
以〉

北埋
ま性
理の
吉本艮
存源
る

「
さ
と
り
」

序
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本
論
稿
は
和
辻
哲
郎
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
プ
ツ
ダ
の

さ
と
り
と
そ
の
倫
理
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
発
想
が
和

辻
の
主
著
で
あ
る
倫
理
学
著
作
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
和
辻
が
そ
の
倫
理
学
著
作
に
お
い
て
様
々
な
点
で
自

ら
の
仏
教
研
究
を
生
か
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
数
多
く
言
及
さ
れ

て
い
る
（
l
）
が
、
両
者
の
倫
理
性
と
い
う
観
点
で
の
関
わ
り
に
踏
み
込

ん
だ
詳
細
な
研
究
は
殆
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
論

稿
に
お
い
て
は
和
辻
倫
理
学
が
そ
の
善
悪
や
良
心
に
つ
い
て
の
定
義
を
、

仏
教
的
慈
悲
を
モ
デ
ル
と
し
て
そ
の
根
本
に
置
く
こ
と
で
達
成
し
て
い

る
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
内
容
と
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。

ー
、
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
変
容
す
る
主
体
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ま
ず
は
論
点
の
明
確
化
の
た
め
に
も
、
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
善
と

の
役
割
に
つ
い
て
｜

栗

山

は

る

な

悪
の
基
本
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
前
提
と
な
る
和
辻
の
「
人

間
」
主
体
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
き
た
い
。
な
お
和
辻
の
用
い
る
「
倫

理
」
（
倫
l
、
一
一
一
頁
）
と
い
う
語
は
具
体
的
な
日
常
の
生
活
に
お
け

る
無
意
識
の
規
範
の
共
有
、
遵
守
を
も
含
む
用
語
で
あ
る
た
め
、
善
悪

や
良
心
の
問
題
に
お
い
て
必
ず
し
も
彼
の
指
す
「
倫
理
」
の
全
貌
を
把

握
で
き
る
訳
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
倫

理
性
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
一
つ
の
結
節
点
と
し
て
こ
の
問
題
を
考
察

す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
和
辻
の
倫
理
学
著
作
は
「
人
と
社
会
と
を
人
間
の
二
重
性
格

と
し
て
把
捉
し
、
そ
こ
に
人
間
の
最
も
深
い
本
質
を
見
出
す
」
（
倫
1
、

二
六
頁
）
倫
理
学
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
の
主
題
と
さ
れ
た
の
が
、

個
人
で
あ
る
と
と
も
に
社
会
で
も
あ
る
よ
う
な
主
体
で
あ
る
「
人
間
」

で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
後
に
も
説
明
す
る
た
め
こ
こ
で
は
概
観
に
留
め

る
が
、
一
般
的
に
主
体
と
い
う
語
は
行
為
す
る
個
人
を
指
す
こ
と
が
多

い
の
に
対
し
、
和
辻
の
「
人
間
」
と
い
う
主
体
に
は
そ
の
存
在
共
同
の
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あ
り
方
に
お
い
て
多
様
な
形
態
が
想
定
さ
れ
る
。
『
倫
理
学
』
で
は
特
に
、

個
人
の
他
に
家
族
、
地
縁
共
同
体
（
村
落
な
ど
の
地
域
社
会
）
、
文
化

共
同
体
（
民
族
や
言
語
共
有
圏
）
、
国
家
な
ど
と
い
っ
た
複
数
の
「
人
間
」

の
形
態
が
和
辻
に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
た
。
そ
の
発
想
は
「
倫
理
を
単
に

個
人
意
識
の
問
題
と
す
る
近
世
の
誤
謬
か
ら
脱
却
す
る
」
（
倫
l
、

一
九
頁
）
と
い
う
和
辻
の
目
的
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

個
人
以
外
に
多
数
の
個
人
の
結
合
し
た
共
同
的
主
体
を
含
む
多
様
な
主

体
・
「
人
間
」
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
（
倫
l
、
一
七
四
頁
）
。
こ

れ
を
も
っ
て
和
辻
は
「
相
互
に
絶
対
に
他
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
他
が

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
同
的
存
在
に
お
い
て
一
つ
に
な
る
。
社
会
と

根
本
的
に
異
な
る
個
別
人
が
、
し
か
も
社
会
の
中
に
消
え
る
。
人
間
は

か
く
の
ご
と
く
対
立
的
な
る
も
の
の
統
一
で
あ
る
。
」
（
倫
l
、
二
八
頁
）

と
述
べ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
人
間
」
は
固
定
さ
れ
た
静
的
な
も
の
で

は
な
く
、
分
離
・
結
合
を
絶
え
ず
繰
り
返
す
動
的
な
、
変
容
す
る
主
体

で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
つ
ま
り
家
族
の
例
を
あ
げ
る
と
、
複
数
の
個
人

が
結
合
し
て
家
族
と
な
る
、
ま
た
家
族
か
ら
あ
る
個
人
が
分
離
す
る
、

あ
る
い
は
家
族
自
体
が
分
解
・
消
滅
し
て
複
数
の
個
人
へ
と
離
散
す
る
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
主
体
で
あ
る
「
人
間
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
形
で
存
在
す
る
、
ま
た
分
離
・
結
合
し
う
る
も
の
な
の
か
。
「
人

間
は
絶
え
ず
動
き
行
く
行
為
的
連
関
な
し
に
は
人
間
で
な
い
。
そ
れ
は

絶
え
ず
個
人
を
生
産
し
つ
つ
そ
の
個
人
を
全
体
に
没
せ
し
め
る
。
」
（
倫

l
、
三
五
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
和
辻
は
「
人
間
」
主
体
と
は
行
為

に
お
い
て
生
成
し
、
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
そ
の
維
持

や
生
滅
の
条
件
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
該
の
「
人
間
」
主
体
に
つ
い
て

