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に

　

世
界
的
に
活
躍
し
た
禅
思
想
家
で
あ
り
、
ま
た
哲
学
者
、
西
田
幾
多
郎
の
弟
子
で
も
あ
る
久
松
真
一
は
、
自
ら
の
禅
の
見
性
体
験
と
宗

教
的
生
活
を
も
と
に
独
自
の
思
想
を
築
い
た
。
そ
れ
は
時
期
に
よ
っ
て
「
純
粋
自
己
」、「
東
洋
的
無
」、「
禅
的
人
間
」、「
覚
体
」、そ
し
て
「
無

相
の
自
己
」
等
と
様
々
に
呼
ば
れ
る
根
本
実
在
を
中
心
と
し
、最
終
的
に
は
我
々
人
間
が
そ
の
よ
う
な
根
本
実
在
に
目
覚
め
る
こ
と
で
「
救

わ
れ
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
た
宗
教
・
哲
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
久
松
の
宗
教
・
哲
学
の
歩
み
は
、
ま
ず
我
々
人
間
の
現

存
在
が
あ
る
絶
対
的
な
矛
盾
―
―
久
松
の
言
い
方
で
は
「
絶
対
二
律
背
反
」
―
―
を
根
源
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
絶
対
二
律
背
反
を

根
柢
と
す
る
限
り
、
我
々
は
ど
う
あ
っ
て
も
「
救
わ
れ
な
い
」
と
い
う
所
か
ら
出
立
す
る
。
従
っ
て
久
松
に
お
け
る
（
真
の
）
宗
教
的
立

場
と
は
、
こ
の
絶
対
二
律
背
反
を
完
全
に
「
脱
し
」、「
突
破
」
し
た
所
に
開
け
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
久
松
の
師
で
あ
り
、
ま
た
久
松
を
禅
の
道
へ
と
導
い
た
張
本
人
で
も
あ
る
哲
学
者
、
西
田
幾
多
郎
は
、
前
期
『
善
の
研
究
』
か

ら
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
宗
教
の
問
題
を
そ
の
哲
学
の
根
本
に
据
え
続
け
た
。
特
に
実
質
の
遺
稿
論
文
で
あ
る
「
場
所
的
論
理
と
宗

教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、
西
田
の
宗
教
に
対
す
る
考
え
は
深
く
包
括
的
な
論
理
と
し
て
結
実
す
る
。
そ
こ
で
は
主
に
禅
・
浄
土
真
宗
・
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キ
リ
ス
ト
教
の
三
つ
の
立
場
が
統
一
的
に
把
握
さ
れ
、
宗
教
的
立
場
の
構
造
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
西
田
に
と
っ
て
、
宗
教
の
問

題
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
我
々
の
自
己
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
我
々
の
自
己
の
「
自
己
矛
盾
」
の
徹
底
的
な
「
自
覚
」
か

ら
宗
教
の
立
場
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
か
ら
我
々
の
自
己
の
「
救
済
」
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
久
松
と
西
田
の
宗
教
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
我
々
が
矛
盾
的
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
矛
盾
の
自
覚
か
ら
宗
教
の
問

題
、
あ
る
い
は
我
々
の
「
救
済
」
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
久
松
が
終
始
禅
の
立
場
を
自
ら
の
立
脚
地
と
し
て
論
じ

た
の
に
対
し
、
西
田
は
禅
的
思
想
を
根
柢
と
し
つ
つ
も
、
浄
土
真
宗
や
キ
リ
ス
ト
教
に
も
深
い
共
感
を
示
し
な
が
ら
独
自
の
宗
教
論
を
構

築
し
て
い
る
。
よ
っ
て
一
口
に
救
済
と
は
言
っ
て
も
、
や
は
り
そ
の
あ
り
方
や
立
場
に
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
特
に
後
期
の
思
想
に
お
い
て
真
宗
や
キ
リ
ス
ト
教
等
、
絶
対
他
力
の
宗
教
に
対
し
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
た
久
松
に
と
っ
て
、
そ

れ
ら
を
宗
教
論
の
中
心
に
据
え
た
西
田
の
立
場
は
や
は
り
批
判
対
象
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
後
に
詳
し
く
述
べ
る
通
り（

1
）、
久
松
は
む
し
ろ
西
田
の
立
場
を
肯
定
的
・
共
感
的
に
見
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
攷
で
は
、
こ
の
よ
う
な
久
松
の
西
田
に
対
す
る
評
価
は
妥
当
な
の
か
、
即
ち
両
者
の
宗
教
論
に
お
け
る
救
済
の
問

題
・
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
、
久
松
の
言
う
よ
う
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
異
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
の

よ
う
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
、
最
終
的
に
は
そ
の
異
同
か
ら
久
松
と
西
田
双
方
の
問
題
点
と
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
た
い
。（

2
）

１　

久
松
に
お
け
る
救
済
の
問
題

　

考
察
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
双
方
の
立
場
を
概
略
的
に
見
て
お
く
。
久
松
に
お
け
る
救
済
の
問
題
は
ま
ず
、
そ
も
そ
も
我
々
の
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現
存
在
が
「
救
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
事
実
か
ら
出
立
す
る
。
そ
れ
は
即
ち
我
々
人
間
が
あ
る
絶
対
的
な
限
界
、
具
体
的
に
は
「
罪
」

と
「
死
」
の
二
つ
か
ら
、
如
何
に
し
て
も
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

ま
ず
罪
に
つ
い
て
、
普
通
「
罪
」
と
言
え
ば
道
徳
的
な
罪
の
み
を
考
え
る
が
、
罪
の
問
題
は
学
問
や
芸
術
の
範
囲
に
ま
で
及
ぶ
と
久
松

は
考
え
る（

3
）。
即
ち
例
え
道
徳
的
な
罪
（
＝
善
悪
）
の
問
題
を
回
避
あ
る
い
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
芸
術
の
世
界
に

お
け
る
美
醜
、
科
学
の
世
界
に
お
け
る
真
偽
と
い
っ
た
価
値
と
反
価
値
と
の
対
立
の
問
題
が
依
然
と
し
て
残
る
。
そ
し
て
こ
の
内
で
、
善
、

美
、
真
あ
る
い
は
「
清
ら
か
な
も
の
」（
二
・
一
四
九
）（

4
）
等
を
「
理
性
的
な
も
の
」（
二
・
一
四
九
）
と
呼
び
、
逆
に
悪
、
醜
、
偽
、
あ

る
い
は
「
汚
れ
た
も
の
」（
二
・
一
四
九
）
を
「
反
理
性
的
な
も
の
」（
二
・
一
四
九
）
と
呼
ん
だ
上
で
、
久
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

罪
は
理
性
一
般
の
問
題
に
ま
で
広
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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0

0

0

0
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。
総
括
し
て
一
般
的
に
言
え
ば
、
理
性
的
で
あ
る
こ
と
と
、
反
理
性

的
で
あ
る
こ
と
と
の
間
に
成
立
す
る
よ
う
な
罪
と
い
う
も
の
に
、
罪
の
概
念
が
拡
充
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
二
・
一
四
九
）。

　

こ
こ
で
久
松
の
考
え
る
罪
と
は
、
例
え
ば
、（
善
に
対
す
る
）
悪
を
犯
す
と
い
う
意
味
で
の
罪
、
あ
る
い
は
（
真
実
に
対
す
る
）
虚
偽

を
犯
す
と
い
う
意
味
で
の
罪
と
い
っ
た
、「
相
対
的
な
」（
二
・
一
四
九
）
罪
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
理
性
の

内
に
理
性
的
な
も
の
と
反
理
性
的
な
も
の
と
の
対
立
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
即
ち
、
そ
の
よ
う
な
二
律
背
反
が
「
理
性
の
根
本
構
造
」

（
二
・
一
四
九
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
罪
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
久
松
に
よ
れ
ば
理
性
の
立
場
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
意
味
で
の
罪
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
徳
的
生
活
の
究
極
目
的
は
、
善
が
一
切
の
悪
を
克
服
し

て
純
粋
に
善
な
る
も
の
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
善
は
そ
れ
が
善
で
あ
る
限
り
常
に
悪
に
対
立
す
る
も
の
、
悪
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も

の
と
し
て
の
善
で
あ
り
、
善
が
悪
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
常
に
新
た
な
善
悪
の
分
裂
を
生
み
出
し
、
結
果
、
永
遠
に
統
一
さ
れ
る
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こ
と
の
な
い
無
限
進
行
へ
と
陥
る
。
従
っ
て
理
性
の
立
場
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
所
で
、
理
性
の
構
造
自
体
に
内
在
す
る
善
悪
の
二
律
背

反
自
体
は
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
二
律
背
反
を
、久
松
は
先
述
の
相
対
的
な
罪
・

二
律
背
反
に
対
し
て
「
絶
対
二
律
背
反

0

0

0

0

0

0

」（
二
・
一
四
九
、
傍
点
引
用
者
）
と
呼
ぶ
。

　

ま
た
、
久
松
は
死
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
。
人
は
往
々
に
し
て
で
き
う
る
限
り
死
を
回
避
し
よ
う
と
し
、
生
き
て
い
る
こ

と
の
方
に
望
み
を
か
け
る
の
だ
が
、
久
松
に
よ
れ
ば
そ
こ
で
死
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
生
を
離
れ
な
い
死
、
即
ち
「
生
死
的
な
死
」

（
二
・
一
五
二
）
で
あ
り
、
生
も
ま
た
「
生
死
的
な
生
」（
二
・
一
五
二
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
生
死
的
な
生
に
お
い
て
死
を
克
服

し
て
い
く
こ
と
は
、「
相
対
的
に
は
で
き
よ
う
が
、
絶
対
的
に
は
で
き
な
い
」（
二
・
一
五
二
）。
例
え
ば
、
我
々
が
病
気
や
負
傷
に
よ
っ
て

生
命
の
危
機
に
瀕
し
た
時
、
治
療
等
を
受
け
る
こ
と
で
そ
の
都
度
の
死
を
回
避
し
、
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
我
々
が

生
き
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
死
そ
の
も
の
を
回
避
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
限
り
死
は
免
れ
ず
、
ま
た
逆
に
死

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
我
々
は
「
生
き
て
い
る
」
と
言
え
る
点
で
、
生
と
死
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
従
っ
て
死
を
完
全
に

免
れ
、「
純
粋
に
生
き
る
」（
二
・
一
六
八
）な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
生
命
は
、そ
の
根
本
に
お
い
て
生
死
と
い
う「
絶

対
二
律
背
反
」
を
根
柢
と
し
て
成
り
立
ち
、
こ
れ
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
所
に
「
根
源
的
な
悩
み
」（
二
・
一
六
九
）
が
あ
る

と
久
松
は
述
べ
る
。
そ
し
て
久
松
は
こ
の
問
題
が
人
間
以
外
の
も
の
ま
で
す
べ
て
含
め
て
「
存
在

0

0

・
非
存
在

0

0

0

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
さ

れ
拡
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
・
一
五
三
）
と
言
い
、
こ
の
存
在
・
非
存
在
は
別
に
「
有
・
無
」（
二
・
一
五
三
）
と
も
言
い
換
え

ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
久
松
に
お
け
る
宗
教
的
問
題
と
は
、
ま
ず
我
々
人
間
の
現
存
在
が
価
値
・
反
価
値
、
生
・
死
と
い
う
二
律
背
反
か
ら

如
何
に
し
て
も
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
人
間
が
限
定
さ

0

0

0

れ
た
あ
り
方
、
相
対
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
起
因
す
る
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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こ
こ
で
存
在
・
非
存
在
と
価
値
・
反
価
値
と
い
う
二
つ
の
二
律
背
反
は
、
両
者
一
体
と
な
っ
た
一
つ
の
絶
対
二
律
背
反
と
し
て
自
覚
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
久
松
は
言
う
。
こ
こ
で
い
う
自
覚
と
は
、
例
え
ば
自
分
が
い
つ
か
死
ぬ
こ
と
を
知
識
の
上
で
知
っ
て
い
る
、
あ

