
も
、
そ
れ
が
た
と
え
親
驚
ま

で
遡
つ
て
の
治
土
真
宗
の
見
地
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、

た
か
だ
か
、
あ
る
種
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
響
く
だ
け
で
し
ょ
う
。
と

い
う
の
は
、
そ
こ
で
「
正
統
」
と
見
な
さ
れ
る
も
の
の
基
礎
（
観
無
量

寿
経
に
せ
よ
大
乗
浬
繋
経
に
せ
よ
）
は
、
そ
の
批
判
の
基
準
に
照
ら
せ

ば
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
同
様
の
度
重
な
る
創
造
的
再
解
釈
と
語
り
の

変
更
と
に
よ
る
歴
史
的
産
物
で
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
、
本
研
究

の
後
半
に
お
い
て
は
、
こ
の
玉
虫
色
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
フ
ァ

ク
タ
ー
が
働
い
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
、
思
想
史
的
な
要
素
が
ど
れ
く

ら
い
古
沢
・
小
此
木
の
阿
闇
世
説
の
成
り
立
ち
に
参
加
し
て
い
る
の
か

と
い
う
問
題
を
、
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

中
世
中
国
に
お
い
て
の
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
諸
意
義

さ
て
、
ま
ず
大
乗
浬
繋
経
お
よ
び
観
無
量
寿
経
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
や
が
て
中
国
中
世
仏
教

で
一
番
の
流
行
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、

幾
つ
か
の
要
素
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
両
経
と
も
中
国
文
化
の
影
響
が
流
行
っ
て

い
た
地
域
で
撰
述
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
よ
っ
て
物
語
の
こ
れ
ら
の

バ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
当
時
の
中
国
文
化
の
傾
向
が
働
い
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
機
会
が
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば
経
典

自
体
は
中
国
や
中
国
語
で
撰
述
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
東
ア

ジ
ア
で
あ
れ
だ
け
人
気
に
な
っ
た
事
実
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
受
容
と
「
選
出
」
に
お
い
て
は
、
中
国
文
化
の
特
質
が
働
い
て
い

た
可
能
性
が
二
応
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
特
に
大
乗
浬
繋
経
の
場
合
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物

語
の
こ
れ
ら
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
物
語
自
体
の
出
て
く
る
部
分
よ
り
遥

か
に
幅
広
い
テ
キ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
親
驚
の

関
係
で
既
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
よ
る
極
楽
浄

土
へ
の
救
済
や
、
仏
性
偏
在
思
想
な
ど
の
よ
う
な
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
の

中
に
紹
介
さ
れ
る
他
の
概
念
や
教
学
に
、
い
わ
ば
「
負
ん
ぶ
」
を
し
て

も
ら
っ
て
流
行
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ

う
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
認
め
て
も
、
ま
だ
少
な
く
と
も
三
つ
の
重
要
な
傾

向
は
、
物
語
の
こ
れ
ら
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
中
国
中
世
仏
教
に
お
い
て
の

意
味
を
理
解
す
る
う
え
で
、
助
け
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら

こ
の
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
一
つ
一
つ
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。



中
国
歴
史
上
の
仏
教
に
基
づ
い
た

王
権
思
想
の
出
場
と
成
り
立
ち

ま
ず
一
つ
日
に
、
特
に
大
乗
浬
繋
経
の
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
中
国
中
世
は
仏
教
か
ら
由
来

す
る
王
権
や
国
造
り
の
モ
デ
ル
が
益
々
成
り
立
ち
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で

も
あ
っ
た
こ
と
を
、
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
周
知

の
通
り
、
漢
王
朝
が
N
C
C
年
頃
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
、
陪
王
朝
ま
で

の

K50
年
間
と
い
う
長
い
間
に
百
一
っ
て
、
中
央
政
権
が
な
く
な
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
位
で
す
。
こ
の

K50
年
間
の
聞
に
、
中
国
は
南
北
に
分
裂

し
、
数
多
く
の
王
国
や
自
称
王
朝
が
次
々
と
興
亡
盛
衰
し
ま
し
た
が
、

と
く
に
北
方
で
は
数
多
く
の
政
権
は
中
国
つ
ま
り
漢
民
族
で
な
か
っ
た

場
合
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
漢
王
朝
が
崩
壊
す
る
と
、

儒
教
の
権
威
が
衰
え
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
や
海
運
路
を
通
し
て
中
央
ア
ジ

ア
や
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
（
所
謂
南
洋
）
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ

て
た
く
さ
ん
の
新
し
い
文
化
要
素
が
導
入
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ

ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
合
わ
さ
っ
て
、
漢
民
族
で
も
そ
う
で
な
い
政
権
で

も
、
仏
教
に
基
づ
い
た
王
権
模
範
と
そ
の
土
台
と
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
作
成
を
特
徴
と
す
る
時
代
を
作
っ
た
の
で
す
。
仏
教
は
す
で
に
少
な

く
と
も

5
世
紀
に
亘
っ
て
他
国
で
似
た
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
き
た
の
で
、

仏
教
経
典
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
合
う
材
料
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
中
国
北
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
一
番
代
表

的
な
例
は
お
そ
ら
く
、
雲
山
岡
石
窟
や
竜
門
石
窟
で
有
名
な
、

ω∞
∞
年
か

ら
ωω

印
年
ま
で
北
方
を
支
配
し
た
北
親
王
朝
で
し
ょ
う
。
南
方
で
言
い

ま
す
と
、
同
じ
傾
向
を
代
表
す
る
一
番
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
は

g
N

年
か
ら
忠
中
年
ま
で
治
世
の
梁
の
武
帝
で
し
ょ
う
。
こ
の
同
じ
時
代
に

も
、
仏
教
に
基
づ
い
た
法
に
応
じ
た
王
権
の
理
想
を
説
く
中
国
撰
述
経

典
で
あ
る
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
も
、
大
体

h
c
年
と

K50
年
と
の
聞
に

作
ら
れ
ま
し
た
。

古
沢
・
小
此
木
の
阿
闇
世
論
の
影
響
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ

ト
ル
物
語
の
家
族
構
造
に
夢
中
に
な
る
傾
向
の
中
で
そ
れ
は
忘
れ
や
す

い
が
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
と
い
う
人
物
は
勿
論
王
で
も
あ
り
、
そ

れ
に
も
増
し
て
、
王
位
を
奪
っ
て
王
と
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
大
乗

浬
繋
経
や
沙
門
果
経
に
お
い
て
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
が
王
位
を
纂

奪
す
る
過
程
の
中
で
犯
し
た
罪
を
そ
の
仏
教
へ
の
帰
依
に
よ
っ
て
免
罪

す
る
こ
と
は
、
大
雑
把
に
は
、
仏
教
の
イ
ン
ド
の
ア
シ
ョ
カ
（
〉

g
E、

阿
育
）
王
ま
で
も
遡
る
古
い
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
て
い
ま
す
。
（
空
中
国
南

北
朝
の
乱
暴
さ
の
中
で
、
暴
力
に
よ
っ
て
王
位
を
奪
取
し
た
人
は
少
な

く
な
く
、
例
え
ば
、
梁
の
武
帝
も
そ
の
例
で
す
。
ま
た
、
こ
の
意
味
で

本
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
人
物
は
、

h
F
C
H

年
か
ら
hFωω

年
ま
で
北
涼
を

じ
k

こ
も
う
乞
ん

治
め
た
泣
渠
蒙
遜
で
す
。
蒙
遜
は
、
父
を
殺
し
て
王
位
を
横
領
し
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
自
分
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
段
業
戸
・