の
様
々
な
了
解
（
2
）
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
。

「
人
間
」
主
体
に
つ
い
て
の
了
解
と
は
、
そ
の
主
体
内
で
の
規
範
や

価
値
観
と
い
っ
た
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
そ
の
構
成
員
に
共
通
し
て
持

た
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
主
体
内
に
通
用
し
て
い
る
常
識
で
あ
る
。
そ
し

て
主
体
が
維
持
さ
れ
、
生
滅
す
る
場
面
と
は
、
そ
れ
ら
の
了
解
に
も
と

づ
い
て
、
規
範
や
価
値
観
に
従
う
、
あ
る
い
は
背
く
か
た
ち
で
そ
れ
ぞ

れ
の
行
為
が
行
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
度
、
主
体
に
つ
い

て
の
了
解
は
補
強
、
更
新
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人
間

が
了
解
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
」
「
行
為
に
よ
っ
て
了
解
が
補
強
、

更
新
さ
れ
る
」
と
い
う
循
環
的
な
営
み
全
体
を
指
し
て
和
辻
は
「
人
間
」

が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
（
人
倫
、
二

O
一
ー
二

O
二
頁
）
。

同
様
に
、
異
な
る
複
数
の
主
体
が
あ
る
規
範
を
共
通
の
も
の
と
定

め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
規
範
に
も
と
づ
い
て
行
為
し
た
場
合
は
、
主
体

の
結
合
が
起
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
行
為
が
主
体

内
の
規
範
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
主
体
に
関
す
る
自

己
及
び
他
者
か
ら
の
認
識
の
枠
組
み
が
変
容
す
る
場
面
、
つ
ま
り
主
体

の
分
離
が
行
わ
れ
、
行
為
者
が
既
存
の
主
体
か
ら
離
反
し
て
新
し
い
主

体
と
な
る
場
面
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
主
体
の
生
滅
に
つ
い
て
主
語
を
構
成
員
に
し
て
言
い
換

え
る
と
、
自
分
が
あ
る
主
体
の
規
範
に
則
っ
た
行
動
を
取
る
と
き
、
自

分
は
そ
の
主
体
と
し
て
行
為
し
て
そ
の
主
体
を
構
成
し
て
い
る
が
、
逆

に
規
範
に
逆
ら
う
行
動
を
取
る
時
に
は
、
異
な
る
主
体
へ
と
変
容
し
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
和
辻
が
「
行
為
は
必
ず
既
存
の
人
間
関

係
を
背
負
い
つ
つ
可
能
的
な
人
間
関
係
へ
の
方
向
と
し
て
働
く
も
の
で

あ
る
」
（
倫
l
、
三
五
四
頁
）
と
述
べ
る
時
、
上
記
の
よ
う
な
分
離
・
結
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合
を
絶
え
ず
繰
り
返
す
動
的
な
主
体
を
想
定
し
て
い
る
と
言
え
る
（
3
）。

さ
て
、
上
記
の
よ
う
に
主
体
の
維
持
、
生
滅
は
行
為
に
お
い
て
お
こ

る
の
で
あ
る
が
、
特
に
主
体
の
変
容
と
し
て
の
行
為
を
和
辻
は
「
否
定

の
運
動
」
、
も
し
く
は
「
空
ず
る
運
動
」
（
倫
l
、
四
O
頁
）
と
呼
ん
で

い
る
。「

否
定
」
の
語
は
ヘ

l
ゲ
ル
の
影
響
を
示
す
も
の
だ
が
、
和
辻
は
こ

の
言
葉
を
仏
教
的
文
脈
に
ひ
き
な
お
し
て
独
自
の
理
解
（
和
辻
日
く
転

釈
）
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ヘ

i
ゲ
ル
哲
学
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素

が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
相
互
依
存
的
に
関
係
し
合
い
な
が
ら
高
次
の
段
階

へ
と
高
め
ら
れ
て
行
く
さ
ま
、
つ
ま
り
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
が
描
か
れ
る

が
、
和
辻
は
そ
れ
を
「
否
定
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
、
さ
ら
に
は
仏
教

思
想
の
「
空
」
の
文
脈
に
お
い
て
再
定
義
す
る
の
で
あ
る
（
人
倫
、

一
五
O
頁）。

そ
の
時
の
和
辻
の
仏
教
理
解
の
キ
ー
と
な
る
概
念
が
「
空
」
（
4
）で

あ
る
の
だ
が
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
の
で
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
「
関
係

性
の
文
脈
に
お
い
て
し
か
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
同
一
性
を
保
ち
え
ず
、
存

在
し
得
な
い
こ
と
」
と
の
み
記
し
て
お
き
た
い
（
5
）
。
こ
の
時
「
空
ず

る
運
動
」
、
「
否
定
の
運
動
」
と
は
、
あ
る
主
体
を
「
空
ず
る
」
、
「
否
定

す
る
」
、
つ
ま
り
あ
る
主
体
を
関
係
性
の
文
脈
の
中
に
お
い
て
相
対
化

す
る
こ
と
で
意
識
が
そ
の
主
体
か
ら
離
れ
、
新
た
な
主
体
と
し
て
関
係

を
結
び
な
お
す
意
識
の
働
き
、
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
く
、
「
個
人
と
は
、
全
体
者
［
共
同
存
在
］
が
成
り
立
っ
た
め
に
そ

の
個
別
性
を
否
定
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
全
体
者
と
は

個
人
が
成
り
立
っ
た
め
に
そ
こ
か
ら
背
き
出
る
べ
き
地
盤
で
あ
る
。
」

（倫
1
、
一
五
五
頁
角
括
弧
内
栗
山
）
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
時
、
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個
人
と
は
自
ら
も
属
し
て
い
た
共
同
体
の
文
脈
と
相
対
し
て
新
た
な
関