る
い
は
、
お
前
に
は
罪
が
あ
る
の
だ
と
他
人
か
ら
聞
か
さ
れ
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
知
的
自
覚
で
は
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
知
的
に
は
絶
対
矛
盾
、
意
志
的
に
は
絶
対
デ
ィ
レ
ム
マ
、
感
情
的
に
は
絶
対
苦
悶
」（
一
・
七
一
）
と
言
わ
れ

る
、
知
・
情
・
意
全
体
で
の
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
、「
対
象
的
に
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
、

は
っ
き
り
と
主
体
的
に
体
認
さ
れ
て
、
二
律
背
反
が
我
々
の
現
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」（
二
・
一
六
九
）
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
言
わ
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
自
覚
さ
れ
る
も
の
と
自
覚
す
る
も
の
と
が
些
か
も
分
離
し
て
い
な
い
、
極
め
て
主
体
的
な
自
覚
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
知
情
意
の
全
体
が
一
体
と
な
っ
て
そ
の
絶
対
二
律
背
反
が
自
覚
さ
れ
た
存
在
は
、「
主
体
的
絶
対
危
機
」（
二
・

一
九
六
）
と
も
呼
ば
れ
、
久
松
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
危
機
的
な
存
在
こ
そ
が
真
に
現
実
的
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
。

　

久
松
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
危
機
が
真
に
主
体
的
に
自
覚
さ
れ
た
存
在
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
あ
ら
ゆ
る
罪
と
あ
ら
ゆ
る
苦
が

そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
よ
う
な
絶
対
二
律
背
反
に
は
留
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
が
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る

こ
と
＝
「
絶
対
死
」（
一
・
七
二
）
こ
そ
が
、
救
わ
れ
た
自
己=

無
相
の
自
己
に
目
覚
め
る
た
め
の
「
絶
対
条
件
」（
一
・
七
二
）
で
あ
る
。

こ
の
「
絶
対
死
」
と
は
生
に
対
す
る
死
（
相
対
死
）
で
は
な
く
生
死
が
死
ぬ
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、別
の
言
い
方
で
は
「
自
己
を
す
て
去
る
こ
と
」

（
一
・
一
六
一
）「
人
間
の
棄
揚
」（
一
・
二
二
八
）
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
「
自
己
の
存
在
な
ら
び
に
価
値
の
絶
対
的
否
定
は
、
人
間
性
の

限
界
の
自
覚
で
あ
る
」（
一
・
一
六
九
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
絶
対
二
律
背
反
の
「
自
覚
」
と
「
絶
対
否
定
」・「
絶
対
死
」
と
は

別
々
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
同
一
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
絶
対
否
定
を
経
て
絶
対
二
律
背
反
を
脱
し
た
結
果
、「
一
切
の
何
も
の
に
も
拘
わ
ら
な
い
、生
死
に
も
拘
わ
ら
ず
、

善
悪
に
も
拘
ら
な
い
自
己
に
目
覚
め
、
何
も
の
に
も
限
定
さ
れ
な
い
自
己
に
目
覚
め
る
」（
二
・
一
九
〇
）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
自
己
こ



一
一
三

西
田
幾
多
郎
と
久
松
真
一
に
お
け
る
救
済
の
問
題
〔
小
島
〕

そ
が
久
松
の
言
う
「
救
わ
れ
た
」
自
己
、
即
ち
無
相
の
自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
久
松
に
よ
れ
ば
、
実
は
こ
の
無
相
の
自
己
こ
そ
が
「
本
来

の
自
己
」（
二
・
一
六
三
）
で
あ
り
「
真
の
自
己
」（
二
・
一
九
〇
）
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
そ
も
そ
も
人
間
の
在
り
方
は
本
来
二
律
背
反
に

は
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
先
に
論
じ
た
よ
う
な
罪
や
死
の
問
題
か
ら
「
救
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
実
は
虚
妄
で
あ
り
間

違
い
で
あ
っ
て
、
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
で
あ
る
」（
二
・
一
六
一
）。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
生
死
し
苦
悩
す
る
自
己
の
在

り
方
は
本
来
で
は
な
く
、
我
々
は
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
自
身
が
自
覚
す
る
所
に
、
久
松
に
お
け
る
救

済
は
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
絶
対
二
律
背
反
を
根
柢
と
す
る
今
ま
で
の
我
々
の
在
り
方
は
転
換
さ
れ
、
無
相

の
自
己
こ
そ
が
主
体
＝
自
己
と
な
る
。
つ
ま
り
私
が
「
私
」
と
言
っ
た
時
、
そ
の
「
私
」
が
今
ま
で
は
生
死
し
二
律
背
反
に
囚
わ
れ
る
自

己
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
転
換
が
起
こ
っ
て
か
ら
は
無
相
の
自
己
を
指
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
久
松
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
真
の
自
己
に
目
覚
め
た
結
果
、
今
度
は
無
相
の
自
己
か
ら
二
律
背
反
的
な
自
己
へ
の
「
肯
定
的

積
極
的
連
続
」（
二
・
一
七
八
）
が
成
り
立
っ
て
く
る
と
い
う
。
つ
ま
り
無
相
の
自
己
が
主
体
、
根
源
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
の
在

り
方
、
絶
対
二
律
背
反
は
そ
の
根
源
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
し
て
、「
根
源
に
帰
す
る
」（
二
・
一
七
八
）
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

お
い
て
今
ま
で
の
在
り
方
は「
な
く
な
る
」の
で
は
な
く
、か
え
っ
て
絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
る
。
即
ち
一
切
の
二
律
背
反
は
真
の
自
己
の「
働

き
」（
二
・
二
〇
七
）
と
し
て
真
の
自
己
の
内
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
便
宜
上
無
相
の
自
己
（
主
体
）
と
絶
対

二
律
背
反
的
な
在
り
方
（
働
き
）
を
分
け
て
論
じ
て
き
た
が
、
実
際
の
所
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
「
不
二
一
体
」（
二
・
一
〇
二
）
で
あ
る
た

め
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
絶
対
的
な
区
別
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
一
度
絶
対
否
定
さ
れ
た
我
々
の
現
実
の
在

り
方
が
か
え
っ
て
絶
対
肯
定
的
に
復
活
し
て
く
る
と
い
う
事
態
を
、
久
松
は
「
絶
対
否
定
即
肯
定
」（
二
・
一
九
六
）
と
も
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
こ
で
無
相
の
自
己
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
確
認
す
る
。
久
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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（
無
相
の
自
己
は
）
一
切
の
も
の
を
超
越
し
、
し
か
も
一
切
の
も
の
に
偏
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
を
超
越
す
る
と
い
う

こ
と
は
一
切
の
も
の
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
切
の
も
の
に
偏
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
一
と
し
て
一
切
の
も
の
に
内
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
一
・
二
二
一
-
二
二
二
、
括
弧
内
引
用
者
）

　

こ
の
よ
う
に
久
松
は
無
相
の
自
己
の
特
徴
と
し
て
「
超
越
性
」
と
「
偏
在
性
」
の
二
つ
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
の
「
超
越
性
」
と
は
、
久

松
に
よ
れ
ば
、
一
切
の
差
別
や
対
立
、「
自
他
の
別
」（
一
・
二
一
九
）
を
絶
し
て
独
立
自
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
故
に
、

無
相
の
自
己
は
「
自
他
を
絶
し
た
自
己
」（
二
・
一
九
二
）
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
「
偏
在
性
」
と
は
純
粋
自
己
が
一
切
の
差
別
を
絶
し
た

絶
対
一
で
あ
る
が
故
に
、
か
え
っ
て
一
切
の
差
別
に
内
在
し
、
一
切
の
差
別
を
差
別
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
一
切
の

も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
何
物
で
も
あ
る
」（
二
・
一
〇
一
）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
先
の
議
論
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら

ば
、
無
相
の
自
己
は
存
在
・
非
存
在
や
理
性
・
反
理
性
と
い
う
一
切
の
二
律
背
反
を
脱
し
て
い
る
（
超
越
性
）
と
同
時
に
、
一
切
の
二
律

背
反
は
無
相
の
自
己
を
根
源
と
し
無
相
の
自
己
の
働
き
で
あ
る
（
偏
在
性
）、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
無
相
の
自
己
は
こ
の
よ
う

に
一
切
を
超
越
す
る
と
同
時
に
一
切
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
故
に
、「
何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
ず
、
一
切
の
中
で
自
在
に
妙
用
（
は
た
ら
）

く
自
己
」（
二
・
一
九
三
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
自
己
は
も
は
や
生
死
や
善
悪
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
を
自

由
に
行
使
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
自
己
で
あ
る
。
ま
た
自
他
の
区
別
を
も
超
越
す
る
が
故
に
、
他
か
ら
限
定
さ
れ
た
り
対
象
化
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
が
主
体
的
に
限
定
し
て
い
く
「
徹
底
し
た
自
主
自
律
的
な
自
己
」（
二
・
一
九
二
）
で
あ
る
。

そ
し
て
後
に
も
論
じ
る
よ
う
に（

5
）、
こ
の
よ
う
な
真
の
自
己
は
自
己
に
対
し
て
超
越
的
・
他
者
的
に
立
て
ら
れ
る
「
神
」
や
「
仏
」
す

ら
脱
し
て
い
る
。
禅
の
言
葉
で
「
仏
を
殺
し
、
祖
を
殺
す
」（
二
・
一
九
二
）
等
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
久
松
に
と
っ
て

は
こ
の
私=

無
相
の
自
己
こ
そ
が
「
真
の
仏
」（
二
・
一
九
二
）
で
あ
り
、「
自
分
の
他
に
仏
は
な
い
」（
二
・
三
七
五
）
と
ま
で
言
わ
れ
る
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の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
仏
と
は
「
決
し
て
外
に
超
越
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
内
に
超
越
し
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
現
在
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
・
三
七
四
）と
も
言
わ
れ
る
。こ
の
仏
が
現
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、久
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
現

在
は
、
時
間
的
な
現
在
を
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
い
つ
も
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
も
、
ど
こ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
の
が
仏
性
で
あ

る
。」（
二
・
三
三
二
）
こ
こ
で
い
つ
も
、
ど
こ
に
も
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
・
空
間
的
な
限
定
を
脱
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
ろ
う
。

先
に
真
の
自
己
は
超
越
性
と
遍
在
性
を
持
つ
と
言
っ
た
が
、
正
確
に
言
え
ば
無
相
の
自
己
は
一
切
の
限
定
を
脱
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に

は
当
然
内0

と
か
外0

と
か
い
う
区
別
も
、
ま
た
超
越

0

0

と
い
う
事
態
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
時
空
の
限
定
を
脱
し
た
真
の

自
己
の
あ
り
方
を
、
久
松
は
「
絶
対
現
在
」（
二
・
三
四
三
）
あ
る
い
は
「
永
遠
の
現
在
」（
二
・
三
四
三
）
と
も
呼
ん
で
い
る
。

　

そ
し
て
久
松
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
一
切
の
限
定
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
「
歴
史
を
超
え
る
」
こ
と
と
も
同
義
で
あ
る
と

い
う
。
こ
こ
で
歴
史
と
は
時
間
的
な
も
の
の
変
遷
、
及
び
そ
の
変
遷
の
起
こ
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
久
松
は
こ
れ
を
別
に

「
現
実
の
世
界
」（
二
・
一
七
九
）
と
も
呼
ぶ
。「
歴
史
を
超
え
る
」
と
い
う
時
、そ
れ
は
あ
た
か
も
「
現
実
の
歴
史
の
世
界
か
ら
遊
離
」（
二
・