8
H）
と
い
う
、

あ
る
意
味
で
は
父
親
の
代
理
に
近
い
人
を
殺
し
ま
し
た
。
ま
た
、
後
ほ

ど
お
0

年
代
と
な
る
と
、
蒙
遜
は
曇
無
識
の
パ
ト
ロ
ン
に
な
り
、
日
雲
無

識
の
大
乗
浬
繋
経
の
所
謂
「
訳
」
は
、
蒙
遜
の
維
持
で
作
ら
れ
た
も
の

な
の
で
、
も
し
か
し
て
曇
無
識
は
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
該
当

す
る
パ
ッ
セ

l
ジ
を
、
そ
の
よ
う
な
条
件
下
で
翻
訳
で
な
く
撰
述
し
た

と
す
る
な
ら
、
よ
り
一
層
興
味
深
く
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
こ
の
関
係

で
、
曇
無
識
は
同
じ
く
蒙
遜
の
維
持
で
仏
教
の
王
権
思
想
の
上
で
重
要

な
『
金
光
明
経
』
を
訳
し
た
こ
と
も
思
い
出
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。



こ
れ
ら
の
事
柄
は
勿
論
、
状
況
証
拠
の
上
に
立
っ
た
推
測
に
す
ぎ
ま

せ
ん
が
、
王
が
王
位
を
奪
取
す
る
た
め
に
犯
し
た
罪
を
憐
悔
し
免
罪
を

得
る
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に

な
っ
た
部
分
的
な
原
因
は
、
そ
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る

で
し
ょ
う
。

アジャータシャトル物語が経てきた変遷及びその思想史 tの意義

中
国
中
世
に
お
い
て
の
憐
悔
思
想
及
び
修
行
の
隆
盛

次
に
考
慮
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
機
悔
そ
の
も

の
が
益
々
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
ピ
穴
5
1
1ロ
加
が
詳

論
す
る
よ
う
に
、
品
）
こ
の
時
代
に
、
機
悔
と
い
う
修
行
を
行
っ
た
の
は

国
王
や
僧
侶
だ
け
で
な
く
、
在
家
の
一
般
人
民
団
体
の
な
か
で
も
突
然

増
え
、
関
係
の
新
し
い
文
献
も
た
く
さ
ん
作
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
現

象
の
背
景
に
、
輪
廻
思
想
も
、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
中
国
で
広

が
る
様
に
な
っ
た
事
実
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
同
時
に
同
じ
関
係
で
、

地
獄
と
い
う
概
念
、
つ
ま
り
長
い
劫
（
吉
守
主
に
亘
っ
て
罪
の
罰
と

し
て
苦
し
む
概
念
も
中
国
人
の
想
像
の
中
で
重
要
な
役
割
を
取
り
始
め

た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
条
件
に
お
い
て
、
た
く
さ
ん
の
人
は
憐
悔

な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
地
獄
な
ど
か
ら
免
れ
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
何
も
不
思
議
は
な
い
で
し
ょ
う
。
多
分
こ
の
よ
う

な
原
因
で
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
最
悪
の
罪
を
犯
し
た
事
例
で
も
な

ん
と
か
免
罪
で
き
た
事
情
に
つ
い
て
の
物
語
を
語
る
テ
キ
ス
ト
が
流

行
っ
て
き
た
こ
と
は
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト

ル
物
語
の
あ
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
物

語
で
す
。

仏
教
一
般
の
角
度
か
ら
見
て
い
る
と
、
ア
ジ
ャ

i
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語

と
は
、
も
と
も
と
酷
い
罪
を
犯
し
た
罪
人
の
典
型
の
物
語
と
し
て
意
味

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
提
婆
達
多
も
そ
の
よ
う

な
悪
人
の
典
型
で
あ
っ
た
が
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
と
提
婆
達
多
と

の
問
の
密
接
な
関
係
も
、
そ
の
よ
う
な
解
読
を
裏
付
け
る
証
拠
と
見
え

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の

一
つ
の
重
要
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
仏
陀
が
如
何
に
悪
業
の
多
い
存

在
で
も
す
べ
て
の
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
見
せ
る
も

の
で
す
。
大
乗
浬
繋
経
に
お
い
て
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
主

な
意
味
は
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
大
乗
浬
繋
経
全

体
に
、
一
間
提
を
も
含
め
て
一
切
衆
生
に
怖
と
な
る
（
H
解
脱
す
る
）

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
唱
え
る
仏
性
思
想
が
一
つ
の
キ

l
・

テ
l
マ
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
関
係
し
て
い
る
で
し
ょ

、っ。

親
孝
行
思
想
（
特
に
母
親
を
対
象
と
し
て

ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
に
お
い
て
親
と
息
子
の
関
係
が
中
心
と

な
る
の
で
、
中
国
中
世
の
仏
教
徒
は
、
自
然
と
こ
の
物
語
を
親
孝
行
と

い
う
概
念
と
関
係
づ
け
て
理
解
し
た
で
し
ょ
う
。
六

5
3氏
が
所
謂
「
孝

子
惇
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
研
究
で
、

5
0
年
か
ら

8
0
年

に
か
け
て
の

ω00
年
間
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
と

論
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
品
）
一
般
に
、
思
想
や
哲
学
な
ど
の
よ
う
な

分
野
に
お
い
て
は
、
儒
教
は
漢
王
朝
の
終
わ
り
以
降
、
権
威
の
少
な
い

時
代
を
過
ご
し
、
唐
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
改
め
て
蘇
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
は
当
惑
さ
せ
る
よ
う
な
こ

と
で
す
。
し
か
し
、

E
8℃
が
論
じ
る
よ
う
に
、
親
孝
行
と
儒
教
に



基
づ
い
た
家
庭
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
隆
盛
は
、
こ
の
時
代
の
幅
広
い
パ

タ
ー
ン
の
一
部
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
す
。
国
事
混
乱
や
中
央
政
権
の

微
弱
に
従
っ
て
、
こ
の
時
代
の
家
族
は
、
自
分
た
ち
に
頼
る
し
か
な
か
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
と
関
係
あ
る
形
で
、
丁
度
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
大

規
模
の
家
庭
が
増
え
、
何
世
代
か
に
通
じ
て
維
持
さ
れ
続
け
て
財
産
が

分
散
し
な
か
っ
た
ケ
l
ス
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
拡
大

家
庭
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
と

も
か
く
、
儒
教
の
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
拡
大
家
庭
を
作
ろ
う
と
す
る

努
力
の
思
想
的
支
え
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
よ
く
合
い
ま
し
た
。

E
P℃
℃
が
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
親
孝
行
の
理
想
が
広
が
り
つ
つ

あ
っ
た
時
代
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
も
ア
ジ
ャ

i
タ
シ
ャ
ト
ル
物

語
の
受
容
に
お
い
て
働
い
て
い
た
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
に
な
る
可
能
性

が
高
い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
背
景
だ
け
で
は
、
ア
ジ
ャ

l
タ

シ
ャ
ト
ル
が
母
に
対
し
て
暴
力
を
行
う
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に

な
っ
た
こ
と
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
親
孝
行
の
中
の
、
仏
教

独
特
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
関
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
き