係
を
結
ぴ
な
お
す
こ
と
で
個
人
と
し
て
成
り
立
ち
、
共
同
体
も
ま
た
、

そ
れ
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
文
脈
と
相
対
し
て
新
た
な
関
係

性
に
お
い
て
そ
れ
を
併
合
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
。
概
説
の
途
中
で
は

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
和
辻
が
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
意
義
を
認
め
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
本
論
文
の
テ
l
マ
と
な
る
。

2
、
変
容
す
る
主
体
に
お
け
る
倫
理
と
は

さ
て
、
話
を
再
び
「
人
間
」
に
戻
し
た
い
。
和
辻
の
提
唱
し
た
主
体

で
あ
る
上
記
の
「
人
間
」
に
お
い
て
倫
理
や
善
悪
と
い
っ
た
問
題
は
ど

の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。

行
為
に
お
い
て
「
人
間
」
が
存
在
し
、
ま
た
変
容
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
上
に
述
べ
た
が
、
倫
理
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
行
為
に
お
い
て
あ
ら

わ
れ
、
行
為
の
あ
り
方
の
違
い
か
ら
和
辻
は
善
悪
の
定
義
を
行
う
。

詳
し
く
述
べ
る
と
、
和
辻
は
行
為
を
主
体
の
維
持
・
統
一
を
促
す
行

為
と
あ
る
主
体
が
元
の
主
体
か
ら
分
離
す
る
行
為
と
に
分
け
、
前
者
を

善
、
後
者
を
悪
と
規
定
し
て
、
主
体
を
統
一
す
る
方
向
の
行
為
に
倫
理

的
な
優
位
性
を
置
い
て
い
る
。
（
倫
2
、
四
四
頁
）

そ
し
て
こ
の
善
悪
の
規
定
を
実
践
に
お
い
て
捉
え
る
と
、
善
と
は
信

頼
に
応
え
る
こ
と
、
悪
と
は
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
主
体
の
維
持
・
統
一
に
貢
献
す
る
行
為
を
な
し
た
場
合
、
そ
れ

は
信
頼
に
応
え
る
善
行
で
あ
り
、
逆
に
元
の
主
体
か
ら
分
離
す
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
時
に
は
信
頼
を
裏
切
る
悪
行
と
さ
れ
る
（
倫
2
、
一
一
六

頁
）
。
極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
和
辻
は
首
狩
り
族
の
内
部
で
の
規
範

に
お
い
て
は
共
同
体
外
の
人
間
の
首
を
狩
っ
て
も
悪
と
み
な
さ
れ
な
い
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と
い
う
例
を
挙
げ
、
共
同
体
に
お
け
る
信
頼
を
裏
切
る
の
で
な
け
れ
ば

人
殺
し
す
ら
悪
と
み
な
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
日
く
、
「
生
首
狩
り
が
特
に
善
事
で
あ
る
社
会
に
お
い
て
も
、

同
じ
部
族
内
で
他
の
族
員
を
殺
せ
ば
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
殺
人

罪
と
し
て
非
認
さ
れ
る
。
生
首
狩
り
が
許
さ
れ
る
の
は
た
だ
信
頼
関
係

の
外
に
お
い
て
、
部
族
外
の
者
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
o
」
（
倫

2
、

五
一
二
百
円
）
例
え
人
殺
し
で
あ
っ
て
も
、
善
悪
と
は
不
変
の
基
準
で
は
な

く
そ
の
信
頼
関
係
の
存
在
す
る
場
の
規
範
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

一
方
で
、
和
辻
は
〈
否
定
の
運
動
〉
が
起
き
て
い
る
か
ぎ
り
悪
は
な

く
、
〈
否
定
の
運
動
〉
の
滞
留
こ
そ
が
悪
（
類
落
）
で
あ
る
と
も
述
べ

る
（
倫
2
、
四
五
四
六
百
円
）
。
つ
ま
り
、
主
体
の
統
一
が
起
こ
る
た

め
に
は
そ
も
そ
も
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
分
裂
し
た
主
体
が
必
要
と
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
善
（
主
体
の
統
こ
に
転
化
し
な
い
悪
（
主
体
の
分

離
）
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
悪
は
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
の
論
理
か
ら
す
る
と
、
否
定
の
運
動
が
起
き
て
い
る
限
り
、
真
の

意
味
で
の
悪
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
〈
否
定
の
運
動
〉

自
体
が
警
で
あ
り
、
そ
の
停
滞
が
悪
で
あ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
分

離
し
た
ま
ま
で
維
持
さ
れ
統
一
の
方
向
に
向
か
わ
な
い
個
人
は
社
会
に

背
い
た
ま
ま
の
悪
し
き
個
人
主
義
と
し
て
極
悪
と
み
な
さ
れ
（
倫
l
、

二
O
六
頁
）
、
ま
た
個
人
が
埋
没
し
た
共
同
性
の
立
場
に
安
住
す
る
こ

と
も
ま
た
「
畜
群
へ
の
類
落
」
（
倫
l
、
二

O
六
頁
）
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
の
畜
群
の
立
場
は
最
初
に
述
べ
た
善
悪
の
規
定
で
は
善
に
あ
た
る
は

ず
で
あ
り
、
こ
こ
に
善
悪
の
基
準
の
ぶ
れ
が
あ
る
よ
う
に
見
え
な
く
も

な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
立
場
は
行
為
を
見
る
際
の
時
間
の
帽
を
ど
の
く

ら
い
と
っ
て
見
る
か
の
差
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
主
体
の
統
一
へ
向
か

う
方
向
が
普
で
あ
る
と
い
う
和
辻
の
立
場
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
和
辻
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
行
為
の
善
悪
は
「
空
へ
の
方
向
」