一
七
九
）
し
、
現
実
に
起
こ
る
歴
史
の
変
遷
に
は
無
関
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
久
松
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
無
相
の
自

己
に
至
っ
て
こ
そ
真
に
我
々
は
こ
の
現
実
世
界
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
無
相
の
自
己
は
一
切
の

限
定
を
脱
す
る
と
同
時
に
そ
れ
自
身
が
主
体
と
な
っ
て
一
切
に
働
い
て
い
く
自
己
で
あ
る
。
即
ち
無
相
の
自
己
に
お
い
て
我
々
は
歴
史
の

内
に
あ
り
な
が
ら
歴
史
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
新
た
な
歴
史
を
創
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
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２　

西
田
に
お
け
る
救
済
の
問
題

　

で
は
次
に
、西
田
の
宗
教
論
に
お
い
て
救
済
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
た
い
。「
は
じ
め
に
」で
も
述
べ
た
通
り
、

西
田
に
お
い
て
宗
教
の
問
題
と
は
、
我
々
の
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
自
己
の
存
在
が
問
題
と
な
る

の
は
、
我
々
が
我
々
の
自
己
を
「
自
己
矛
盾
的
存
在
」（
一
一
・
三
九
三
）（

6
）
で
あ
る
と
自
覚
し
た
時
で
あ
る
と
い
う
。

　

で
は
こ
の
「
自
己
矛
盾
の
自
覚
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
か
。
こ
こ
で
特
に
宗
教
論
の
文
脈
で
考
え
る
と
、
西
田
は
以
下
の
二

つ
の
仕
方
に
よ
っ
て
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、　

我
々
の
自
己
が
自
己
の
底
に
於
て
自
己
の
根
源
と
し
て
の
絶
対
者
に
面
し
て
い
る
こ
と
の
自
覚
（=

自
己
の
永
遠
の
死
の
自

覚
）

二
、　

絶
対
者
の
自
己
否
定
に
於
て
我
々
の
自
己
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
（=

自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
罪
悪
の
自

覚
）

 　

こ
こ
で
便
宜
上
「
死
の
自
覚
」「
罪
の
自
覚
」
と
い
う
二
つ
の
言
い
方
を
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
結
局
の
所
、
事
柄
と
し
て
は
同
一
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
即
ち
我
々
の
自
己
が
自
己
を
越
え
た
も
の=

絶
対
者
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
西

田
に
お
け
る
宗
教
論
お
よ
び
救
済
の
問
題
は
、
常
に
こ
の
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
関
係
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
の
「
自
己
の
永
遠
の
死
の
自
覚
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
箇
所
に
そ
の
議
論
が
見
出
さ
れ
る
。
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自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
と
云
う
の
は
、
我
々
の
自
己
が
絶
対
無
限
な
る
も
の
、
即
ち
絶
対
者
に
対
す
る
時
で
あ
ろ
う
。
絶
対

否
定
に
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
の
で
あ
る
。
併
し
単
に
そ
れ
だ
け
な
ら
、
私
は
未
だ
そ
れ
が
絶

対
矛
盾
の
事
実
と
は
云
わ
な
い
。
然
る
に
、
斯
く
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
こ
と
が
、
自
己
存
在
の
根
本
的
理
由
で
あ
る
の
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
も
の
の
み
が
、
真
に
自
己
の
個
た
る
を
知
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。（
一
一
・
三
九
五
）

　

こ
の
よ
う
に
、
西
田
の
言
う
死
の
自
覚
は
、
限
定
さ
れ
た
も
の
、
相
対
者
と
し
て
の
我
々
が
、
そ
の
自
覚
の
突
端
で
自
己
の
底
の
絶
対

者
（
絶
対
否
定
）
に
突
き
当
た
る
所
で
起
こ
る
。
そ
し
て
最
大
の
矛
盾
は
、
我
々
の
自
己
が
そ
の
よ
う
な
絶
対
否
定
に
よ
っ
て
単
に
死
ぬ

と
か
消
さ
れ
る
と
か
と
い
う
の
み
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
絶
対
の
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
」（
一
一
・
四
二
〇
）
所
に
あ

る
の
で
あ
る
。
即
ち
自
己
に
と
っ
て
の
絶
対
否
定
態
で
あ
る
は
ず
の
絶
対
者
が
、
か
え
っ
て
我
々
の
存
在
根
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
が
我
々
に
と
っ
て
の
究
極
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
こ
こ
で
西
田
の
い
う
死
と
は
単
に
肉
体
的
な
死
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
自
己
が
自
己
の
限
界
と
成
立
根
拠
を
知
り
、
そ
の
根
拠
た
る
絶
対
無
限
者
を
前
に
自
己
の
力
を
放
棄
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
田
が
「
永
遠
の
死
の
自
覚
」
と
い
う
時
、
そ
こ
に
は
単
に
我
々
の
自
己
が
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
以
上

の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
引
用
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
我
々
の
自
己
が
二
度
と
蘇
る
こ
と
の
な
い
唯
一
の

か
け
が
え
の
な
い
個
で
あ
る
と
い
う
含
意
で
あ
る
。
即
ち
死
を
真
に
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
時
、
そ
れ
は
「
一
度
死
ん
だ
も
の

は
永
遠
に
生
き
な
い
。
個
は
繰
り
返
さ
な
い
」（
一
一
・
四
二
〇
）
と
い
う
自
覚
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
我
々
の
自
己
の
自
己
矛
盾
の
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
我
々
の
自
己
が
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
於
て
成
立
し
て
い
る

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
所
に

見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
、
西
田
は
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
罪
悪
性
と
い
う
形
で
描
き
出
す
。
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一
一
八

神
に
背
い
て
知
識
の
果
を
喰
っ
た
ア
ダ
ム
の
堕
罪
と
は
、
神
の
自
己
否
定
と
し
て
人
間
の
成
立
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
仏
教

的
に
は
、
忽
然
念
起
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
成
立
の
根
源
に
於
て
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
。
知
的
な
れ
ば
な
る
程
、
意
的
な
れ
ば
な
る

程
、
爾
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
原
罪
的
で
あ
る
。
道
徳
的
に
は
、
親
の
罪
が
子
に
伝
わ
る
と
は
、
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
併
し

そ
こ
に
人
間
そ
の
も
の
の
存
在
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
一
一
・
四
三
二
）

　

こ
こ
で
西
田
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
原
罪
の
始
ま
り
、
神
に
背
い
た
ア
ダ
ム
の
神
話
を
引
い
て
、
人
間
の
存
在
構
造
そ
の
も
の
に
内

在
す
る
罪
悪
性
、
即
ち
我
々
が
そ
も
そ
も
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
成
立
・
存
在
自
体
が
絶
対
者
に
背
く
も

の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
説
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
先
述
の
通
り
、
我
々
に
と
っ
て
絶
対
者
に
出
会
う
こ
と
が
自
己
の
否
定
で
あ
り
死
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
絶
対
者
に
と
っ
て
も
ま
た
我
々
の
存
在
が
否
定
態
と
し
て
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
罪
人
で
あ
る
」（
一
一
・
四
一
〇
）
と
は
道
徳
的
な
善
悪
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
不
合
理
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
こ
に
我
々
の
存
在
が
あ
る
、
そ
こ
に
我
々
の
自
己
の
自
己
矛
盾
の
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、我
々
が
そ
の
よ
う
に
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
り
、永
遠
に
死
す
べ
き
罪
悪
性
の
立
場
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、そ
の
よ
う
な
我
々

は
ど
の
よ
う
に
救
わ
れ
る
か
。

　

ま
ず
先
に
見
た
よ
う
に
、
我
々
人
間
の
罪
悪
性
と
い
う
も
の
は
、
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
に
根
本
的
な
「
原
罪
」（
一
一
・
四
一
〇
）
で

あ
る
た
め
に
、
人
間
が
自
力
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
人
間
か
ら
し
て
は
、
之
を

脱
す
る
途
は
な
い
」（
一
一
・
四
一
〇
）
の
で
あ
る
。
で
は
そ
こ
か
ら
脱
す
る
道
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

唯
、
神
の
愛
に
よ
っ
て
神
か
ら
人
間
の
世
界
へ
送
ら
れ
た
、
神
の
一
人
子
の
犠
牲
に
よ
っ
て
の
み
、
之
（
原
罪
）
を
脱
す
る
こ
と
が



一
一
九

西
田
幾
多
郎
と
久
松
真
一
に
お
け
る
救
済
の
問
題
〔
小
島
〕

で
き
る
。
我
々
は
天
啓
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
浄
土
真
宗
に
於
て
も
、
人
間
の
根
本
を

罪
悪
に
置
く
。
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
と
云
う
。
而
し
て
唯
仏
の
御
名
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
救
わ
れ
る
と
云
う
の
で

あ
る
。（
一
一
・
四
一
〇
-
四
一
一
、
括
弧
内
引
用
者
）

　

こ
こ
で
「
神
の
一
人
子
の
犠
牲
」
や
「
天
啓
」、
あ
る
い
は
「
仏
の
御
名
」
等
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
我
々
の
救
済
は
絶
対
者
の
側

か
ら
こ
ち
ら
に
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
絶
対
者
の
側
か
ら
の
我
々
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
別
に
「
神
又
は
仏
の
呼
声
」（
一
一
・
四
〇
九
）、「
絶
対
者
の
呼
声
」（
一
一
・
四
三
二
）
等
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
の
絶
対
者
の
呼
声
と
は
何
か
。
引
用
中
に
あ
る
浄
土
真
宗
に
お
け
る
仏
の
御
名
、
即
ち
「
名
号
」（
一
一
・
四
四
二
）
と
は
、
南
無
阿

弥
陀
仏
の
六
字
の
こ
と
で
あ
り
、
真
宗
で
は
こ
の
名
号
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
救
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
西
田
に
よ
れ
ば
こ
の

名
号
は
「
仏
の
絶
対
悲
願
を
表
す
も
の
」（
一
一
・
四
四
二
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
仏
の
絶
対
悲
願
と
は
、
真
宗
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
が

一
切
の
衆
生
を
救
う
ま
で
は
自
ら
も
悟
ら
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
仏
の
名
号
と
は
、
衆
生
を
必
ず
や
救
わ
ん
と
す
る

仏
の
「
決
断
」（
一
一
・
四
二
七
）・「
意
志
」（
一
一
・
四
二
八
）
が
形
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
の
救
済
は
絶
対
者
の
呼
声
、
意
志
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
絶
対
者
が
自
ら
の
意
志
を
持
っ
て
手
を
差
し
伸
べ

て
も
、我
々
が
そ
の
手
を
取
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
救
済
は
実
現
し
な
い
。
即
ち
、先
の
天
啓
や
名
号
を
我
々
が
「
信
ず
る
」（
一
一
・
四
一
〇
）

こ
と
が
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
信
じ
る
と
い
う
こ
と
、
信
仰
に
つ
い
て
、
西
田
は
バ
ル
ト
の
言
葉
を
引
い
て
次
の
よ
う

に
言
う
。

バ
ル
ト
は
信
仰
は
決
断
で
あ
る
と
云
う
。
而
も
そ
れ
は
人
間
の
決
断
で
は
な
い
。
信
仰
は
客
観
的
で
あ
る
。
神
の
呼
声
に
対
す
る
答
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一
二
〇

で
あ
る
。
啓
示
は
神
よ
り
人
間
へ
の
賜
で
あ
る
。
人
間
は
彼
の
決
断
を
以
て
神
の
決
断
に
従
う
の
が
信
仰
で
あ
る
と
云
っ
て
居
る

（K
.B

arth, C
redo

）。（
一
一
・
四
二
七
、
括
弧
内
原
文
）

　

こ
の
よ
う
に
、我
々
の
信
仰
と
は
神
の
決
断
に
対
す
る
人
間
の
決
断
で
あ
る
、と
さ
れ
る
。そ
れ
は
先
に
み
た
絶
対
者
の
意
志
に
対
し
て
、