円。－
o
氏
の
ミ
ミ
常
3
g
h
F同
g
h
5
3
3
2
n
i
匂ミ
hSNhミ
（
お
）
の
結
論
で
は
、

中
世
以
前
の
中
国
伝
統
に
は
、
息
子
の
母
親
に
対
し
て
の
親
孝
行
の
義

務
、
模
範
、
感
情
な
ど
が
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
仏
教

は
そ
こ
で
文
化
的
お
よ
び
機
能
的
な
ニ
ッ
チ
を
掘
り
出
し
て
、
い
わ
ば

宗
教
的
な
「
市
場
」
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
。
（
空
中
国
伝
統
の
家
族
思

想
は
出
産
や
母
乳
の
よ
う
な
母
性
作
用
で
も
、
父
親
の
愛
の
象
徴
と
し

て
適
合
さ
せ
た
ほ
ど
、
父
子
関
係
に
傾
い
て
い
た
が
、
形
成
最
中
に
あ
っ

た
中
国
仏
教
は
そ
こ
で
聞
く
母
親
を
主
人
公
と
す
る
と
こ
ろ
の
空
白
を

生
き
る
空
間
と
し
た
と
門

or
が
指
摘
し
ま
す
。
す
る
と
、
大
乗
浬
繋

経
と
特
に
観
無
量
寿
経
は
、
頻
婆
裟
羅
と
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
と
の

聞
の
父
子
関
係
の
位
置
を
小
さ
く
し
、
ヴ
ァ
イ
デ
イ
ヒ

l
の
役
割
を
拡

大
し
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
円
。
－
o
が
一
不
す
当
時
の
中
国
仏
教
の
幅

広
い
パ
タ
ー
ン
の
一
部
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。総

括
す
る
と
、
大
乗
浬
繋
経
と
観
無
量
寿
経
が
初
め
て
中
国
伝
統
に

現
れ
て
受
容
さ
れ
た
時
代
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が

働
い
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
、
仏
教
的
王
権
思
想
、
仏
教
の
憐
悔
思
想
、

仏
教
化
さ
れ
た
親
孝
行
思
想
な
ど
の
よ
う
な
要
素
は
、
両
経
に
お
い
て

の
ア
ジ
ャ

1
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
最
も
人
気
を
得
た
こ
と

を
、
条
件
づ
け
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
忌
）

こ
の
よ
う
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
確
か
に
働
い
て
い
た
と
す
る
と
、
古
沢
・

小
此
木
が
後
世
に
出
し
た
「
阿
閤
世
物
語
」
の
形
に
は
、
精
神
分
析
や

日
本
の
文
化
や
心
理
な
ど
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
要
素
が
関
わ
っ
て
い

る
し
、
文
化
心
理
や
精
神
分
析
理
論
と
も
大
分
違
う
要
素
が
参
加
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
に
、
近
代
・
現
代
日
本
の
思
想
史
や
宗
教

史
の
中
を
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
が
潜
り
抜
け
る
聞
に
も
、
同
じ

く
複
雑
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
加
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
思
想
史
か
ら
見
た
阿
闇
世
論
に
含
ま
れ
る
阿
閤
世
物
語

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
古
沢
と
小
此
木
の
「
阿
闇
世
物
語
」
は
、

ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
に
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
使
わ
れ

る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
珍
し
い
要
素
が
結
構
あ
り
ま
す
。
次
に
こ

れ
ら
の
要
素
と
現
代
日
本
文
化
史
、
思
想
史
な
ど
と
の
関
係
を
検
討
し



て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。
（
お
）

仏
教
概
念
の
国
家
主
義
に
お
い
て
の
使
用

アジャータシャトル物語が経てきた変遷及びその思想史上の意義

明
治
時
代
の
日
本
仏
教
危
機
及
び
仏
教
徒
の
反
応
も
阿
闇
世
説
と
関

係
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
周
知
の
通
り
、
欧
米
モ
デ
ル
に
従
っ
て

日
本
を
現
代
田
家
に
す
る
明
治
政
権
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
に
、
所
謂

「
神
道
」
を
純
潔
に
し
て
国
家
宗
教
と
す
る
努
力
が
あ
り
、
そ
の
一
部

と
し
て
仏
教
を
攻
撃
し
て
、
仏
教
と
神
道
の
絡
み
合
っ
た
と
こ
ろ
を
切

り
離
そ
う
と
す
る
「
廃
仏
致
釈
」
や
「
神
仏
分
離
」
と
い
う
運
動
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
数
多
く
の
学
者
が
、
仏
教
の
代
表
や
思
想
家
や
リ
ー
ダ
ー

が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
仏
教
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
、
豊

富
な
研
究
を
捧
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
重
要
な
テ

l
マ
の
一
つ
と
し

て
、
仏
教
を
国
体
論
や
国
家
成
立
や
国
家
主
義
と
関
連
付
け
て
、
新
し

い
固
に
欠
け
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
仏
教
の
伝
教
を
日
本
国
が
ア
ジ
ア

に
進
出
し
て
帝
国
を
広
げ
る
計
画
の
精
神
的
な
レ
ー
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
に

す
る
と
か
、
所
謂
「
禅
の
精
神
」
を
武
士
道
に
結
び
つ
け
て
、
座
禅
な

ど
を
軍
隊
の
訓
練
の
一
部
と
し
た
り
当
時
の
軍
国
主
義
に
不
可
欠
な
要

素
に
す
る
と
か
、
国
体
思
想
の
仏
教
に
基
づ
い
た
バ
リ
ア
ン
ト
を
作
成

す
る
と
か
、
仏
教
思
想
を
日
本
文
化
や
伝
統
の
粋
と
し
て
、
日
本
が
世

界
文
明
に
提
供
で
き
る
一
番
誇
り
に
思
え
る
文
明
的
貢
献
と
位
置
付
け

る
と
か
、
の
よ
う
な
様
々
な
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
仏
教

の
思
想
家
は
仏
教
を
攻
撃
か
ら
保
護
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
仏
教

と
は
日
本
ら
し
さ
の
核
心
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
拠
立

て
よ
う
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
背
景
に
し
て
、

5
8
年
代
の
初
め
の
こ
ろ
に
日
本
仏
教
界

が
感
じ
た
で
あ
ろ
う
、
ま
た
再
び
廃
仏
致
釈
の
世
の
中
に
な
る
か
と
い

う
心
配
も
、
意
義
深
い
で
し
ょ
う
。
古
沢
自
身
も
浄
土
真
宗
の
篤
信
の

信
者
で
し
た
。
そ
し
て
、
最
初
『
艮
陵
』
で
阿
闇
世
説
に
つ
い
て
論
文

を
発
表
し
た
と
き
に
、
ま
だ
ま
だ
理
論
自
体
は
出
版
で
き
る
状
態
に

な
っ
て
い
る
か
自
信
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
当
時
の
「
反

宗
教
」
運
動
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
古
沢
は

仏
教
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
論
文
を
書
い
た
の
で
す
。
こ
こ
に
、
仏
教

伝
説
で
あ
る
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
を
無
理
に
で
も
適
用
し
て

使
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
動
機
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
古
沢
は
自
分
の
宗

派
の
開
祖
の
著
作
の
中
で
語
ら
れ
た
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
を
取

り
上
げ
て
、
普
遍
的
な
面
を
も
持
つ
心
理
現
象
の
理
論
に
使
っ
た
の
で

す
。
ま
た
同
じ
説
に
も
小
此
木
が
後
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
よ
う
に
、
日

本
文
化
特
有
の
性
質
を
語
る
面
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
戦
略
は
、
当