「
空
か
ら
の
方
向
」
の
別
と
い
う
表
現
で
も
論
じ
ら
れ
る
（
倫

2
、

四
四
頁
）
。
つ
ま
り
、
主
体
の
統
一
へ
向
か
う
方
向
の
行
為
（
善
）
は

空
へ
の
方
向
、
主
体
の
分
離
へ
向
か
う
方
向
の
行
為
（
悪
）
は
空
か
ら

遠
ざ
か
る
方
向
と
さ
れ
、
主
体
が
空
か
ら
背
き
出
つ
つ
空
に
帰
来
す
る

運
動
を
繰
り
返
す
こ
と
が
人
間
の
真
実
で
あ
る
と
和
辻
は
述
べ
る
の
で

あ
る
（
伶
2
、
四
O
頁
）
。
つ
ま
り
、
主
体
の
統
一
、
分
離
の
ど
ち
ら

も
〈
否
定
の
運
動
〉
と
呼
ば
れ
、
特
に
統
一
の
運
動
の
方
に
倫
理
的
な

優
位
性
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
上
記
し
て
き
た
が
、
和
辻

が
そ
の
根
拠
を
空
と
の
関
係
性
に
お
い
て
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確

認
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
空
へ
向
か
う
方
向
が
倫
理
的
に
優
れ
て
い
る
の
か
。
和
辻

は
人
間
の
根
源
こ
そ
が
空
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
す
る
。

人
間
存
在
が
根
源
的
に
否
定
の
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

人
間
存
在
の
根
源
が
否
定
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
否
定
性

で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
人
も
全
体
も
そ
の
真
相
に
お

い
て
は
「
空
」
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
そ
の
空
が
絶
対
的
全
体

性
な
の
で
あ
る
。
（
倫
l
、
四
O
頁）

こ
の
時
和
辻
は
、
上
記
し
た
よ
う
な
〈
否
定
の
運
動
〉
に
お
い
て
全

て
が
成
り
立
つ
状
態
を
総
体
的
に
見
て
、
世
間
の
真
相
は
空
で
あ
る
と

述
べ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
〈
否
定
の
運
動
〉
に
よ
っ
て
成
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り
立
ち
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
存
在
す
る
場
面
は
〈
否
定
の
運
動
〉
の
起

こ
る
場
面
で
あ
り
、
転
じ
て
〈
否
定
の
運
動
〉
の
起
き
る
場
で
あ
る
「
空
」

は
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
根
源
で
あ
る
。
絶
え
間
な
い
〈
否
定
の
運
動
〉
の

集
合
で
あ
る
人
聞
社
会
を
、
「
空
」
な
る
場
面
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
空
は
絶
対
的
否
定
性
や
絶
対
的
全
体
性
と
も
称
さ
れ
、
そ

れ
ら
が
人
間
存
在
の
背
き
出
る
根
底
と
考
え
る
こ
と
で
、
そ
ち
ら
へ
と

帰
る
方
向
が
必
然
的
に
善
と
な
る
と
和
辻
は
捉
え
る
。

人
間
の
根
源
が
空
で
あ
る
こ
と
が
何
故
倫
理
性
と
つ
な
が
る
の
か
に

つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
が
、
和
辻
が
「
空
」
へ
の
帰
来
の
方
向
を

倫
理
的
真
実
と
す
る
態
度
は
、
良
心
と
い
う
現
象
を
い
か
に
説
明
す
る

か
に
つ
い
て
の
記
述
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
辻
は
良
心
の
声
を
、

「
我
々
自
身
の
奥
底
か
ら
我
々
を
否
定
す
る
声
の
聞
こ
え
る
こ
と
」
（
倫

1
、
二

O
八
頁
）
と
述
べ
、
そ
れ
は
我
々
を
そ
の
本
源
で
あ
る
絶
対
的

否
定
性
（
空
）
へ
と
誘
う
呼
び
声
と
も
述
べ
る
。

つ
ま
り
、
良
心
の
声
と
は
、
「
我
々
の
内
部
か
ら
我
々
に
向
け
ら
れ

た
「
責
め
」
「
と
が
め
」
」
（
倫
2
、
七
四
頁
）
で
あ
り
、
個
人
の
内
面

的
な
感
情
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
個
人
は
「
己
れ
の
本
源
た
る
空
（
す

な
わ
ち
本
来
空
）
の
否
定
と
し
て
、
個
人
と
な
る
」
（
倫
l
、
一
七
八
頁
）

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
の
本
源
は
空
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か

ら
「
分
離
す
る
我
々
の
本
性
が
呼
ぴ
声
を
引
き
起
こ
す
」
（
倫

2
、

八
四
頁
）
。
そ
れ
が
良
心
と
な
っ
て
個
人
の
内
面
に
責
任
や
反
省
の
意

識
を
与
え
る
。
そ
の
よ
う
に
個
人
内
面
の
良
心
を
人
間
存
在
の
様
態
か

ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
解
釈
を
和
辻
は
「
良
心
の
現
象
を
意
識
よ
り
も

さ
ら
に
深
い
存
在
の
層
に
根
差
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
め

ざ
す
」
（
倫
2
、
八
三
頁
）
と
し
て
い
る
。
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以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
は
行
為
の
善

悪
、
そ
し
て
我
々
の
良
心
に
つ
い
て
も
ま
た
人
間
の
根
源
で
あ
る
空
と

の
関
係
で
決
ま
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
空
が
人
間
存
在
の
根
底
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
な
ぜ
空
が
倫
理
の
源
で
あ
る
所
以
で
あ

る
と
言
え
る
の
か
。
ま
た
、
良
心
と
い
う
内
面
の
感
情
を
説
明
で
き
る

よ
う
な
存
在
様
態
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
和
辻
の

倫
理
学
の
構
想
の
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
仏
教
的
慈
悲
に
つ
い
て
紹