「
人
間
の
意
志
」（
一
一
・
四
二
八
）
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
入
信
は
研
ぎ
澄
し
た
る
意
志
の
突
端
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
一
一
・
四
二
八
）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
「
意
志
の
突
端
」
は
別
に
「
個
の
突
端
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、「
我
々
の
自
己
が
唯
一
的
個

的
に
、
意
志
的
自
己
と
し
て
絶
対
者
に
対
す
る
」（
一
一
・
四
三
五
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
我
々
の
自
己
が
唯
一
個
的
に
絶
対
者
に

対
す
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
、
別
の
箇
所
で
は
「
我
々
の
自
己
の
一
々
が
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
亙
る
人
間
の
代
表
者
と

し
て
、神
に
対
す
る
」（
一
一
・
四
三
〇
）、あ
る
い
は「
絶
対
現
在
の
瞬
間
的
限
定
と
し
て
絶
対
現
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
」（
一
一
・
四
三
〇
）

等
と
も
言
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
私
と
絶
対
者
と
の
対
決
は
、
過
去
や
未
来
の
い
つ
か
に
起
こ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
私
以
外
の
誰
か
や
特

定
の
宗
教
家
の
み
の
上
に
起
こ
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
今
こ
の
瞬
間
、
こ
の
私
と
い
う
絶
対
的
な
一
点
に
お
い
て
起
こ
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
の
瞬
間
・
こ
の
私
と
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
続
く
無
限
な
る
時
と
、
そ
こ
に
無
数
に
現
れ
る
一
点
一

点
＝
全
人
類
の
「
代
表
者
」
で
あ
る
よ
う
な
一
点
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
の
一
人
一
人
は
か
け
が
え
の
な
い
唯
一
の
個
と
し
て
絶
対

者
に
対
し
、
そ
こ
で
絶
対
者
の
意
志
・
呼
声
を
聞
き
、
そ
れ
に
従
う
か
否
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
。「
我
々
の
自
己
は
そ
の
生
命
の

根
源
に
於
て
、
何
時
も
絶
対
的
一
者
と
の
、
即
ち
神
と
の
対
決
に
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
、
永
遠
の
死
か
生
か
を
決
す
べ
き
立
場
に
立
っ

て
居
る
の
で
あ
る
。」（
一
一
・
四
二
七
）と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、そ
の
決
断
と
は
、信
仰
に
入
る
こ
と
で「
永
遠
の
生
命
を
得
」（
一
一
・
四
二
八
）

る
か
、
そ
れ
と
も
神
に
背
く
こ
と
で
「
永
遠
に
地
獄
の
火
に
投
ぜ
ら
れ
る
」（
一
一
・
四
二
八
）
か
、
と
い
う
選
択
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
絶
対
者
に
従
う
か
背
く
か
、
と
い
う
こ
の
二
択
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
加
え
た
い
。
ま
ず
、
我
々
が
自
ら
の
意
志
を
も
っ



一
二
一

西
田
幾
多
郎
と
久
松
真
一
に
お
け
る
救
済
の
問
題
〔
小
島
〕

て
絶
対
者
の
意
志
に
「
従
う
」
場
合
、
そ
れ
は
先
に
も
見
た
神
の
啓
示
や
仏
の
名
号
を
信
じ
、
入
信
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
の
結

果
我
々
は
永
遠
の
生
命
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
我
々
に
と
っ
て
の
救
済
で
も
あ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
我
々
の
側
か
ら

何
も
せ
ず
と
も
永
遠
の
生
が
与
え
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
存
在
か
ら
し
て
絶
対
者
に
背
く
も
の
で
あ
る
我
々
が
神
に
従
お
う
と
す
る

時
、
そ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
自
己
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
自
己
を
盡
し
切
っ
て
、
始
め
て
信
に
入
る
の
で

あ
る
」（
一
一
・
四
二
八
）
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
根
源
た
る
絶
対
者
に
対
し
「
自
己
自
身
を
投
げ
出
す
、自
己
自
身
を
棄
て
る
、

自
己
自
身
の
存
在
を
恥
じ
る
」（
一
一
・
四
〇
八
）
こ
と
で
も
あ
り
、こ
れ
は
別
に
「
宗
教
的
懺
悔
」（
一
一
・
四
〇
七
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
自
己
が
否
定
さ
れ
る
所
に「
入
信
」（
一
一
・
四
二
八
）や「
廻
心
」（
一
一
・
四
二
二
）、ま
た
禅
に
お
け
る「
見
」（
一
一
・
四
二
五
）

と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。（

7
）
こ
こ
で
「
如
何
な
る
宗
教
に
も
、
自
己
の
転
換
と
云
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
廻
心

と
云
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
一
・
四
二
五
）
と
言
わ
れ
る
通
り
、
西
田
に
よ
れ
ば
廻
心
と
は
「
自
己
の
転
換
」
で
あ
る
と
い

う
。 

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
転
換
だ
ろ
う
か
。
西
田
に
よ
れ
ば
我
々
が
未
だ
廻
心
し
て
い
な
い
状
態
、「
迷
」（
一
一
・
四
一
一
）
の
状
態
に

あ
る
時
、
我
々
は
未
だ
自
己
の
成
立
の
事
実
を
知
ら
ず
、
単
に
絶
対
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
自
己
＝
「
対
象
論
理
的
に
考
え
ら
れ
た
対
象

的
自
己
」（
一
一
・
四
二
二
）
を
自
己
と
考
え
る
と
い
う
。
し
か
し
絶
対
者
の
呼
声
が
聞
か
れ
る
時
、
我
々
は
自
己
の
根
拠
た
る
絶
対
者
に

気
付
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
絶
対
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
自
己
の
み
を
見
て
い
た
段
階
か
ら
の
立
場
の
転
換
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、我
々
は
自
己
が
絶
対
者
の
否
定
と
し
て
成
立
し
て
い
る
、と
い
う
原
罪
の
事
実
も
知
る
こ
と
に
な
る
。
入
信
と
は
、そ
の
事
実
を
知
っ

た
上
で
、
自
ら
の
意
志
で
自
己
を
否
定
し
絶
対
者
に
従
う
決
断
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
お
い
て
我
々
の
生
活
は
宗
教
的

な
も
の
に
な
る
、
即
ち
永
遠
に
死
ぬ
べ
き
生
を
生
き
る
所
か
ら
、
絶
対
者
に
於
て
あ
る
自
己
と
し
て
生
き
る
生
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
絶
対
者
と
い
う
「
永
遠
の
生
命
」（
一
一
・
四
二
二
）
に
於
て
生
き
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

で
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
我
々
が
自
ら
の
意
志
で
絶
対
者
に
「
背
く
」
場
合
は
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
は
自
己
の
底
の
絶
対
者
を
知
り
な
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が
ら
、な
お
自
ら
の
意
志
で
神
か
ら
自
己
を
切
り
離
す
決
断
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
我
々
は
救
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

西
田
は
こ
の「
背
く
」場
合
に
つ
い
て
、二
つ
の
方
向
性
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
」（
一
一
・
四
三
六
）

方
向
と
「
仏
教
的
な
」（
一
一
・
四
三
六
）
方
向
の
二
種
で
あ
る
。
前
者
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
方
向
と
は
、西
田
に
よ
れ
ば
「
外
に
空
間
的
に
、

即
ち
所
謂
客
観
的
方
向
に
」（
一
一
・
四
三
五
）ど
こ
ま
で
も
自
己
を
越
え
て
絶
対
者
に
対
す
る
方
向
で
あ
り
、後
者
の
仏
教
的
な
方
向
と
は
、

「
内
に
」（
一
一
・
四
三
四
）（
時
間
的
に
、
即
ち
主
観
的
方
向
に
）
自
己
を
越
え
て
絶
対
者
に
対
す
る
方
向
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
西
田

に
よ
れ
ば
、前
者
に
お
い
て
、「
我
々
の
自
己
は
絶
対
的
命
令
に
接
し
、我
々
は
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
否
定
し
て
之
に
従
う
の
外
は
な
」

（
一
一
・
四
三
五
）く
、ま
た「
之
に
背
く
も
の
は
永
遠
の
火
に
投
ぜ
ら
れ
る
」（
一
一
・
四
三
五
）。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
方
向
に
お
い
て
は
、

先
の
神
の
呼
声
と
し
て
の
天
啓
・
啓
示
が
「
命
令
」
と
し
て
我
々
に
聞
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
背
い
た
場
合
我
々
は
救
わ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
反
対
に
後
者
の
方
向
、
仏
教
的
方
向
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

後
者
の
方
向
に
於
て
は
、之
に
反
し
、絶
対
者
は
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
包
む
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
、何
処
ま
で
も
背
く
我
々

の
自
己
を
、
逃
げ
る
我
々
の
自
己
を
、
何
処
ま
で
も
追
い
、
之
を
包
む
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
、
即
ち
無
限
の
慈
悲
で
あ
る
の
で
あ

る
。（
一
一
・
四
三
五
）

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
的
方
向
に
お
い
て
は
、
例
え
我
々
の
自
己
が
絶
対
者
に
背
く
と
い
う
選
択
を
し
た
と
し
て
も
、
絶
対
者
は
何
処
ま
で

も
我
々
を
包
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
引
用
中
で
無
限
の
慈
悲
と
表
現
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
絶
対
者
の
あ
り
方
は
、
別
に
「
絶
対
の
愛
」

（
一
一
・
四
三
五
）
と
も
言
わ
れ
、そ
れ
は
「
悪
魔
的
な
る
も
の
に
ま
で
自
己
自
身
を
否
定
す
る
」（
一
一
・
四
三
五
）
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
西
田
は
絶
対
者
の
あ
り
方
に
二
種
の
方
向
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
抽
象
的
に
単
に
そ
の
一
方
の
立
場
に

の
み
立
つ
も
の
は
、
真
の
宗
教
で
は
な
い
。」（
一
一
・
四
三
六
）
と
も
述
べ
る
。
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
方
向
に
偏
る
こ
と
で
神
が
単
に

君
主
的
超
越
的
に
人
を
「
鞫
く
」（
一
一
・
四
五
八
）
神
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
神
は
あ
く
ま
で
「
愛
の
神
」（
一
一
・
四
三
六
）
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
仏
教
的
方
向
に
偏
る
こ
と
で
我
々
は
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、そ
こ
に
「
当
為
」

（
一
一
・
四
三
六
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
西
田
の
考
え
る
真
の
宗
教
の
あ
り
方
と
は
、「
我
々
の
自
己
が
絶
対
愛
に
包
ま
れ

る
と
云
う
こ
と
か
ら
、
真
に
我
々
の
自
己
の
底
か
ら
当
為
と
云
う
も
の
が
出
て
来
る
」（
一
一
・
四
三
六
）
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
包
む
神
の
愛
を
我
々
が
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
我
々
の
底
か
ら
神
に
従
う
べ

き
だ
と
す
る
当
為
が
出
て
来
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
西
田
の
宗
教
論
に
お
い
て
、
我
々
の
自
己
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
か
ら
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

絶
対
者
の
自
己
否
定
は
「
絶
対
の
愛
」
と
も
呼
ば
れ
、
我
々
の
自
己
、
あ
る
い
は
「
世
界
」（
一
一
・
四
三
六
）
は
そ
の
よ
う
な
神
の
自
己

否
定
的
な
愛
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
西
田
は
「
創
造
」（
一
一
・
四
三
六
）
と
も
表
現
す
る
。
そ
し
て
我
々
の
自
己
が
宗

教
的
信
仰
に
入
る
、
廻
心
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
於
て
我
々
の
自
己
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚

す
る
時
、即
ち「
神
の
創
造
の
事
実
に
接
す
る
」（
一
一
・
四
三
二
）時
に
起
こ
る
。
し
か
し
、そ
の
よ
う
な
創
造
の
事
実
を
被
造
物
た
る
我
々