時
の
他
の
仏
教
界
の
思
想
家
と
構
造
的
に
非
常
に
似
て
お
り
、
仏
教
伝

統
の
資
料
を
使
っ
て
、
人
類
一
般
に
対
し
て
も
意
味
を
有
す
る
は
ず
の
、

日
本
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
学
説
を
作
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
学
説
の
ほ
か
の
例
に
お
い
て
も
よ
く
、
日
本
は
普
遍
的
な
人

間
の
本
性
や
最
高
価
値
が
一
番
よ
く
保
存
さ
れ
た
り
顕
現
さ
れ
た
り
す

る
と
こ
ろ
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
に
、
古
沢
と

小
此
木
は
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
概
念
に
よ
っ
て
、
日
本
文
化
の

個
別
性
と
普
遍
性
と
の
聞
の
テ
ン
シ
ョ
ン
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
よ
う
と
す

る
の
で
し
ょ
う
。



ハリー

日
本
人
論

特
に
別
世
紀
の
同
年
代
に
入
っ
て
か
ら
小
此
木
版
が
普
及
さ
せ
た
阿

闇
世
説
は
、
所
謂
「
日
本
人
論
L

と
い
う
広
い
傾
向
の
一
部
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
「
日
本
人
論
」

と
は
、
「
日
本
人
の
唯
一
さ
に
つ
い
て
の
理
論
」
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
す
る
も
の
は
、
例
え
ば
あ
ま
り
に
科
学
的
な
根
拠
が

う
す
い
と
か
理
屈
が
あ
ま
り
通
じ
な
い
と
し
て
も
、
色
々
な
歴
史
的
や

文
化
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
日
本
国
内
で
か
な
り
流
行

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
を
も
含
め
ま
す
。
英
語
圏
学
界
の
学
問

で
は
「
日
本
人
論
」
と
い
う
タ

l
ム
は
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
お
り
、
主

に
戦
後
の
現
象
を
指
す
が
、
あ
る
学
者
は
明
治
時
代
に
ま
で
も
遡
る
現

象
を
論
じ
る
に
際
し
て
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
と

え
ば
古
沢
の
よ
う
に
大
正
初
期
に
活
躍
し
た
思
想
家
の
場
合
に
使
っ
て

も
相
応
し
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

阿
閤
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
説
も
あ
る
程
度
、
日
本
人
論
と
い
う
一
面

を
持
つ
説
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
も
日
本
人
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
と
、
阿
闇
世
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
の
普
遍
性
と
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
古
沢
と
小
此
木
は
、

日
本
に
お
い
て
そ
の
頻
度
が
高
い
と
か
、
日
本
文
化
で
そ
れ
が
特
に
明

白
に
見
え
る
と
か
、
日
本
文
化
の
他
の
特
徴
と
そ
れ
が
関
連
が
あ
る
な

ど
、
色
々
な
面
か
ら
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
日
本
民
族
と
の
特
別

な
関
係
を
主
張
し
ま
す
。
ま
た
、
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
成

さ
れ
た
に
せ
よ
、
阿
闇
世
説
は
日
本
人
論
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
人
論
全
体
の
研
究
の
中
に
、
阿
闇

世
説
は
心
理
分
野
の
日
本
人
論
の
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

仏
教
概
念
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
、
比
職
化
、
心
理
化

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
中
世
の
場
合
に
は
、
仏
教
的
王
権
思

想
と
、
憐
悔
思
想
お
よ
び
儀
礼
は
、
ア
ジ
ャ
l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
使

用
や
受
容
に
お
い
て
働
い
て
い
た
重
要
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
な
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
古
沢
・
小
此
木
の
阿
闇
世
物
語
の
場
合
、
少
な
く
と
も
表

に
見
え
る
レ
ベ
ル
に
限
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
要
素
は
な
く
な
っ

た
の
で
す
。
品
）
こ
の
こ
と
は
、
現
代
に
お
け
る
幅
の
非
常
に
広
い
宗
教

概
念
の
理
解
や
受
容
の
う
え
で
の
変
更
の
傾
向
と
、
密
接
に
一
致
す
る

こ
と
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
大
雑
把
に
い
う
と
、
現
代
に
お
い
て
、
近

代
以
前
に
は
や
っ
て
い
た
世
界
観
の
不
可
欠
の
一
部
と
な
っ
た
物
質
的
、

宇
宙
的
そ
し
て
形
而
上
学
的
な
現
実
に
た
い
し
て
の
理
解
は
、
大
体
科

学
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
権
威
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
さ
れ
た
の
で
す
。
そ

の
結
果
、
宗
教
概
念
は
い
わ
ば
、
ま
だ
科
学
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
あ
ま
り

感
じ
て
い
な
い
領
域
、
つ
ま
り
主
体
的
経
験
の
境
界
ま
で
「
退
却
」
し

ま
し
た
。
こ
の
主
体
的
経
験
の
領
域
に
は
、
も
ち
ろ
ん
心
理
も
含
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
ま
た
、
心
理
経
験
が
た
く
さ
ん
起
こ
っ
て
形
づ
く
ら
れ

る
、
「
公
開
」
と
か
「
吉
Z
R」
で
な
く
「
私
的
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
」
と

し
て
定
め
ら
れ
る
「
家
族
」
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
退
却
に
伴
っ

て
、
た
く
さ
ん
の
宗
教
の
概
念
や
教
学
は
こ
の
よ
う
な
内
的
、
心
理
的

な
経
験
の
意
味
に
お
い
て
再
解
読
さ
れ
た
の
で
す
。
ま
た
、
例
え
ば
仏

教
に
お
い
て
輪
廻
思
想
が
人
道
、
餓
鬼
道
、
地
獄
道
、
畜
生
道
な
ど
の

六
道
を
唱
え
る
よ
う
に
、
宗
教
は
文
字
通
り
に
外
在
宇
宙
（
コ
ス
モ
ス
）

に
つ
い
て
直
接
に
概
念
を
立
て
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
主
体
的



アジャータシャトル物語が経てきた変遷及びその思想史上の意義

な
心
理
的
現
実
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
や
メ
タ
フ
ァ

l

（
比
聡
）
と
し
て
再
解

説
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

ご
く
簡
単
に
い
え
ば
、
古
沢
と
小
此
木
の
作
業
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ャ
ー

タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
再
解
読
を
さ
れ
た
と
言
っ

て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
王
権
思
想
に
お
い
て
の
意
味
の
よ
う

な
政
治
的
な
特
質
が
ま
っ
た
く
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
、
頻
婆

裟
羅
の
暗
殺
と
は
親
殺
し
だ
け
で
な
く
王
殺
し
で
も
あ
る
こ
と
に
日
を

向
け
る
と
、
政
治
的
な
面
に
た
い
し
て
の
興
味
が
な
い
こ
と
が
、
頻
婆

裟
羅
に
対
し
て
の
強
調
が
な
く
な
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
浮

か
ん
で
く
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
地
獄
や
、
罪
悪
の
罰
と
し
て
の
腫
れ

物
、
仏
陀
の
衆
生
を
救
済
す
る
力
な
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
の
文

字
通
り
の
信
仰
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
憐
悔
の
力
と
い
う

テ
l
マ
が
物
語
の
中
心
部
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
代

わ
り
に
、
例
え
ば
仏
陀
が
章
提
希
を
救
う
こ
と
を
認
め
て
も
、
そ
れ
は

内
的
の
母
性
や
子
育
て
に
対
し
て
の
心
理
的
葛
藤
を
解
決
す
る
ア
ド
バ

イ
ス
を
あ
げ
る
親
切
な
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
と
い
う
意
味
で
、
物
語