介
す
る
中
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

3
、
慈
悲
と
し
て
の
空

冒
頭
に
も
述
べ
た
通
り
、
和
辻
倫
理
学
に
は
和
辻
の
仏
教
研
究
の
成

果
が
至
る
所
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
仏
教
研
究
に
お
い
て

も
ま
た
和
辻
は
空
に
つ
い
て
多
く
の
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
和
辻
の
仏
教
的
著
作
で
あ
る
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
や
『
仏
教

倫
理
思
想
史
』
に
お
け
る
空
の
位
置
づ
け
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
（
全

5
、
一
七
O
頁

全

m、
三
四
九
頁
）
空
と
慈
悲
と
の
関
係
を
理
解
し

や
す
く
す
る
た
め
に
、
そ
の
お
お
ま
か
な
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

和
辻
が
自
身
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
課
題
と
し
た
こ
と
は
、
中
観
派

の
空
（
竜
樹
）
と
ゴ

l
タ
マ
・
プ
ツ
ダ
の
教
え
を
論
理
的
に
一
貫
し
た

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
こ
と
か
ら
仏
教
を
倫
理
学
と
し
て
意
味

づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
和
辻
に
と
っ
て
こ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
の
さ
と
り

の
内
容
を
龍
樹
の
空
を
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
仏
教
の
本
質
と
し
て

倫
理
性
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
極
め
て
大
乗
的
な
和
辻

の
立
場
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
背
景
に
は
「
犀
の
角
の
よ
う
に
た
だ
一
人

歩
め
」
と
述
べ
、
執
着
の
消
滅
を
説
き
な
が
ら
も
、
同
時
に
サ
ン
ガ
（
組
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織
）
を
作
り
布
教
を
行
っ
た
プ
ツ
ダ
の
態
度
に
つ
い
て
の
謎
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
一
般
的
に
ブ
ツ
ダ
の
教
え
の
内
容
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物

が
い
ず
れ
は
消
え
ゆ
く
こ
と
を
受
け
入
れ
、
人
や
事
物
に
対
す
る
執
着

を
捨
て
、
俗
世
間
を
離
れ
最
低
限
の
生
活
で
一
人
静
か
に
生
き
る
こ
と

を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
立
場
を
徹
底
す

る
と
プ
ツ
ダ
は
一
人
老
い
て
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
実
際
に
は
プ
ツ
ダ
が
教
団
を
作
っ
て
教
え
を
広
め
た
事
実
が
存

在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
伝
え
ら
れ
る
物
語

が
「
発
天
勧
請
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
プ
ツ
ダ
は

一
人
で
生
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
こ
に
神
で
あ
る
焚
天
が
現
れ
、

プ
ツ
ダ
に
迷
え
る
民
を
救
う
よ
う
に
懇
願
し
、
布
教
へ
と
誘
う
。
そ
の

結
呆
プ
ツ
ダ
は
重
い
腰
を
上
げ
て
布
教
の
途
へ
つ
く
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。こ

こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
が
、
党
天
に
よ
る
懇
願
を
ブ
ッ
ダ
本
人
の

内
な
る
声
と
み
な
す
立
場
、
つ
ま
り
布
教
の
動
機
は
悟
り
の
内
容
に
必

然
的
に
内
蔵
さ
れ
て
お
り
そ
れ
こ
そ
が
大
い
な
る
慈
悲
で
あ
る
と
見
る

立
場
と
、
そ
う
で
は
な
い
立
場
、
つ
ま
り
布
教
と
は
プ
ツ
ダ
の
気
ま
ぐ

れ
で
あ
り
さ
と
り
の
内
容
と
は
必
然
的
な
関
係
が
な
い
と
す
る
立
場
の

別
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
立
場
は
仏
教
に
倫
理
性
は
含
ま
れ
る
か
否
か

と
い
う
問
い
と
し
て
未
だ
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
な
っ
て
い
る
官
）
。

そ
の
課
題
に
は
未
だ
結
論
は
出
て
い
な
い
し
簡
単
に
結
論
の
出
る
問

題
で
も
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
に
対
す
る
和
辻
の
答
え

は
「
仏
教
は
本
質
的
に
倫
理
性
を
含
む
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
事
物
や
世
間
へ
の
執
着
の
消
滅
は
人
の
行
為
の
普
悪
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
聞
に
は
本
質
的

な
つ
な
が
り
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
和
辻
の
仏
教
諭
に
示
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
結
論
で
あ
る
。

し
か
し
後
世
に
お
い
て
我
々
が
そ
の
つ
な
が
り
を
知
る
た
め
に
は

プ
ツ
ダ
に
遅
れ
て
現
れ
た
大
乗
仏
教
の
始
祖
・
竜
樹
の
業
績
が
必
要
で

あ
っ
た
と
和
辻
は
考
え
、
そ
の
功
績
こ
そ
が
空
の
発
明
で
あ
っ
た
と
す

る
。
で
は
な
ぜ
そ
の
こ
と
か
ら
仏
教
に
お
け
る
倫
理
性
が
導
き
出
せ
る

の
か
。
和
辻
に
よ
る
竜
樹
を
経
由
し
た
大
悟
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。ま

ず
、
プ
ツ
ダ
の
得
た
さ
と
り
と
は
「
無
常
・
苦
・
無
我
を
知
る
こ

と
で
世
俗
の
執
着
か
ら
脱
却
し
、
智
慧
の
立
場
に
至
る
こ
と
」
（
全
五
、

一一

O
l
一
一
一
一
一
頁
、
全
十
九
、
三
三
二
頁
）
と
和
辻
は
定
義
す
る
。

そ
の
う
ち
の
無
常
と
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
流
転
す
る
こ
と
（
7
）
、
苦
と