が
如
何
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
も
や
は
り
絶
対
者
の
自
己
表
現
と
し
て
の
啓
示
、
キ
リ
ス
ト
の
事
実
や

仏
の
名
号
等
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
我
々
を
救
お
う
と
欲
し
、我
々
の
前
に
形
を
も
っ
て
現
れ
て
く
る
絶
対
者
の
意
志
自
体
が
、

「
絶
対
者
の
自
己
限
定
」（
一
一
・
四
五
六
）と
し
て
神
の
愛
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
。入
信
の
た
め
に
は
我
々
の
自
己
の「
自
己
否
定
的
努
力
」

（
一
一
・
四
一
一
）
が
必
要
で
あ
る
と
は
言
い
つ
つ
も
、
我
々
が
そ
の
よ
う
な
自
己
否
定
的
努
力
を
行
お
う
と
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
が
そ

も
そ
も
絶
対
者
の
愛
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
信
仰
は
恩
寵
で
あ
る
」（
一
一
・
四
二
二
）、
あ
る
い
は
「
念
仏
の
申
さ
る
る
も
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如
来
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」（
一
一
・
四
四
三
）
と
い
う
言
葉
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
西
田
流
の
「
他
力
」（
一
一
・
四
一
一
）
の

立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
今
少
し
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。「
絶
対
は
、
自
己
の
中
に
、
絶
対
的
自
己
否

定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
一
一
・
三
九
七
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
は
、
絶
対
者
が
自
己
の
中0

に0

絶
対
の
自
己
否
定
を
含
む
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、そ
の
よ
う
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
た
め
に
は
、絶
対
者
自
身
が「
絶

対
の
無
」（
一
一
・
三
九
七
）
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
絶
対
に
と
っ
て
「
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
に
反
す

る
も
の
」（
一
一
・
四
三
五
）
と
も
表
現
さ
れ
る
我
々
の
自
己
は
、
絶
対
者
を
何
処
ま
で
も
否
定
す
る
存
在
で
あ
る
。
絶
対
者
は
こ
の
よ
う

に
自
己
を
否
定
す
る
存
在
を
も
「
包
む
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
絶
対
の
愛
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
時
、
絶
対
者
自
身
が
自
己
自
身
を

否
定
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
否
定
態
と
し
て
の
相
対
者
を
何
処
ま
で
も
「
外
に
」
見
て
い
た
と
し
た
ら
、
絶
対
に
と
っ
て
自
己
の
中
に

包
み
き
れ
な
い
も
の
が
出
て
来
る
こ
と
に
な
り
、
絶
対
は
そ
の
絶
対
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
絶
対
は
何
処
ま
で

も
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
絶
対
性
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
何
処

ま
で
も
絶
対
者
に
背
き
続
け
る
存
在
の
お
か
げ
で
絶
対
は
絶
対
た
り
え
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
故
に
「
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生

あ
っ
て
仏
が
あ
る
」（
一
一
・
三
九
八
）
と
言
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
絶
対
者
が
我
々
の
自
己
を
「
包
む
」
と
い
う
表
現
は
、
幾
分
抽
象
的
な
言
い
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
中
期
西
田
哲
学
、
特
に

『
無
の
自
覚
的
限
定
』
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
絶
対
の
愛
、「
ア
ガ
ペ
」（
六
・
四
二
一
）
と
は
、
何
処
ま
で
も
「
自
己
拡
大
」（
六
・

四
二
四
）
に
よ
っ
て
他
者
を
自
己
と
み
な
す
愛
の
あ
り
方
と
は
逆
に
、
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
を
「
一
人
格
と
し
て
認
め

る
」（
六
・
二
七
七
）
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
包
む
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
、
絶
対
者
が
何
処
ま
で
も
自
己
に
反
す
る

者
を
自
己
拡
大
に
よ
っ
て
自
己
と
み
な
す
こ
と
で
は
な
く
、
絶
対
者
が
自
己
を
否
定
し
、
何
処
ま
で
も
自
己
に
背
く
者
を
背
く
者
の
ま
ま
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で
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
一
々
の
意
志
的
自
己
、
個
は
「
人
格
的
自
己
」

（
一
一
・
四
三
五
）
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
中
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
「
私
」（
六
・
三
七
一
）
や
「
汝
」（
六
・
三
七
一
）
と
呼
ば

れ
る
。
従
っ
て
「
包
む
」
と
い
う
事
態
は
、
そ
の
よ
う
な
か
け
が
え
の
な
い
一
々
の
人
格
、「
私
」
や
「
汝
」
の
成
立
で
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
い
う
事
態
は
、
先
に
み
た
神
の
啓
示
や
仏
の
名
号
、
即
ち
「
絶
対
者
の
呼
声
」
の
よ

う
に
、
絶
対
者
が
我
々
の
前
に
形
あ
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
現
し
て
く
る
と
い
う
事
態
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

仏
は
自
ら
悪
魔
に
も
堕
し
て
人
を
救
う
と
云
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
で
も
、
受
肉
と
云
う
こ
と
に
は
、
か
か
る
神
の
自
己
否

定
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
的
に
は
、
此
の
世
界
は
仏
の
悲
願
の
世
界
、
方
便
の
世
界
と
云
う
こ
と
が
で

き
る
。
仏
は
種
々
な
る
形
に
現
じ
て
、
人
を
救
う
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。（
一
一
・
四
三
六
）

　

こ
の
よ
う
に
、絶
対
者
は
絶
対
の
無
と
し
て
我
々
を
何
処
ま
で
も
包
む
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、様
々
な
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
我
々
を
救
う
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
や
世
界
と
い
う
被
造
物
も
ま
た
、
絶
対
無
た
る
神
が
自
己
を
絶
対
否
定
す
る
こ
と

で
、
形
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
自
ら
を
現
し
た
も
の
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
絶
対
者
が
自
己
の
否
定
態
と
し
て
の
相
対
者

に
対
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
絶
対
者
が
そ
こ
に
自
己
自
身
を
見
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
絶
対

者
は
「
悪
魔
的
な
る
も
の
に
於
て
も
、
自
己
自
身
を
見
る
」（
一
一
・
四
三
五
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
た
よ
う
に
、我
々
が
絶
対
者
に
従
っ
た
場
合
は
勿
論
、我
々
が
絶
対
者
に
背
い
た
場
合
に
も
、我
々
の
自
己
は
い
ず
れ
に
せ
よ「
絶

対
者
に
於
て
あ
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
切
っ
て
も
切
れ
な
い
宗
教
的
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
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う
な
自
己
の
底
の
絶
対
者
と
の
関
係
を
自
覚
し
た
時
、
我
々
の
宗
教
的
生
活
は
始
ま
り
、
我
々
は
宗
教
的
意
識
に
お
い
て
生
き
る
も
の
と

な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
我
々
の
自
己
・
生
命
は
「
転
換
」（
一
一
・
四
二
五
）
さ
れ
、
我
々
は
自
己
の
在
処
に
迷
っ
て
い
た
か
つ
て
の
状
態

か
ら
「
安
住
の
地
を
見
出
す
」（
一
一
・
四
一
九
）、
即
ち
「
救
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
関
係
を
自
覚
し
て
生
き
る
我
々
の
自
己
の
立
場
こ
そ
、
西
田
の
言
う
「
平
常
底
」
の
立
場
で
あ
る
。
以

下
で
は
こ
の
平
常
底
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

我
々
の
自
己
が
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
底
に
、
個
の
突
端
に
於
て
、
自
己
自
身
を
超
え
て
絶
対
的
一
者
に
応
ず
る
と
云
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
我
々
の
自
己
が
す
べ
て
を
超
越
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
の
、
此
の
歴
史
的
世
界
を
超
越

す
る
こ
と
で
あ
る
、
過
去
未
来
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
絶
対
自
由
で
あ
る
。（
一
一
・
四
四
九
）

　

先
に
見
た
通
り
、
我
々
が
意
志
の
突
端
に
お
い
て
絶
対
者
に
出
会
う
時
、
そ
れ
は
今
、
こ
の
私
と
い
う
一
点
で
の
出
会
い
な
の
で
あ
っ

た
。
我
々
の
自
己
が
こ
の
「
今
」
と
い
う
瞬
間
の
一
点
に
徹
し
、
し
か
も
そ
の
結
果
「
自
己
自
身
を
超
え
る
」
時
、
即
ち
自
己
や
無
限
の

過
去
と
未
来
、
歴
史
的
世
界
の
創
造
主
で
あ
る
絶
対
現
在
＝
絶
対
者
に
帰
す
る
時
、
そ
れ
は
無
限
の
過
去
と
未
来
、
あ
る
い
は
歴
史
的
世

界
を
超
え
、「
時
間
空
間
を
超
越
」（
一
一
・
四
二
二
）
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

宗
教
的
立
場
と
云
う
の
は
、
唯
、
右
の
如
き
歴
史
的
世
界
の
永
遠
の
過
去
と
未
来
と
、
即
ち
人
間
の
始
と
終
と
の
結
合
の
立
場
、
最

深
に
し
て
最
浅
、
最
遠
に
し
て
最
近
、
最
大
に
し
て
最
小
の
立
場
、
即
ち
私
の
所
謂
平
常
底
の
立
場
に
徹
底
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
。

宗
教
心
と
は
、
何
処
ま
で
も
人
間
が
人
間
成
立
の
立
場
を
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
一
一
・
四
五
三
–
四
五
四
）
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我
々
の
自
己
が
自
己
の
底
の
絶
対
者
に
応
じ
る
時
、
我
々
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
我
々
の
自
己
、
お
よ
び
こ
の
歴
史
的
世
界

が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
遭
遇
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
こ
で
我
々
の
自
己
は
否
定
さ
れ
る
、
即
ち
永
遠
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
我
々
は
自
己
お
よ
び
世
界
の
成
立
と
死
、
即
ち
生
成
と
消
滅
の
瞬
間
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
が
「
何

処
ま
で
も
人
間
が
人
間
成
立
の
立
場
を
失
わ
な
い
」
こ
と
で
も
あ
る
。
我
々
の
自
己
お
よ
び
世
界
は
、
こ
の
よ
う
に
絶
対
者
に
お
い
て
一

瞬
一
瞬
不
断
に
更
新
さ
れ
創
造
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
宗
教
的
立
場
に
徹
す
る
と
は
我
々
が
常
に
そ
の
よ
う
な
創
造
の
事
実
に
立

ち
返
り
続
け
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
我
々
お
よ
び
世
界
の
生
成
と
消
滅
と
い
う
、
我
々
の
生
命
に
最
も
基
本
的
な
立
場
で
あ

る
と
い
う
点
で
「
最
浅
」、「
最
近
」、「
最
小
」
の
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
我
々
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
無

限
の
過
去
も
未
来
も
、
ま
さ
に
一
切
が
そ
こ
か
ら
成
立
し
て
そ
こ
に
消
え
て
い
く
と
い
う
点
で
「
最
深
」、「
最
遠
」、「
最
大
」
の
立
場
で

も
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
立
場
が
成
立
す
る
以
前
の
立
場
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
立
場
が
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
と

い
う
立
場
で
も
あ
る
。「
そ
こ
に
は
、
す
べ
て
の
立
場
が
否
定
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
こ
か
ら
、
す
べ
て
の
立
場
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
、

立
場
な
き
立
場
で
あ
る
」（
一
一
・
五
四
五
）
と
も
言
わ
れ
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
立
場
に
徹
す
る
時
、
我
々
の
自
己
自
身
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
な
る
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
救
わ
れ
た
」

我
々
の
自
己
と
は
ど
の
よ
う
な
自
己
で
あ
る
か
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
平
常
底
と
は
「
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
に
個
物
的
多
と
し
て
成