の
意
味
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
家
族
ド
ラ
マ
、
ま
た
は
心
理
状
態
を
巡
る

サ
イ
コ
ド
ラ
マ
へ
と
変
わ
る
の
で
す
。

エ
ベ
ア
ィ
プ
ス
・
コ
ン
。
フ
レ
ッ
ク
ス
の

普
遍
性
と
文
化
相
対
性
を
め
ぐ
る
論
争
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フ
ロ
イ
ト
以
来
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
普
遍
性
や
文

化
相
対
性
に
つ
い
て
、
議
論
が
長
々
と
続
い
て
き
た
の
で
す
。
阿
闇
世

説
も
そ
の
論
争
の
一
環
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

周
知
の
通
り
、
フ
ロ
イ
ト
が
そ
の
エ
デ
ィ
プ
ス
論
を
発
表
し
て
ま
も

な
く
、
あ
る
学
者
は
、
そ
れ
が
フ
ロ
イ
ト
が
主
張
す
る
よ
う
に
普
遍
的

な
も
の
で
な
く
、
あ
る
種
類
の
文
化
に
限
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
中
で
一
番
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
マ
リ
ノ
フ

ス
キ

l

（∞
5
呂
田
E
宅
玄
己
目
。
当
日
E
）
で
し
た
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は

人
類
学
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島

（叶『。
σユ
自
仏
宣
言
含
）
に
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
な
い
と

議
論
を
立
て
、
も
っ
と
広
く
言
え
ば
エ
デ
ィ
プ
ス
が
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン

ド
の
よ
う
な
母
系
社
会
一
般
に
お
い
て
も
な
く
、
父
系
社
会
に
限
ら
れ

て
い
る
と
い
う
主
張
を
出
し
ま
し
た
。
複
雑
な
歴
史
を
ご
く
簡
単
に
い

え
ば
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
l
の
相
対
論
は
特
に
人
類
学
や
民
俗
学
の
な
か

で
主
流
と
な
り
、
半
世
紀
く
ら
い
に
亘
っ
て
フ
ロ
イ
ト
が
間
違
え
て
お

り
、
エ
デ
ィ
プ
ス
と
は
あ
る
文
化
に
し
か
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
音
山
見

は
ほ
ぼ
定
説
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、

そ
れ
と
当
時
に
、
エ
デ
ィ
プ
ス
系
の
物
語
が
世
界
の
文
化
の
な
か
で
同

起
源
の
所
謂
「
タ
イ
プ

8
H
説
話
」
よ
り
広
く
普
及
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
の
認
識
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

s
g年
代
に

ス
パ
イ
ロ
（

Z
0
5丘
∞
立
さ
）
は
、
そ
こ
ま
で
の
多
数
意
見
を
絶
っ
て
、

一
部
マ
リ
ノ
フ
ス
キ

i
自
身
の
デ
l
タ
に
基
づ
い
て
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

に
直
接
反
対
し
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
に
は
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
が
確
か
に
あ
る
と
論
じ
ま
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ス
パ
イ
ロ
に

よ
る
と
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
父
系
社
会
の
そ
れ
よ
り
強
く
も
あ
る
と
も
主
張

し
た
の
で
す
。
そ
れ
に
続
い
て
ま
た
、
よ
り
最
近
に
、

Z
E
S
D
と

－d2
1司
王
5
E∞
は
規
模
の
と
て
も
広
い
世
界
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
つ

い
て
の
研
究
の
中
で
、
エ
デ
ィ
プ
ス
系
の
説
話
、
そ
こ
か
ら
何
か
の
形
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で
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
あ
る
い
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
）
と
言
い
う
る
も
の
は
、
確
か
に
普
遍
的
な
も

の
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

よ
り
広
く
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
見
る
と
、
古
沢
・
小
此
木
の
阿
闇

世
説
を
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
普
遍
的
な
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
文
化
の
様
相
と
何
か
の
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を

再
考
す
る
傾
向
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ス
パ

イ
ロ
や

z
z
g）
ロ
と
司
2
2ーを
E
5
5∞
の
よ
う
な
研
究
の
中
で
の
一
つ

の
共
通
一
ア
l
マ
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
現
象

が
普
遍
的
だ
と
し
て
も
、
フ
ロ
イ
ト
の
一
番
よ
く
知
っ
て
い
た
西
洋
の

他
の
社
会
に
適
応
す
る
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
改
訂
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
す
。
例
え
ば
、
特
に

5
8
年
代
か
ら
始
ま
っ

た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
学
問
の
収
穫
と
し
て
、
女
児
の
場
合
に
フ
ロ
イ
ト
の

理
論
を
調
節
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
。
。

E
5
8
や
問
。
58ε
告
や
巴
F
は
、
イ
ン
ド
の
民

間
伝
承
や
文
学
や
宗
教
の
場
合
、
基
本
的
な
エ
デ
ィ
プ
ス
的
構
造
は
、

攻
撃
や
欲
望
の
方
向
と
か
、
そ
の
主
体
と
か
、
ま
た
エ
デ
ィ
プ
ス
的
三

角
形
に
お
け
る
人
物
の
家
族
以
外
の
人
に
よ
っ
て
の
代
理
、
な
ど
と
い

う
変
数
が
変
わ
っ
て
く
る
と
主
張
し
ま
す
。
同
様
に
ま
た
、

Z
E
Sロ

と
司

301司
王
3
5∞
は
、
以
上
に
触
れ
た
研
究
の
中
で
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
偏
在
す
る
と
論
じ
る
た
め
に
は
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
の
定
義
を
緩
め
て
柔
軟
性
を
増
や
す
し
か
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
精
神
分
析
理
論
の
な
か
で
も
周
知
の
と
お
り
、
ク
ラ
イ
ン
（
冨
巳

S
5

E
2
D）
や
そ
の
後
に
続
い
た
理
論
家
た
ち
は
、
家
族
構
造
の
個
別
主

体
に
対
し
て
の
影
響
や
個
体
発
生
に
つ
い
て
の
理
解
を
、
エ
デ
ィ
プ
ス

段
階
以
前
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
す
る
努
力
を
し
、
ラ
カ
ン
（

2
2
5∞

zgロ
）
は
そ
れ
を
受
け
つ
つ
も
エ
デ
ィ
プ
ス
の
根
源
性
を
主
張
し
ま

し
た
が
、
小
比
木
も
阿
闇
世
論
と
ク
ラ
イ
ン
の
学
説
と
の
類
似
に
言
及

す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
に
阿
闇
世
論
と

似
た
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
（
担
古
沢
の
阿
閤
世
説
も
、
こ
の
よ
う
に
フ
ロ

イ
ト
本
来
の
エ
デ
ィ
プ
ス
説
を
二
つ
の
方
向
に
向
か
っ
て
拡
張
し
て
訂

正
す
る
傾
向
の
一
部
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

文
化
と
文
化
の
聞
の
差
異
を
認
め
る
方
向
と
、
エ
デ
ィ
プ
ス
段
階
以
前

の
状
況
を
目
指
す
方
向
で
す
。
ま
た
、
古
沢
は
忌
臼
年
と
い
う
と
て

も
早
い
段
階
で
、
マ
リ
ノ
ア
ス
キ
ー
に
比
べ
て
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
そ
の