は
好
ま
し
い
事
物
が
流
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
苦
し
み
を
そ
れ

ぞ
れ
指
す
。
そ
し
て
無
我
と
は
不
変
に
自
己
同
一
を
保
つ
「
我
（
ア
ー

ト
マ
ン
）
」
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
す
が
（
全
五
二
二
ハ
頁
）
、
「
自

己
同
一
性
を
保
つ
主
体
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
こ
と
」

と
転
化
さ
れ
る
こ
と
で
後
に
龍
樹
の
空
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な

空
が
倫
理
性
の
起
源
で
あ
る
と
和
辻
は
考
え
る
。
で
は
「
そ
れ
自
身
に

お
い
て
は
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

仏
教
的
空
に
つ
い
て
の
和
辻
に
よ
る
説
明
は
論
文
「
法
の
概
念
と
空

の
弁
証
法
」
に
も
詳
し
い
た
め
そ
ち
ら
も
参
照
し
つ
つ
考
察
す
る
が
、

そ
の
中
の
「
眼
は
色
（
も
の
）
に
お
い
て
眼
で
あ
り
、
色
は
眼
に
お
い

て
色
で
あ
る
。
両
者
は
相
依
で
あ
っ
て
自
相
を
持
た
ぬ
。
そ
れ
自
体
に

は
空
で
あ
る
。
」
（
全
九
、
四
七
二
頁
）
と
い
う
記
述
が
空
を
端
的
に
表

し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
こ
の
時
前
提
と
さ
れ
る
の
は
、
「
眼
と
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も
の
と
の
聞
に
関
係
が
あ
る
」
と
述
べ
る
際
に
、
は
じ
め
か
ら
独
立
し

た
眼
、
及
ぴ
も
の
が
存
在
し
て
そ
の
聞
に
関
係
が
結
ぼ
れ
る
と
考
え
る

の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
無
分
別
の
場
と
で
も
言
う
べ
き
状
態
が
存
在
し
、

そ
の
中
か
ら
分
別
さ
れ
る
か
た
ち
で
眼
と
も
の
、
そ
の
聞
の
関
係
性
が

同
時
発
生
的
に
見
出
さ
れ
る
と
考
え
る
態
度
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
時
、
空
の
語
が
意
味
す
る
こ
と
と
は
、
ま
ず
は
は
じ
め
に
存

在
す
る
「
無
分
別
の
場
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
事
物
を

分
別
し
て
見
出
す
意
識
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
ま
た
分
別
さ
れ
た
事
物

の
分
別
を
な
く
し
再
び
「
無
分
別
の
場
」
へ
と
至
る
意
識
の
は
た
ら
き

で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
8
）

前
節
に
お
い
て
、
和
辻
が
空
へ
の
帰
還
を
人
間
の
本
源
へ
帰
る
こ
と

で
あ
る
と
し
た
こ
と
、
そ
の
帰
還
の
方
向
を
善
の
基
準
と
し
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
空
が
無
分
別
の
場
で
あ
る
と
い
う
和

辻
の
見
解
に
由
来
し
て
い
る
。
無
分
別
の
場
は
そ
こ
か
ら
全
て
の
分
別

の
生
ま
れ
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
つ
ま
り
一
切
の
概
念
は
関
係
に
お
い

て
し
か
存
在
し
な
い
。
一
方
、
上
記
で
眼
と
も
の
の
例
か
ら
無
分
別

の
場
の
説
明
へ
と
至
っ
た
よ
う
に
、
我
々
は
分
別
を
通
し
て
の
み
無
分

別
の
場
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ど
ち
ら
も
が
人
間
の
不
可
欠
な

意
識
の
は
た
ら
き
で
あ
る
が
、
和
辻
は
無
分
別
の
場
を
根
底
と
定
め
、

無
分
別
に
帰
る
方
向
の
行
為
を
善
と
規
定
し
、
そ
れ
は
自
ら
の
根
拠
へ

と
帰
ろ
う
と
す
る
人
間
の
内
な
る
要
求
（
良
心
）
で
あ
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
（
9
）
。
そ
れ
は
和
辻
が
、
も
の
を
見
出
す
自
己
の
意
識
も
ま
た

関
係
に
お
い
て
、
無
分
別
の
場
か
ら
生
ま
れ
る
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
全
十
九
、
三
三
六
頁
）

ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
空
は
、
仏
教
的
実
践
と
し
て
は
、
苦
（
執
着
）
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に
つ
い
て
の
思
考
の
中
で
苦
を
相
対
化
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
特
定
の
物
や
人
物
（
自
己
を
含
む
）
へ
の
強
す
ぎ
る
関
心
は
、

そ
れ
が
手
に
入
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
不
満
や
、
将
来
そ
れ
を
無
く

す
こ
と
へ
の
恐
れ
と
い
っ
た
苦
し
み
を
生
む
。
そ
の
苦
し
み
に
囚
わ
れ

た
状
態
が
執
着
で
あ
る
が
、
そ
の
執
着
を
生
む
心
の
働
き
を
分
析
し
、

ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
執
着
が
生
ま
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
を
通
し
て
執
着
や
そ
の
対
象
を
さ
ら
に
大
き
な
関
係
の
中
に
位
置

づ
け
、
執
着
を
自
己
か
ら
切
り
離
し
て
相
対
化
す
る
こ
と
で
解
消
し
て

い
く
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
実
践
に
お
い
て
は
未
だ
倫
理
に
関
す
る
積

極
的
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
和
辻
は
上
記

の
よ
う
な
相
対
的
な
意
識
の
は
た
ら
き
を
、
自
と
他
と
の
関
係
、
及
、
ぴ

さ
と
っ
た
者
と
未
だ
さ
と
ら
ざ
る
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
見
出
す
。