立
す
る
我
々
自
己
の
、
自
己
否
定
即
肯
定
的
に
、
自
己
転
換
の
自
在
的
立
場
」（
一
一
・
四
五
一
）
で
あ
る
と
い
う
。
先
程
、
平
常
底
の
立

場
に
お
い
て
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
立
場
を
超
え
る
、
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
一
切
の
立
場
を
超
え
る
と
同
時
に
自
由

に
ど
の
よ
う
な
立
場
も
と
っ
て
い
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
我
々
の
歴
史
的
意
識
と
云
う
の
は
、
何
時
も
か

か
る
立
場
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
現
在
的
意
識
で
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
は
、
そ
の
立
場
に
於
て
、
無
限
に
過

去
の
過
去
を
考
え
得
る
と
共
に
、
無
限
に
未
来
の
未
来
ま
で
を
考
え
得
る
の
で
あ
る
」（
一
一
・
四
五
二
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
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お
い
て
我
々
は
無
限
の
過
去
や
未
来
、
即
ち
歴
史
を
超
え
る
と
同
時
に
、
自
由
に
過
去
や
未
来
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
平
常
底
の
立
場
に
お
い
て
「
自
己
の
底
に
自
己
を
限
定
す
る
何
物
も

な
い
」（
一
一
・
四
四
九
）
と
い
う
事
実
、
即
ち
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
「
何
処
ま
で
も
無
基
底
的
」（
一
一
・
四
四
九
）
で
あ
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
も
し
も
、
自
己
の
底
の
絶
対
者
が
単
な
る
絶
対
有
と
し
て
我
々
の
自
己
を
限
定
す
る
も
の
、
我
々
の
自
己
を
強
制
的
に
従
わ

せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
自
己
の
底
に
自
己
を
限
定
す
る
何
物
も
な
い
」等
と
は
言
え
な
い
。そ
れ
は
絶
対
の
無
と
し
て
我
々

を
何
処
ま
で
も
包
ん
で
い
る
よ
う
な
絶
対
者
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
絶
対
者
が
何
処
ま
で
も
自
己
に
背
く
存
在
す
ら
も
包

み
、
赦
す
と
い
う
所
に
、
我
々
の
絶
対
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
の
側
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
の
無
に
面
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
失
う
と
同
時
に
、そ
こ
か
ら
自
由
に
自
己
の
立
場
を
選
択
し
て
い
け
る
と
い
う
所
に
「
真
の
自
由
意
志
の
立
場
」

（
一
一
・
四
五
一
）
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
、
我
々
は
「
真
の
自
己
」、「
真
の
個
」
と
な
る
と
も
言
わ
れ
る
。

　

我
々
は
平
常
底
の
立
場
に
お
い
て
絶
対
自
由
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、「
か
か
る
立
場
に
於
て
、
我
々
の
自
己
は
絶
対
現
在
の
自

己
限
定
と
し
て
、
真
に
歴
史
的
世
界
創
造
的
で
あ
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（
一
一
・
四
三
七
、
傍
点
引
用
者
）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
西

田
は
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
自
然
法
爾
、
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
、
禅
に
お
け
る
無
難
禅
師
の
言
葉
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

自
然
法
爾
と
は
、
我
々
の
自
己
が
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
と
し
て
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
働
く
と
云
う
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
云
え
ば
、
神
の
決
断
即
ち
人
間
の
決
断
的
に
、
終
末
論
的
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
無
難
禅
師
は

生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
て
な
り
果
て
て
心
の
ま
ま
に
す
る
業
ぞ
よ
き
と
云
う
。（
一
一
・
四
三
七
）

　

我
々
の
自
己
が
平
常
底
の
立
場
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
自
己
が
自
ら
の
決
断
を
も
っ
て
自
己
を
否
定
し
神
の
決
断
に
従
う
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こ
と
で
も
あ
る
。「
自
然
法
爾
」
や
「
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
果
て
る
」
等
と
言
わ
れ
る
時
、
我
々
は
全
く
自
己
の
は
か
ら
い
を
捨
て

て
無
と
な
り
、
絶
対
者
の
意
志
を
我
が
意
志
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
我
々
が
世
界
を
創
造
し
て
ゆ
く
絶
対
者
の
働
き
そ

の
も
の
と
し
て
、
無
限
の
過
去
と
未
来
を
包
含
す
る
「
歴
史
的
意
識
」（
一
一
・
四
五
二
）
の
も
と
で
働
い
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
被
造
物
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
歴
史
的
世
界
の
創
造
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
我
々
の
自
己
は
、「
創
造
せ
ら
れ
て

創
造
す
る
も
の
、
即
ち
作
ら
れ
て
作
る
も
の
」（
一
一
・
四
三
九
）
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

３　

久
松
の
西
田
評
価

　

以
上
見
た
よ
う
に
、
西
田
と
久
松
に
お
け
る
救
済
は
、
共
に
我
々
自
身
が
一
切
の
限
定
を
脱
し
絶
対
自
由
に
な
る
と
い
う
所
、
し
か
も

そ
の
結
果
と
し
て
単
に
歴
史
や
現
実
世
界
を
超
越
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
や
現
実
世
界
の
内0

に
あ
っ
て
、
か
つ
自
由
に
歴
史

を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
所
に
そ
の
終
着
点
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
道
は
両
者

で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
久
松
に
お
い
て
は
我
々
自
身
が
絶
対
二
律
背
反
の
自
覚
＝
絶
対
否
定
を
経
て
、
一
切
の
限
定
を
脱
し
た
無
相

の
自
己
を
覚
す
る
こ
と
、
そ
し
て
二
律
背
反
的
な
在
り
方
を
し
て
い
た
自
己
か
ら
主
体
が
転
換
さ
れ
、
無
相
の
自
己
こ
そ
が
私0

で
あ
り
自0

己0

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
初
め
て
、
救
済
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
一
方
西
田
に
お
い
て
は
、
救
わ
れ
る
た
め
に
我
々
の

自
己
の
側
か
ら
の
自
己
否
定
は
必
要
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
絶
対
者
の
側
か
ら
の
絶
対
的
自
己
否
定
に
よ
っ
て
我
々
が
包
ま
れ

0

0

0

る0

と
い
う
所
に
救
済
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
対
象
的
に
考
え
ら
れ
た
自
己
か
ら
絶
対
者
に
於
て
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

真
の
自
己
へ
の
転

換
が
あ
り
、
自
己
の
根
柢
が
絶
対
無
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
よ
っ
て
我
々
は
一
切
の
限
定
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

　

西
田
と
久
松
の
立
場
の
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
自
己
と
区
別
さ
れ
た
絶
対
者
を
認
め
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
起
因
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す
る
と
言
え
る
。
ま
た
そ
れ
と
関
連
し
て
、西
田
は
宗
教
を
語
る
上
で
殊
に
意
志
の
問
題
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
、具
体
的
に
は
、我
々

の
自
己
の
意
志
と
絶
対
者
の
意
志
と
の
対
立
関
係
と
し
て
宗
教
の
問
題
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
相
違
点
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
以
上
二
つ
の
相
違
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
章
で
は
両
者
の
比
較
と
考
察
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
久
松
自
身
が
西
田

哲
学
に
つ
い
て
語
っ
た
講
演
の
内
容
を
確
認
し
た
い
。

　

久
松
は
昭
和
二
二
年
に
行
っ
た
西
田
哲
学
に
関
す
る
講
演
（
著
作
集
で
は
「
西
田
哲
学
と
禅
」
と
題
し
て
収
録
）
に
お
い
て
、「
西
田

哲
学
に
お
き
ま
し
て
禅
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
」（
八
・
一
五
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
自
ら
の
考
え
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
久
松
は
初
め
に
「
西
田
哲
学
に
お
き
ま
し
て
は
、
禅
と
い
う
も
の
は
、
対
象
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
し

て
、
先
生
の
哲
学
の
中
に
主
体
的
に
働
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
八
・
一
五
、
傍
点
引
用
者
）
と
の
考
え
を
述
べ
た
上
で
、
特
に
明

治
三
十
年
頃
に
西
田
が
熱
心
に
参
禅
を
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、西
田
の
人
格
そ
の
も
の
が
す
ぐ
れ
て
禅
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
禅
的
な
も
の
が
意
識
せ
ず
と
も
西
田
の
書
や
日
常
の
趣
味
、
そ
し
て
哲
学
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
西
田
哲
学
の
内
容
自
体
に
関
し
て
は
、「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
か
ら
の
引
用
を
多
用
し
、
特
に
「
絶
対
無
」

と
い
う
概
念
を
中
心
に
自
ら
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
西
田
に
お
け
る
絶
対
無
の
概
念
は
、
特
に
晩
年
の
宗
教
論
に
お
い
て
は
、
本
論
文

の
二
章
で
も
見
た
よ
う
に
、
絶
対
者
が
自
己
自
身
を
否
定
し
絶
対
に
無
限
定
な
も
の
と
し
て
一
切
を
包
む
と
い
う
あ
り
方
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
絶
対
者
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
久
松
も
講
演
中
で
「
絶
対
無
が
、（
西
田
）

先
生
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
神
と
い
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。」（
八
・
四
十
五
、
括
弧
内
引
用
者
）
と
言
っ
て
い
る
。

　

ま
た
特
に
中
期
西
田
哲
学
、主
に
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
や
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
の
時
期
に
お
い
て
は
「
絶
対
無
の
場
所
」（
五
・

一
七
七
）
と
い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
、
こ
れ
は
別
に
「
宗
教
的
意
識
」（
五
・
一
七
七
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
場
所
」
と

し
て
の
宗
教
的
意
識
は
、「
真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、そ
こ
に
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い
」（
五
・
一
八
二
）と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
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そ
こ
に
お
い
て
一
切
が
否
定
さ
れ
る
禅
的
な
境
涯
を
示
す
と
共
に
、
そ
こ
を
根
柢
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
一
般
者
や
世
界
が
成
立
す
る
最
後
の

場
所
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
久
松
は
こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
て
、「
私
は
こ
の
絶
対
無
と
い
う
ふ
う
の
も
の
が
、
ま
た
場
所
と
い
う

こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
」（
八
・
五
〇
）
と
述
べ
る
。

　

久
松
は
こ
の
絶
対
無
に
つ
い
て
、
西
田
晩
年
の
宗
教
論
に
お
け
る
「
絶
対
の
無
に
し
て
有
な
る
が
故
に
、
能
は
ざ
る
所
な
く
、
知
ら
ざ

る
所
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
引
き
、
そ
れ
が
全
く
限
定
を
脱
し
た
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
（
絶
対
無
）
と
同
時
に
、
そ
れ
が
単
な
る
無

で
は
な
く
、
自
ら
働
き
知
り
、
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
有
で
あ
る
（
絶
対
有
）
こ
と
を
説
明
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仏
教
で
法
身
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
や
は
り
こ
の
絶
対
無
に
当
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
、
法
身
は
無
相
で
あ
る
か
ら
一
切

の
相
を
現
ず
る
と
い
う
。
相
が
な
い
、
形
が
な
い
、
つ
ま
り
無
限
定
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
一
切
の
相
を
現
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
っ
て
、
ま
た
す
べ
て
の
限
定
が
起
こ
っ
て
く
る
根
源
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。（
八
・
四
四
–
四
五
）

　

こ
の
よ
う
に
、
久
松
は
西
田
の
言
う
絶
対
無
を
「
相
が
な
い
、
形
が
な
い
、
つ
ま
り
無
限
定
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
一
切
の
相
を
現
ず
る
」

と
い
い
、
自
ら
の
「
無
相
の
自
己
」
概
念
と
重
な
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
ま
た
久
松
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
絶
対
無
が
「
絶
対

行
為
的
主
体
」（
八
・
四
九
）、「
働
き
知
る
も
の
」（
八
・
四
五
）、「
創
造
的
な
主
体
」（
八
・
四
九
）
等
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
行
為
、
認
識
、