学
説
を
立
て
た
と
い
う
、
以
上
述
べ
て
き
た
歴
史
の
中
の
位
置
づ
け
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

企土，，口
圭6-
目岡

以
上
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
が
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
説

ま
で
歩
ん
で
き
た
長
い
歴
史
の
中
で
、
阿
閤
世
説
に
お
け
る
阿
闇
世
物

語
の
特
徴
の
背
後
に
あ
る
幾
つ
か
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
少
し
分
析

し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
古
沢
・
小
此
木
版

の
「
阿
闇
世
物
語
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
「
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ

ト
ル
物
語
」
に
見
ら
れ
な
い
た
く
さ
ん
の
新
し
い
要
素
が
入
っ
て
い
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
浄
土
真
宗
を
代
表
す
る
人
物
を
含
む
現
代
の
日
本
仏

教
学
者
が
そ
れ
に
対
し
て
非
難
を
表
し
た
に
せ
よ
、
そ
の
点
に
お
い
て

古
沢
・
小
此
木
版
は
物
語
の
歴
史
全
体
か
ら
み
れ
ば
少
し
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
浄
土
真
宗
が
正
教
と
し
て
保
護
す
る
、
古
沢
の
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ベ
ー
ス
と
も
な
っ
た
大
乗
浬
繋
経
と
観
無
量
寿
経
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
、

仏
教
経
典
に
出
て
来
る
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
中
で
、
似
た
よ
う

な
形
で
一
番
新
し
い
要
素
が
入
っ
て
い
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
、
そ
の
新
し

い
要
素
に
も
た
と
え
ば
ヴ
ア
イ
デ
イ
ヒ
ー
を
中
心
人
物
に
す
る
こ
と
と

か
、
古
沢
・
小
此
木
版
に
相
通
ず
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
中
国

中
世
仏
教
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
と
似
た
よ
う
な
形
で
、
古

沢
・
小
此
木
版
を
醸
成
し
た
現
代
日
本
の
宗
教
史
、
文
化
史
、
思
想
史

な
ど
に
も
、
そ
の
阿
閤
世
物
語
の
有
様
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
個
人
心

理
と
そ
れ
ほ
ど
直
接
な
関
係
に
な
い
フ
ァ
ク
タ
ー
が
か
な
り
指
摘
で
き

る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
す
る
と
、
古
沢
・
小

此
木
版
「
阿
闇
世
物
語
」
は
古
典
的
な
「
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
」

を
歪
曲
し
て
ま
っ
さ
ら
の
方
向
を
代
表
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ

の
物
語
の
長
い
歴
史
の
流
れ
の
最
新
の
変
容
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
「
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
」

と
い
う
所
属
者
の
多
い
部
族
に
、
一
番
最
近
加
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
に
す

ぎ
な
い
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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｛註｝（l
）
こ
の
研
究
は
、

N
C
S
年
目
月
げ
日
に
新
宮
一
成
先
生
の
紹
介
で
、

京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
で
発
表
し
た
原
稿
を
改
訂

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
機
会
を
借
り
て
、
新
宮
先
生
に
色
々
な
こ

と
に
対
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
本
研
究
は
ま
だ
、

ベ
l
ス
と
な
る
暫
定
的
考
察
に
取
り
掛
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、

中
間
報
告
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
読
者
に
重

ね
て
お
願
い
し
た
い
と
思
う
。
も
ろ
も
ろ
の
点
に
つ
い
て
の
細
か
い

証
拠
と
最
後
の
結
論
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
こ
れ
か
ら
出
版
す
る
英

語
原
稿
＝
司
ミ
令
。
E
G
3
5
L急
ミ
ミ
・
呂
町
h
U
S
E
D
E
N
N
S
宅
延
at

g
h叫
足
。
コ
2

5
句史、
h

志向』

H
E
h
E弓
リ
∞
H
E
S
司
甘
い

z
z
m
F
E
∞E
S
F
g

z
。
ロ
。
唱
呂
町
∞
2
2
凶
凶
〈
口
（
］
『
。
－
円
三
一
叫
Jyo
－E
O
B巳
5
5ニ
ロ
5
Z芯『。『

∞
豆
島
E
E
E
F
o
p
N
C
H
円）・
2

を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
る
と
幸
い
で
あ
る
。

（2
）
「
人
間
存
在
論
』
第
一
六
号
、
一
七
B

三
四
頁
、
二

O
一
O
年．

（3
）
］
『
N宏
九
山
出

ω
g
c
n
N
ω
S
E
r
－P
E
N
Z
E
J
E
H
E
H
g
e
以
上
述
べ
た
ア

ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
が
「
善
見
」
と
呼
ば
れ
る
党
行
品
の
パ
ッ
セ

l

ジ
に
対
応
す
る
、
叶
N小中。∞
ω・2
F
N
C
1
2中
n
Sゆ
E
E
w－－
S
1
5
ω
。

（4
）
愚
大
悲
弘
誓
蹄
利
他
信
海
、
己
宝
⑦
一
∞
ω
白
骨
戸
。

（5
）
大
乗
浬
繋
経
と
同
じ
く
、
罪
は
病
に
喰
え
ら
れ
る
。

（6
）
『
教
行
信
証
』
の
冒
頭
で
も
親
驚
は
チ
ラ
ッ
と
ア
ジ
ャ

i
夕
、
ン
ヤ

ト
ル
に
言
及
す
る
。
観
無
量
寿
経
に
基
づ
い
て
、
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ

ト
ル
は
ヴ
ア
イ
デ
イ
ヒ

i
を
浄
土
に
向
か
わ
せ
た
こ
と
で
、
沖
士
に

つ
い
て
の
教
え
を
初
め
て
こ
の
世
の
中
に
起
こ
し
た
間
接
的
な
カ
タ

リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
旨
で
あ
る
。
－
『
Nφ
品。一∞
ω・印
mwrgd
∞
c
g
E
ω
。

（7
）
近
角
常
観
、
憐
悔
録
（
森
江
書
店
、
明
治
犯
年
）
。
近
角
の
古
沢

へ
の
関
係
及
び
影
響
に
つ
い
て
は
、
岩
田
文
昭
、
「
歴
史
と
物
語
一
阿

闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
生
成
」
『
宗
教
の
根
源
性
と
現
代
』
一
巻
、

長
谷
正
当
と
細
谷
日
日
志
編
（
京
都
晃
洋
書
房
、

N
G
C
－
年
）
、
担
、

自
’
忠
一
同
氏
、
「
阿
閤
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
近
角
常
観
」
臨
床
精
神

医
学
施
、

7
（N
C
S
年
）
一
。
5
1告。。

（8
）
こ
と
ろ
が
、
古
沢
は
後
に
な
っ
て
少
し
観
無
量
寿
経
に
も
基
づ

い
て
考
え
直
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（9
）

U
n
E
m
E
8
0＼，
p
o
Eロ
∞
肘
巳
百
F
H
8
5
8
Z
E
y
o
E三
〉

mW0・
ミ
宅
、
。

叶｝
5
c
m
E
E
穴

m
s
g
w
z
E
∞cn丘
町
仲
間
日
＼
－
vh出

A
Y
コ淀川町むと町、、ミ句史氏、～ぜな〉

ロ－
m－H∞ロ。・
H
（目。∞印）一

N∞’史
ω
一回）
21HNW

同

jEm川町むと町、、ミ句史丸丸～ぜな
HJD・目・］（∞
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ロ
。
・
N
（
－
。
∞
日
）
一
ω
印
t
小
山
一
知
見
F
R
仏
穴
・
目
】
田
て
口
町
岨
＝
－
ロ
H
円
。
（
H
己
R
U