個
我
も
普
遍
我
も
要
す
る
に
根
拠
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解

し
、
さ
ら
に
体
現
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
他
に
対
す
る
己
れ
も

な
く
、
し
た
が
っ
て
己
れ
一
個
の
幸
福
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
こ
の

立
場
に
お
い
て
苦
を
滅
す
る
と
は
苦
一
般
を
滅
す
る
こ
と
で
な
く
て

は
な
ら
ず
、
苦
一
般
を
滅
す
る
の
は
無
我
縁
起
等
の
真
理
を
、
た
ん

に
己
れ
一
個
が
体
得
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
実
現
す

る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
的
立
場
よ
り
見
て
自
利
、
利
他

と
分
別
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
無
我
の
立
場
に
お
い
て
は
た
だ
真
理
そ

れ
自
身
の
実
現
で
あ
る
。
こ
の
や
む
こ
と
な
き
当
為
、
真
理
実
現
の

努
力
こ
そ
、
無
我
の
立
場
に
お
い
て
の
道
徳
の
根
拠
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
（
全
十
九
、
一
四
三
頁
）
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も
ち
ろ
ん
苦
の
相
対
化
に
お
け
る
空
の
実
践
は
元
々
自
己
自
身
に
対

す
る
執
着
の
解
消
を
も
含
む
の
だ
が
、
和
辻
は
自
己
自
身
が
相
対
化
さ

れ
た
結
果
他
人
の
苦
と
自
己
の
苦
の
別
が
な
く
な
る
た
め
、
空
を
会
得

し
た
も
の
は
他
人
の
苦
の
解
消
に
向
か
う
（
慈
悲
）
と
い
う
の
が
仏
教

に
お
け
る
倫
理
性
の
根
源
で
あ
る
、
と
よ
り
倫
理
的
積
極
性
を
増
し
た

解
釈
を
す
る
。
極
言
す
れ
ば
、
空
を
知
る
（
さ
と
る
）
こ
と
で
倫
理
性

を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
上
記
し
た
よ
う
に
空
へ
の
帰
還
は
人
間
の
根
源
的

要
求
で
あ
り
、
ま
た
苦
の
解
消
は
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ツ
ダ
以
来
の
仏
教
の

本
質
的
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
契
機
の
結
合
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
自
他
の
別
な
き
苦
の
解
消
は
、
仏
教
に
お
い
て
慈
悲
の
概
念

に
結
実
す
る
と
和
辻
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
補
強
す
る
の
が
、

ゴ
l
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
よ
る
布
教
と
い
う
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
ま
た

東
ア
ジ
ア
圏
に
お
い
て
歴
史
的
に
信
仰
さ
れ
て
き
た
菩
薩
（
あ
え
て
世

に
止
ま
り
衆
生
に
慈
悲
を
与
え
、
そ
の
後
に
仏
と
な
る
も
の
）
と
い
う

道
徳
的
人
格
の
理
念
で
あ
る
。
（
全
十
九
、
三
四
七
頁
）

和
辻
は
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
に
お
い
て
、
上
記
し
た
分
別
か

ら
無
分
別
に
向
か
う
意
識
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
「
空
無
差
別
を
真

に
知
る
と
は
無
差
別
に
帰
り
行
く
こ
と
、
無
差
別
を
実
現
す
る
こ
と
で

あ
り
、
従
っ
て
慈
悲
と
同
義
で
あ
る
」
（
全
五
、
一
七
O
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
一
方
で
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
は
「
個
人
存
在
の
根
祇
が
空
で

あ
る
こ
と
を
覚
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
存
在
は
自
他
不
二
的
充
実
の

根
抵
と
な
り
、
従
っ
て
道
徳
性
の
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
倫
l
、

三
四
三
頁
）
と
そ
れ
に
対
応
す
る
と
見
ら
れ
る
記
述
が
あ
り
、
こ
こ
か

ら
は
和
辻
が
そ
の
倫
理
学
に
お
い
て
も
倫
理
性
の
根
源
を
空
と
考
え
て

い
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に
お
い
て
、
和
辻
は
何

故
空
を
も
っ
て
倫
理
性
の
根
源
と
見
な
せ
る
と
し
た
か
、
と
い
う
問
い

に
対
し
て
我
々
は
一
定
の
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

4
、
結
論

最
後
に
簡
単
に
で
は
あ
る
の
だ
が
、
上
記
の
よ
う
な
空
の
倫
理
に
お

け
る
認
識
と
そ
の
実
現
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
和
辻

は
「
さ
と
り
」
と
い
う
認
識
の
特
殊
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
さ
と
り
を
開
く
」
と
い
う
仏
教
特
有
の
表
語
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
そ
れ
（
さ
と
り
）
は
あ
く
ま
で
認
識
で
あ
る
。
し
か
も
自
然

的
立
場
を
全
然
止
揚
し
生
活
全
体
を
変
容
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
認

識
で
あ
る
。
（
全
五
二
六
七
頁
）

つ
ま
り
さ
と
り
と
は
、
そ
れ
を
知
る
事
で
自
分
だ
け
で
な
く
自
分
を

含
む
世
界
の
全
て
が
変
わ
る
よ
う
な
認
識
と
さ
れ
る
。
慈
悲
の
例
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
己
の
空
を
知
る
こ
と
は
自
己
自
身
の
境
界
を
変

え
、
そ
の
こ
と
で
そ
の
見
え
る
世
界
、
そ
し
て
行
為
に
ま
で
大
き
な
影

響
を
与
え
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
和
辻
が
空
に
よ
っ
て
倫
理
を
根
拠
づ