創
造
の
「
主
体
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
無
限
定
な
も
の
そ
れ
自
身
が
「
主
体
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
久
松

が
西
田
哲
学
に
お
け
る
絶
対
無
を
、
あ
く
ま
で
自
身
の
「
無
相
の
自
己
」
と
同
様
の
事
柄
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

ま
た
、
久
松
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
無
に
徹
し
た
結
果
、「
矛
盾
と
い
う
も
の
が
解
消
し
て
一
つ
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
差
別

と
い
う
も
の
と
平
等
と
い
う
も
の
、
多
と
一
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
お
い
て
本
当
に
一
つ
に
な
っ
て
く
る
」（
八
・
二
三
）
と
い
う
。
そ
こ
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に
お
い
て
は
、
多
（
差
別
、
個
物
的
多
、
我
々
の
自
己
）
と
一
（
平
等
、
絶
対
的
一
者
）
と
が
「
本
当
に
一
つ
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
こ

の
両
者
の
間
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
も
や
は
り
久
松
自
身
の
立
場
と
重
ね
て
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
久
松
に
お
い
て
は
、「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
を
中
心
と
し
た
西
田
哲
学
、
特
に
そ
の
絶
対
無
の
場
所
と
い
う

考
え
が
も
っ
ぱ
ら
自
ら
の
「
無
相
の
自
己
」
の
立
場
と
重
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
西
田
哲
学
の
用
語
を
用
い

て
久
松
自
身
の
立
場
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
調
子
す
ら
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
本
論
文
二
章
で
見
た
通
り
、
西
田
の
宗
教
論
が
常
に

我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
の
間
の
矛
盾
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
久
松
の
西
田
評
価
が
果
た
し
て
妥

当
で
あ
る
の
か
は
精
査
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
久
松
は
後
期
の
著
作
群
の
中
で
、
徹
底
的
な
キ
リ
ス
ト
教
・
浄
土
真
宗
批
判
を
展
開
し
て

い
る
。
即
ち
そ
れ
ら
の
宗
教
を
我
々
の
自
己
を
超
越
し
た
絶
対
他
者

0

0

を
「
信
ず
る
」（
二
・
四
〇
四
）
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
救
済
が
可
能
と

な
ら
な
い
「
信
の
宗
教
」
と
呼
び
、そ
の
提
示
す
る
救
済
が
自
ら
の
「
覚
の
宗
教
」
に
比
し
て
未
だ
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

久
松
に
よ
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
依
存
し
信
じ
る
他
な
い
超
越
的
他
者
的
な
神
や
仏
と
い
う
も
の
は
、
未
だ
「
真
の
仏
」（
二
・
四
七
）
で

は
な
い
と
い
う
。
何
故
な
ら
私
の
外
に
立
て
ら
れ
る
「
何
か
」（
二
・
九
九
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
そ
こ
に
限
定
さ
れ
た
私

が
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
久
松
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
限
定
さ
れ
た
絶
対
二
律
背
反
的
な
自
己
を
自

己
と
考
え
て
い
る
段
階
で
は
、久
松
の
言
う
無
相
と
い
う
も
の
が「
何
か
他
と
し
て
あ
る
」（
二
・
二
〇
六
）。即
ち
、無
相
と
い
う
も
の
が
我
々

に
対
象
的
に
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
時
、
そ
れ
が
絶
対
他
者
と
し
て
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
例
え
ば
自
己
が
神
の
前
に
無
で
あ
る
と
は
言
わ
れ
て
も
、
未
だ
対
象
化
さ
れ
た
絶
対
者
に
依
存
し
執
着
す
る
私
が

あ
る
と
い
う
点
で
「
無
碍
自
在
」（
二
・
三
三
二
）、
即
ち
絶
対
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
久
松
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
対

象
的
に
立
て
ら
れ
た
神
仏
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
る
救
済
は
、
本
当
の
救
済
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
久
松
の
立
場
に
お
い
て
は
、
他
者
的
な
絶
対
者
と
い
う
も
の
も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
単
に
否
定
さ
れ
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る
の
で
は
な
く
、「
そ
の
絶
対
者
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
他
者
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
全
く
自
者
的
な
も
の
で
あ
る
」（
二
・

二
〇
〇
）
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
自
者
的
な
仏
を
我
々
が
覚
し
た
結
果
、
も
は
や
絶
対

他
者
と
し
て
の
唯
一
の
神
や
阿
弥
陀
仏
に
「
私
が
働
か
さ
れ
て
ゆ
く
」（
二
・
二
〇
〇
）
の
で
は
な
く
、
私
＝
無
相
の
自
己
が
何
処
ま
で
も

絶
対
主
体
と
し
て
「
働
い
て
い
く
」
段
階
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
無
相
の
自
己
」
の
立
場
に
お
い
て
先
の
神
と
人
と
の
絶
対

的
な
隔
絶
は
解
消
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
救
い
手
」
と
「
救
わ
れ
手
」
が
共
に
「
私
」
と
し
て
一
と
な
る
と
言
え
る
。

　

西
田
に
お
い
て
、
確
か
に
絶
対
者
は
単
に
我
々
の
外
に
、
対
象
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
心
霊
上
の
事
実
」

（
一
一
・
三
七
二
）
と
し
て
我
々
に
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
に
お
け
る
絶
対
者
は
、
我
々
の
自
己
の
成
立
の
根
源
で
あ

る
と
は
言
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
「
他
者
性
」
や
「
超
越
性
」
ま
で
も
が
払
拭
さ
れ
て
、
久
松
の
よ
う
に
「
絶
対
自
者
」
と
ま
で
言
え
る

も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
久
松
自
身
が
神
学
者
八
木
誠
一
に
語
っ
た
所
に
よ
れ
ば
、「
覚
は
覚
自
身
を
反
省
し
て
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
な
ら
い
く
ら
他
者
的
な
超
越
者
が
出
て
き
て
も
当
然
で
あ
っ
て
差
し
支
え
な
い
」（

8
）
と
い
う
。
従
っ
て
、

単
に
他
者
的
な
絶
対
者
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
批
判
対
象
と
な
る
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
久
松

か
ら
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
他
者
的
超
越
的
な
絶
対
者
が
真
実
に
し
て
究
極
の
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
誤
り
な
の
で
あ
る
。
反
省
の
立
場
か

ら
考
え
ら
れ
た
も
の
を
実
在
と
考
え
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
問
題
は
、
西
田
が
宗
教
論
に
お
い
て
最
終
的
な
宗
教
の
あ
り

方
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
即
ち
、
西
田
に
お
け
る
、
全
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
い
う

最
終
の
立
場
、
絶
対
の
無
に
於
て
あ
る
我
々
の
立
場
、
即
ち
「
平
常
底
」
の
立
場
は
、
久
松
に
お
け
る
無
相
の
自
己
の
立
場
と
事
柄
と
し

て
重
な
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
次
章
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。
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久
松
と
西
田
に
お
け
る
救
済
の
議
論
の
比
較
と
双
方
の
問
題
点
・
意
義

　

西
田
に
お
い
て
も
、
久
松
の
立
場
と
同
様
、
最
終
的
に
個
物
的
多
（
我
々
の
自
己
）
と
絶
対
的
一
者
（
絶
対
者
、
絶
対
無
）
が
完
全
に

一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
絶
対
者
の
他
者
性
や
超
越
性
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
、
絶
対
者
（
絶
対

無
）
こ
そ
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

西
田
に
お
け
る
絶
対
者
は
、
我
々
の
自
己
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
我
々
の
自
己
に
と
っ
て
全
く
関
わ
り
の
な
い
「
他
者
」
で
は

な
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
は
「
父
な
る
神
、
母
な
る
仏
」（
一
一
・
四
〇
七
）
と
も
言
わ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
単
に
我
々
の
外
に
立
て
ら

れ
る
超
越
的
君
主
的
な
絶
対
者
と
い
う
も
の
は
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
文
の
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
我
々
の
自
己
と
絶

対
者
と
は
互
い
に
自
己
の
絶
対
否
定
を
通
じ
て
し
か
、
即
ち
非
連
続
的
に
し
か
繋
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
、
ま
た
個
が
個
で

あ
る
た
め
に
は
自
己
を
超
え
た
絶
対
者
を
必
要
と
し
、
ま
た
反
対
に
絶
対
者
が
絶
対
者
で
あ
る
た
め
に
も
我
々
の
自
己
を
必
要
と
す
る
と

い
う
事
実
、
即
ち
「
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
が
あ
る
」
と
い
う
事
実
は
、
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
が
互
い
に
他
な
る
者

で
あ
り
、
超
越
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
説
明
が
つ
か
な
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
は
絶
対
者
に
対
す
る
こ
と
が
即
ち
我
々
の

自
己
の
死
で
あ
り
、
ま
た
絶
対
者
に
と
っ
て
も
我
々
の
自
己
は
何
処
ま
で
も
自
己
に
背
く
者
、
反
す
る
者
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
お
い

て
両
者
は
、
一
面
で
は
何
処
ま
で
も
互
い
に
相
容
れ
な
い
、
矛
盾
対
立
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

久
松
に
お
い
て
は
、
絶
対
の
無
と
し
て
の
絶
対
者
こ
そ
が
「
私
」
で
あ
り
「
自
己
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
な
立
場
と

し
て
は
こ
の
我
も
な
く
神
も
な
い
と
い
う
宗
教
的
意
識
を
常
に
我
々
が
離
れ
な
い
、
否
む
し
ろ
我
々
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
こ
に
お
い
て
我
々
が
一
切
の
矛
盾
を
脱
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

所
に
久
松
に
お
け
る
救
済
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
西
田
に
お
い
て
自
己
の
底
の
絶
対
無
を
我
々
が
自
覚
し
た
立
場
、
即
ち
平
常
底
の
立
場
は
、「
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的



一
三
五

西
田
幾
多
郎
と
久
松
真
一
に
お
け
る
救
済
の
問
題
〔
小
島
〕

に
個
物
的
多
と
し
て
成
立
す
る
我
々
自
己

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
一
一
・
四
五
一
、
傍
点
引
用
者
）
の
立
場
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
西
田
に
お
い

て
は
、
こ
の
立
場
に
至
っ
て
も
や
は
り
主
体
、
自
己
は
個
物
的
多
と
し
て
の
我
々
の
自
己
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
絶
対
の

無
は
あ
く
ま
で
我
々
の
根
柢
と
し
て
、
我
々
が
そ
こ
に
お
い
て
自
由
に
働
く
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る

0

0

0

0

0

0

0

場
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
主

体
と
な
っ
て
働
き
出
て
行
く
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
我
々
の
一
々
を
し
て
自
由
意
志
を
持
っ
た
主
体
、
唯
一
の
個
で
あ
り
か
け
が
え
の
な
い

私
た
ら
し
め
る
根
柢
と
し
て
あ
る
と
言
え
る
。
本
論
文
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
西
田
に
お
い
て
は
自
己
を
否
定
し
て
自
己
に
反
す
る
者
、

他
な
る
者
を
認
め
、
生
か
し
め
る
こ
と
が
愛
の
形
な
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
絶
対
無
的
な
場
に
お
い
て
、
我
々
は
自
ら
の
意
志
を

も
っ
て
絶
対
者
に
「
背
く
」
こ
と
も
「
従
う
」
こ
と
も
自
由
に
赦
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
我
々
の
一
々
が
意
志
を
持
っ
た
個
と
し
て

成
立
し
、
無
基
底
的
に
自
由
に
働
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

久
松
に
お
い
て
は
、
主
体
と
働
き
と
が
不
二
一
体
と
な
り
そ
の
間
に
矛
盾
が
な
く
な
る
た
め
、
働
き
が
主
体
に
対
し
て
「
背
く
」
あ
る