3
』九。ミ九ミM叫
z
』門むミむ』寸担h「
h叫岨唱～WN『
h
叫
h
叫
忌
凡
』
ミ
咽
白
色
－
H
N
：
宮
山
口
仏
穴
・
？
ミ
ロ
。

（
出
B
E
E
R
巴
邑
5
2
q
c
内
回
日
当
日
中
旬
B
E
d
s
g
）
J
吋
E
∞
参
照
。

（
日
）
口
。
σ
σ
呂
田
リ
ト
。
乱
。
旬
、
ご
ま
な
帆
引
い
ω
t
u
p
留
CDOe－－∞ooEロm開口zm宮
o
E
H
5
R
3

日》印HAYhpωEA肝吋占有担問…。

（
日
）
口
。
σ
E
E
J
、
。
乱
。
h
p
九
三
百
同
町
N
印
向
日
∞
件
。
ロ
o
d
－
－
∞
o
o
E
ロ
m
開
口
z
m
y
g
g
H
H
A
U
2
3

中一山

tAhp品式首昭…。

（
ロ
）
。
。
σ
E
F
h
氏
。
h
P
5
守
口
∞
司
法
ゅ
ω
吋
t
ω
∞
参
照
。

（
日
）
唯
円
房
の
『
歎
異
抄
」
参
照
。
英
訳
は
∞
自
色
。

F♀
5
8♀

出
担
B
E
∞
件
。
者
同
戸
同
門
m
w
H
Z
J
Z
対
ミ
ミ
h
h
d
q
＼
「
守
内
h
Q
P
之
内
三
回
N
h
え
え
を
己
∞
ゆ
ロ
。
・
H

（
円
。
∞
C
）
・
2
（
2
H
m
m
H
E
E
。
コ
円
＼
∞
g
r
E
∞
間
己
記
Z
2
5
3
円
＼
司
恒
三
「

怠
t
h
）
一
ま
た
ロ
。
σ
ケ
呂
田
ゆ
p
h
q
§
h
p
s
h
言
、
吉
一
望
。
ロ
ク
E
H
A
Y
ω
P
ω
∞
一

色
ー
凸
参
照
。

（
凶
）
口
。
σ
ヶ
E
P
忌
§
～
円
宣
言
言
ω
叶

3ω∞。

（
日
）
∞
E
D
O
J
Z
∞
2
E
D
M
N
向
山
己
記
E
B
E
B
H
＼
｝
v
h
E
Y
品
目
ω
P
K
F
（
）
’
h
H
H
o

（
凶
）
U
C
ケ
ゲ
呂
田
J
F
出
§
h
b
S忌
bN∞BNPω品。

（
口
）
U
C
σ
σ
呂
田
叫
筒
、
。
込
v
h
E
5
守
口
N
∞
I
N
ρ
ω
「
ω戸
中

N1中
h
H
e
∞
E
D
P
－
－
∞
o
o
E
D
m

E
－
G
E
O
D
E
S
H
e
－
－
可
宝
「
k
E
参
照
。

（
国
）
ロ
。
σ
ゲ
5
F
L
P
礼
。
h
p
N
ミ
h
M
H
b
ω
吋
。

（
問
）
親
驚
と
古
沢
と
の
聞
に
こ
の
物
語
へ
の
理
解
が
変
わ
り
、
ま
た

古
沢
が
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
士
口
沢
が
語
る
阿
闇
世
物

語
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま

で
も
な
い
。
ま
た
、
女
人
往
生
に
つ
い
て
の
思
想
な
ど
の
よ
う
な
、

日
本
の
宗
教
、
文
化
お
よ
び
民
俗
な
ど
に
お
い
て
も
、
ア
ジ
ャ

i
タ

シ
ャ
ト
ル
物
語
の
形
と
受
容
に
影
響
を
及
ば
し
た
要
素
が
存
在
し
た

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
と
特
に
密
接
な
関

係
に
あ
っ
た
当
麻
憂
茶
羅
で
有
名
な
中
将
姫
伝
説
と
の
関
係
も
知
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
却
）
士
口
沢
は
出
版
物
の
中
で
自
分
の
阿
闇
世
物
語
と
仏
教
の
ア

ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
物
語
の
関
係
を
論
じ
た
こ
と
が
な
い
よ
、
つ
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
小
此
木
は
日
本
の
仏
教
学
会
と
の
討
論
の
き
っ
か

け
で
、
こ
の
こ
と
を
あ
る
音

司印苦『。－。∞弓白］司伺
n
己
－
5
円
－
々
＝
。
N
1
。
ω
一
小
此
木
政
口
五
円
「
古
沢
版
阿
闇
世

物
証
同
の
出
典
と
そ
の
再
構
成
過
程
」
現
代
の
エ
ス
。
フ
リ
－
品
∞
（
－
⑤
吋
⑤
）
一

口⑦
1
H
∞
N
．
小
此
木
啓
五
口
、
「
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
論
の
発
展
」
阿

闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
小
此
木
啓
吾
と
北
山
修
編
（
大
阪
一
創
元
社
、

N
C
2
年
）
や
お
一
C
E
S
包
円
2
m
。
J
J
2
。
E
刀
芯
詰
丘
－
と
g
o
a
－
唱
U
2
2只

誌
で
ど
内
gさ
1
2
ミ
忌
忌
て
え
毛
、
認
さ
S
H
♀
～
、
S否
ミ

ω
ψ
口
。
・
A
（
目
。
出
）
・

φCtHCC。

（
幻
）
こ
こ
で
経
典
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
精
神
分
析
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
の
区
別

を
付
け
る
た
め
に
、
古
沢
・
小
此
木
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
「
阿
闇
世
物
語
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
ヴ
ア
イ
デ
イ
ヒ

i
の
こ
と
を
、
古
沢
・

小
此
木
版
と
の
関
連
に
お
い
て
だ
け
、
「
章
提
希
」
と
呼
ぶ
o
E
0
5
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
沢
と
小
此
木
は
実
際
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ず
つ

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
作
っ
た
。
本
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
細
か
い
差

異
に
は
と
く
に
す

EJ入
る
必
要
が
な
い
限
り
言
及
し
な
い
こ
と
に
す

る。

（
辺
）
管
見
で
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
変
更
の
由
来
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は

古
沢
や
小
此
木
の
手
に
よ
る
か
、
そ
れ
と
も
古
沢
以
前
の
日
本
伝
承

の
中
で
起
こ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
措
く
と
す
れ
ば
、

エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
の
関
係
で
精
神
分
析
の
理
論
を

広
げ
よ
う
と
す
る
意
図
の
な
か
で
は
、
父
殺
し
が
消
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
自
体
は
、
目
覚
ま
し
い
と
い
う
し
か
な
い
。
ま
た
、
阿
闇
世
コ

ン
ブ
レ
y
ク
ス
と
そ
の
仏
教
経
典
に
お
い
て
の
典
拠
と
の
聞
の
も
う
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一
つ
注
目
す
べ
き
差
異
が
あ
る
。
古
沢
や
小
此
木
は
ほ
と
ん
ど
口
唇

期
的
現
象
に
注
目
し
な
い
が
、
伝
統
の
中
の
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル

物
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
非
常
に
目
立
つ
。
例
え
ば
、

ヴ
ア
イ
デ
イ
ヒ

l
が
妊
娠
し
て
恐
ろ
し
い
も
の
を
食
べ
た
が
る
欲
望
、

提
婆
達
多
が
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
の
唾
を
飲
み
込
む
こ
と
、
ア

ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
が
そ
の
父
を
餓
死
さ
せ
る
こ
と
、
女
王
が
夫
の

た
め
に
飲
食
を
体
の
あ
ち
こ
ち
に
隠
し
、
体
を
祇
め
さ
せ
て
栄
養
を

与
え
る
こ
と
、
ア
ジ
ャ

1
タ
シ
ャ
ト
ル
が
そ
の
プ
ラ
イ
マ
ル
・
シ
ー

ン
を
も
思
い
起
こ
さ
せ
る
事
実
を
知
っ
て
感
じ
る
嫉
妬
と
怒
り
、
膿

や
血
や
虫
を
息
子
の
指
か
ら
吸
い
出
し
て
飲
み
込
む
父
親
た
ち
、
な

ど
と
い
う
要
素
は
全
部
そ
の
好
例
だ
ろ
う
。
阿
闇
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
は
、
所
謂
プ
レ
・
エ
デ
ィ
パ
ル
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ

る
こ
と
、
ま
た
、
古
沢
の
説
が
ク
ラ
イ
ン
の
説
と
同
時
期
で
あ
り
、

小
此
木
は
ク
ラ
イ
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
ら
し
い
こ
と

を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
口
唇
期
的
な
要
素
が
こ
の
よ
う
に
度
外
視
さ

れ
る
こ
と
は
い
っ
そ
う
分
か
り
に
く
く
妙
味
を
帯
び
て
見
え
て
く
る
。

（
お
）
穴
口
。
「
T
ヨ
ロ
や
門
。
ミ
2

2
。ミ

R
Sミ
ミ
ミ
ミ
え
む
き
な
～
3
2九九
E
hミぬ

内
b
ミ
。
同
』
§
甲
、
作
、
ミ
、
代
ぺ
匂
凡
b
n
～向（℃釦『

F

∞．
H
）
戸

E戸

牛唱－凶凶門『。
E凸
lc『↑白ロ円ゆ
5
。仏）ゆ吋
1

∞
に
も
参
照
。

（
出
）
ご
。
リ
？
を

2
2
3
S
5
5
0

（
お
）
穴
m
H
F
Z
m
w
H
F
白
E
o－－
A
ロ品目
y
h
n
ミ
n
h
h
b
h
H丹、ミミ
h
・
3
～5
～
門
吉
丈
高
ミ

むミ
h
H
h。
ミ
む
～
。
『
丸
町
、
‘
九
ミ
〉
h
m
h
t
R
てむ～

h4EN
ミむ（
E
C
口
。
一
己
ロ
己
主
〈
同
門
回
目
円
て

CH1

E
担
当
国

H，
H
F・0
2叫

N
C
C
印）ゆ
h
F

。

（
お
）
区
山
口
円
。
］
ρ
ミ
C
H
p
n
ミ
Q
ミミ
h
g
h
N
ミ（リ
P
3
2
m
W
N
h
h件凡ななミ（∞片山口『。丘一

∞片言内。
E
C
E
5『回目
q
－4
2
P
E
C
∞）。

（
幻
）
因
み
に
穴

E
3岨

h
h
ミ
g
h
b章
、
ミ
ミ
ぬ
お

NEZ印
に
も
参
照
。

（
お
）
ま
た
似
た
よ
う
に
、
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
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て
、
末
法
思
想
及
び
救
済
を
医
学
治
療
と
聡
え
る
思
想
が
あ
る
が
、

別
な
機
会
で
そ
れ
を
考
察
し
た
い
。

（
m）
た
と
え
ば
そ
れ
ら
の
要
素
が
親
鷺
と
古
沢
と
の
聞
の
日
本
歴
史

に
由
来
す
る
と
し
て
も
、
我
々
は
幾
つ
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、
あ
る

程
度
古
沢
と
小
此
木
に
そ
の
変
更
の
責
任
を
負
わ
せ
て
も
差
し
支
え

が
な
い
。
ま
ず
、
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
、
古
沢
や
小
此
木
が
認
め

る
典
拠
は
、
教
行
信
証
を
含
め
て
仏
教
経
典
し
か
な
い
。
特
に
小
此

木
は
仏
教
学
界
か
ら
の
非
難
を
意
識
し
て
か
ら
は
、
他
の
典
拠
に
基

づ
い
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
い
う
の
は
自
然
だ

ろ
う
し
、
本
人
た
ち
は
経
典
を
参
照
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
経

典
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
白
分
の
そ
れ
と
の
聞
に
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
、

増
し
て
や
そ
れ
に
気
づ
き
、
言
及
し
、
実
際
の
由
来
を
は
っ
き
り
と

さ
せ
る
は
ず
だ
ろ
、
っ
。
ま
た
、
小
此
木
は
仏
教
学
者
に
よ
っ
て
仏
教

経
典
の
物
語
と
の
差
異
に
つ
い
て
非
難
を
受
け
た
際
に
、
幾
つ
か
の

理
由
で
抗
弁
し
た
。
例
え
ば
、
古
沢
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
観
無
量
寿
経
の

解
読
と
し
て
根
拠
が
あ
る
と
か
、
精
神
分
析
の
理
論
を
立
て
る
作
業

の
中
で
あ
る
要
素
を
選
出
し
た
り
他
の
要
素
を
省
い
た
り
し
て
も
差

し
支
え
が
な
い
と
か
、
古
沢
が
自
分
の
描
き
た
い
理
論
に
応
じ
て
改

造
す
る
権
利
が
あ
っ
た
と
か
、
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
他
に
典
拠
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
そ
れ
は
と
て
も
よ
い

抗
弁
に
な
り
そ
う
な
の
に
、
他
に
典
拠
が
あ
っ
た
と
は
言
っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
古
沢
と
小
此
木
が
自
分
た
ち
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
経

典
を
参
照
し
た
と
す
る
な
ら
、
例
え
ば
他
に
知
ら
れ
て
い
な
い
典
拠

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
実
際
に
使
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン

を
選
び
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ

だ
け
で
も
、
我
々
は
両
氏
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
意
図
的
な
音
山
味
の
あ
る

も
の
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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（
初
）
以
上
論
じ
た
よ
う
に
、
阿
闇
世
説
は
仏
教
に
基
づ
い
た
国
家
主

義
な
ど
の
一
環
と
し
て
理
解
で
き
る
か
ぎ
り
、
政
権
と
ま
だ
何
か
の

関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

2
5
2］
デ
∞

E
B
叶
ロ

3
2

な
ど
が
西
洋
文
化
の
場
合
に
論
じ
た
よ
う
に
精
神
分
析
が
カ
ト
リ
ッ

ク
教
の
告
解
儀
礼
の
後
を
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
ア

ジ
ア
文
化
に
お
い
て
働
く
場
合
に
も
、
仏
教
的
な
「
憐
悔
」
と
完
全

に
無
関
係
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

（
出
）
以
上
論
じ
て
き
た
フ
ァ
ク
タ
ー
に
加
え
て
、
現
代
日
本
社
会
に

お
い
て
の
女
性
の
位
置
や
音
主
我
、
産
児
制
限
方
法
な
ど
と
い
う
要
素

も
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
別
な
機
会
で
そ
れ
を

考
察
し
た
い
。