け
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
和
辻
倫
理
学
全
体
と
し
て
の
和

辻
の
動
機
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
空
を
根
源

と
す
る
倫
理
に
つ
い
て
説
く
和
辻
倫
理
学
の
目
的
と
は
、
さ
と
り
を
仏

教
の
文
脈
か
ら
外
し
た
形
で
叙
述
す
る
こ
と
で
、
そ
の
真
実
の
う
ち
の

幾
分
か
で
も
読
者
の
生
活
そ
の
も
の
の
変
容
を
目
指
す
こ
と
で
あ
っ
た



と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
述
の
よ
う
に
、
和
辻
は
『
倫
理
学
」
で
は
善
悪
に
つ
い
て
の
明
確

な
基
準
を
作
る
こ
と
は
せ
ず
、
か
わ
り
に
人
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
詳

細
な
描
写
に
お
い
て
、
人
間
本
性
の
空
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
繰
り
返

し
提
示
す
る
。
そ
れ
は
和
辻
の
晩
年
に
至
る
文
化
論
に
お
い
て
も
ず
っ

と
変
わ
ら
な
い
姿
勢
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
読
者
に
悟
り
を
ひ
ら
か
せ

る
と
い
う
の
も
お
こ
が
ま
し
い
話
で
あ
る
し
、
和
辻
の
著
書
に
か
ぎ
ら

ず
、
読
書
と
は
総
じ
て
自
分
と
自
分
を
取
り
巻
く
世
界
を
変
え
る
も
の

で
あ
る
。
和
辻
が
自
身
の
倫
理
学
著
作
に
お
い
て
仏
教
研
究
の
成
果
を

お
お
い
に
披
露
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
自
論
の
宗
教
を
超
え
た
普
遍

化
の
も
く
ろ
み
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
意
識
も
お
そ
ら
く
関
係
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
和
辻
が
自
身
の
倫
理
学
に
お
い
て
「
さ
と

り
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
極
め
て
重
要
視
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
実
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
は
和
辻
の
業
績
の
理
解
を
い
っ
そ
う
深
め
る
上
で
不

可
欠
な
要
素
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

倫理性の根源

【註】
（

1
）
宮
川
（
N

g
∞
）
、
吉
村
（
N
C
C
U
）
他

（

2
）
「
我
々
は
実
践
的
行
為
的
な
連
闘
が
す
で
に
実
践
的
了
解
を
含
む

と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
」
（
倫
1
、
五
七
頁
）
「
動
的
な
人
間
関
係

が
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
一
定
の
仕
方
に
お
い
て
実
現
せ
ら
れ
て
行
く

と
き
、
人
は
こ
の
常
に
現
れ
る
仕
方
（
了
解
）
を
そ
の
動
的
存
在
の

地
盤
か
ら
引
き
離
し
て
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
倫
1
、
一
一
一
一
頁
、

括
弧
内
筆
者
。
こ
れ
に
つ
い
て
和
辻
は
「
仕
方
」
「
わ
け
」
（
倫
1
、

五
七
頁
）
「
表
現
」
（
倫
1
、
七
一
頁
）
な
ど
様
々
に
呼
ぶ
が
、
本
論

文
で
は
了
解
で
統
一
す
る
こ
と
と
す
る
。
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（

3
）
な
お
、
和
辻
に
と
っ
て
行
為
や
主
体
は
他
の
言
葉
で
定
義
で
き

ず
、
互
い
の
循
環
論
法
的
な
関
係
に
お
い
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
と

さ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
論
じ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
も
空
に
依
拠

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（

4
）
「
空
」
は
「
絶
対
的
否
定
性
」
「
絶
対
的
全
体
性
」
（
共
に
倫
1
、

四
O
頁
）
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
空
」
で
統
一
す

る
こ
と
と
す
る
。

（

5
）
龍
樹
の
提
唱
し
た
空
に
つ
い
て
の
和
辻
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る

が
、
和
辻
と
近
い
解
釈
と
し
て
は
桂
（
N

S

S

、
黒
崎
（
N
C
C
印
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。

（

6
）
末
木
（
N
C
C
白
）
、
魚
川
（
N
0
5
）
他

（

7
）
な
お
、
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
に
お
け
る
世
間
に
つ
い

て
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
和
辻
の
仏
教
的
立
場
は
そ
の
無
常

的
人
間
観
に
も
見
て
取
れ
る
。

（

8
）
「
空
と
は
静
的
な
あ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
空
ず
る
こ
と
自
身
で

あ
る
。
：
・
空
は
そ
れ
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
お
の
れ
を
現

さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
空
無
差
別
自
身
を
実
現
す
る
の
で

あ
る
。
か
く
他
者
に
お
い
て
お
の
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
「
空
ず
る

こ
と
」
の
本
質
な
ら
ば
、
空
は
必
然
に
ま
た
「
差
別
を
生
ず
る
こ
と
」

に
他
な
ら
ぬ
。
」
（
全
九
、
四
七
五
頁
）

「
空
が
根
底
で
あ
る
と
は
、
空
に
よ
っ
て
成
ぜ
ら
る
る
法
そ
の
も

の
が
空
ぜ
ら
る
る
こ
と
で
あ
る
。
否
定
が
直
ち
に
そ
の
根
拠
づ
け
な

の
で
あ
る
。
」
（
全
九
、
四
七
三
頁
）

（

9
）
「
解
脱
の
要
求
が
「
根
拠
に
帰
る
」
要
求
で
あ
る
」
（
全

十
九
、
一
四
四
頁
）



48 

凡
例

ー
、
全
は
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
。

2
、
倫
l
、
2

は
そ
れ
ぞ
れ
岩
波
文
庫
『
倫
理
学

学

2
」
0

3
、
人
倫
は
岩
波
文
庫
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
を
指
す
。

ー
』
『
倫
理

引
用
文
献

和
辻
哲
郎
（
N

8

3

『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
岩
波
書
店
。

和
辻
哲
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