い
は
「
従
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
無
相
の
自
己
が
現
実
世
界
に
出
て
い
く
た
め
に
、
自
己
否
定
を
す
る
こ
と
も
も

は
や
必
要
な
い
。
そ
こ
に
絶
対
自
由
の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
に
お
い
て
は
、
平
常
底
の
立
場
に
至
っ
た
と
し
て
も
依

然
と
し
て
主
体
は
我
々
の
自
己
に
あ
り
、
そ
こ
に
絶
対
者
と
我
々
の
自
己
と
の
矛
盾
は
残
り
続
け
る
。
西
田
の
場
合
は
、
む
し
ろ
矛
盾
が

残
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
自
己
の
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
。
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
が
何
処
ま
で
も
分
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
我
々
が
絶
対
者
か
ら
独
立
し
た
意
志
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
西
田
に
お
い
て
も
絶
対
無
そ
の
も
の
が
主
体
＝
自
己
に
な
る
、
と
い
う
久
松
の
西
田
理
解
は
、
一
面
で
は
誤
っ
て
い
る
と
言

え
る
。
た
だ
し
、
西
田
も
ま
た
単
に
外
に
考
え
ら
れ
た
絶
対
者
を
最
後
の
も
の
と
せ
ず
、
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
双
方
の
底
に
絶
対
否
定
、

絶
対
無
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
一
切
の
限
定
を
脱
し
自
由
に
こ
の
現
実
世
界
で
働
い
て

い
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
今
・
こ
こ
と
い
う
絶
対
現
在
に
お
い
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、
久
松
の
無
相
の
自
己
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の
立
場
と
重
な
る
救
済
の
形
を
提
示
し
て
い
る
、
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、や
は
り
そ
の
よ
う
な
絶
対
者
、絶
対
無
が
、西
田
の
場
合
は
「
私
」・「
自
己
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、

久
松
の
立
場
か
ら
の
西
田
の
立
場
に
対
す
る
批
判
も
出
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
と
が
何
処
ま
で

も
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
永
遠
に
死
す
べ
き
罪
悪
性
の
立
場
を
何
処
ま
で
も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
本
論
文
一
章
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
無
相
の
自
己
が
「
私
」
と
な
る
こ
と
で
一
切
の
矛
盾
を
脱
し
、
私
自
身
が
も
は

や
生
死
せ
ず
善
や
悪
を
な
さ
な
い
主
体
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
久
松
の
言
う
意
味
で
の
救
済
は
達
成
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば

そ
こ
に
至
り
さ
え
す
れ
ば
一
切
の
二
律
背
反
は
解
消
さ
れ
、「
私
」
は
も
は
や
否
定
に
入
る
必
要
も
な
く
、
死
ぬ
必
要
も
な
い
、
そ
こ
に

一
切
の
絶
対
肯
定
、
絶
対
安
心
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
に
お
け
る
我
々
の
自
己
は
、
宗
教
の
立
場
に
至
っ

た
と
し
て
も
、
否
、
至
る
か
ら
こ
そ
、
何
処
ま
で
も
永
遠
に
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
あ
り
、
不
断
に
自
己
を
否
定
し
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
点
で
、
西
田
の
論
に
お
け
る
救
済
は
、
久
松
的
な
意
味
で
は
不
徹
底
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
逆
に
西
田
の
立
場
か
ら
久
松
の
立
場
に
対
す
る
批
判
点
と
し
て
は
如
何
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は
、
久
松
の
立
場

に
お
い
て
は
、
個
の
絶
対
性
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
久
松
に
お
い
て
は
限
定
さ
れ
た
個
、
我
々
の
自
己
と
い

う
も
の
が
、
単
に
二
律
背
反
的
な
、
相
対
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た（

9
）。
そ
れ
は
単
に
他
者
か
ら
区
別
さ
れ
た
限
定
的
な
自

己
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
脱
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
同
時
に
、
何
処
ま
で
も
一
と
し
て
の
無
相
の
自
己
に
帰
す
べ
き
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
西
田
に
お
い
て
は
、
限
定
さ
れ
た
個
と
い
う
も
の
が
あ
る
種
の
絶
対
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
個
が

か
け
が
え
の
な
い
唯
一
の
個

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
永
遠
に
死
す
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
二
度
と
蘇
ら
な

い
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
即
ち
「
私
」
と
い
う
人
格
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
個
は
自
ら
の
意
志
を
持
つ
も
の
と



一
三
七

西
田
幾
多
郎
と
久
松
真
一
に
お
け
る
救
済
の
問
題
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小
島
〕

し
て
、
何
処
ま
で
も
絶
対
者
に
背
く
可
能
性
す
ら
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
絶
対
に
対
す
る
否
定
態
と
し
て
の
我
々
の
在
り
方
が
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
各
々
の
個
が
各
々
に
意
志
を
持
ち
、
た
っ
た
一
つ
の
か
け
が
え
の
な
い
人
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
事
実

が
久
松
の
救
済
の
立
場
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
違
い
は
、
西
田
が
個
を
そ
れ
自
身
絶
対
者
か
ら
独
立
し
た
実

在
と
考
え
る
の
に
対
し
、
久
松
の
立
場
に
お
い
て
は
個
が
絶
対
的
一
に
帰
さ
な
け
れ
ば
実
在
と
な
ら
な
い
、
帰
さ
な
け
れ
ば
「
本
来
の
も

の
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
所
に
起
因
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
久
松
の
立
場
に
お
け
る
よ
う
な
、
一
切
が
「
自
己
」
と
し
て
無
相
の
自

己
に
帰
す
る
と
い
う
絶
対
者
の
あ
り
方
か
ら
は
、そ
の
よ
う
な
個
の
成
立
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
の
無
に
し
て
自
己
自
身
に「
反

す
る
」
者
す
ら
も
成
立
さ
せ
る
と
い
う
絶
対
者
に
し
て
、
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

久
松
は
、
我
々
が
自
己
の
絶
対
二
律
背
反
を
真
に
主
体
的
に
自
覚
し
た
時
点
で
、
も
は
や
我
々
は
そ
の
よ
う
な
相
対
的
な
在
り
方
に
と

ど
ま
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
と
言
う
。
何
故
な
ら
久
松
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
か
ら
脱
し
た
無
相
の
自
己
こ
そ
が
「
本
来
の
」
自
己
で
あ
り
、

限
定
的
な
自
己
と
は
何
処
ま
で
も
非
本
来
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
苦
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
来
る
絶
望
的
な
存
在
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
に
反
し
、
個
を
そ
れ
自
身
実
在
と
考
え
る
西
田
の
立
場
に
お
い
て
は
、
永
遠
に
死
す
べ
き
も
の
こ
そ
が
救
わ
れ
る
、
即
ち
個
が
個
に
徹

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
真
に
宗
教
が
我
々
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
に
個
が
個
の
ま
ま
で
絶
対
愛
に
包
ま
れ
る
、
絶

対
に
救
わ
れ
得
な
い
者
が
救
わ
れ
得
な
い
者
の
ま
ま
で
救
わ
れ
る
、
と
い
う
絶
対
他
力
的
な
救
済
の
あ
り
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
他
力
的
な
救
済
の
あ
り
方
は
、
久
松
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
真
実
で
は
な
く
、
個
を
主
体
と
す
る
立
場
は
無
相
の
自
己
か
ら

す
れ
ば
「
本
来
で
は
な
い
」
と
も
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
無
相
を
覚
し
て
い
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
自
ら
が
確
か

に
「
こ
の
私
」
と
い
う
一
個
人
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
強
い
実
感
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
伴
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て

西
田
に
お
け
る
救
済
、
そ
の
絶
対
者
の
あ
り
方
に
は
、
こ
の
よ
う
な
我
々
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
そ
の
ま
ま
に
認
め
る
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
私
が
現
に
今
確
か
に
苦
し
み
迷
っ
て
い
る
と
い
う
時
、
そ
の
よ
う
な
私
の
あ
り
方
は
「
本
来
で
は
な
い
」
と
諭
す
の
が
久
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八

松
の
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
反
し
、
そ
の
苦
し
み
迷
う
私
に
対
し
「
終
始
一
言
も
云
わ
」（
一
一
・
四
六
二
）
ず
、
た
だ
黙
し
て

包
み
、
肯
定
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
西
田
に
お
け
る
絶
対
者
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
比
し
た
時
、
現
に
苦
し
ん
で
い
る
こ

の
私
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
後
者
の
方
が
よ
り
「
救
い
」
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
救
済
の
あ
り
方
は
、

確
か
に
久
松
の
よ
う
に
、
も
は
や
如
何
な
る
苦
し
み
に
も
捉
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
根
本
的
な
意
味
で
の
救
済
は
も
た
ら
さ
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
に
今
あ
る
「
こ
の
私
」
の
存
在
が
あ
り
の
ま
ま
に
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
救
済
の
あ
り
方
と
し
て
、

一
つ
の
意
義
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
我
々
が
問
題
に
捉
わ
れ
て
い
る
そ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
西
田
的
な
救
済
の
方
が

求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
西
田
と
久
松
の
宗
教
論
に
お
け
る
救
済
の
問
題
に
つ
い
て
、
双
方
を
比
較
し
つ
つ
考
察
し
た
。
久
松
に
お
け
る
救
済
の
問
題
は
、

ま
ず
我
々
の
現
存
在
の
根
柢
に
考
え
ら
れ
る
絶
対
二
律
背
反
、
相
対
的
な
在
り
方
か
ら
如
何
に
し
て
も
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

所
か
ら
出
立
し
、
我
々
が
そ
こ
か
ら
脱
し
た
絶
対
主
体
、
即
ち
無
相
の
自
己
と
い
う
真
仏
に
目
覚
め
る
所
に
見
出
さ
れ
た
。
そ
こ
に
我
々

は
一
切
の
限
定
を
脱
す
る
と
共
に
、
自
由
に
こ
の
歴
史
的
現
実
の
世
界
で
働
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
西
田
に
お
け
る

宗
教
の
問
題
は
、
我
々
の
自
己
と
絶
対
者
の
間
の
矛
盾
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
自
己
を
越
え
た
も
の
、
自
己
の
否

定
態
と
し
て
あ
る
絶
対
者
が
、
同
時
に
自
己
の
成
立
根
拠
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
り
、
救
済
の
問
題
は
、
我
々
が
こ
の
絶
対
者
に
於

て
自
己
を
有
つ
、
即
ち
自
己
の
底
が
絶
対
の
無
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
自
覚
す
る
所
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

久
松
に
お
い
て
も
西
田
に
お
い
て
も
、
我
々
の
相
対
的
な
在
り
方
そ
の
も
の
が
絶
対
否
定
に
面
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
、
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西
田
幾
多
郎
と
久
松
真
一
に
お
け
る
救
済
の
問
題
〔
小
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〕

ま
た
救
済
が
ま
さ
に
絶
対
現
在
に
お
い
て
行
わ
れ
、
そ
こ
に
我
々
が
一
切
の
限
定
を
脱
し
、
こ
の
現
実
世
界
に
お
い
て
絶
対
自
由
に
働
い

て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
宗
教
的
立
場
の
あ
り
方
が
重
な
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
久
松
に
お
い
て
は
、
絶
対

者
、
絶
対
無
こ
そ
が
「
自
己
」
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
無
的
主
体
と
主
体
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
の
間
の
矛
盾
が
全
く
解
消
さ
れ

る
所
に
救
済
が
あ
る
の
に
対
し
、
西
田
に
お
い
て
は
、
絶
対
者
と
我
々
の
自
己
と
の
矛
盾
が
何
処
ま
で
も
解
消
さ
れ
ず
、
自
己
と
絶
対
者

と
が
何
処
ま
で
も
他
な
る
者
で
あ
る
所
に
こ
そ
救
済
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
西
田
の
論
理
は
一
面
で
絶
対
他
力
的
で

あ
り
、
そ
の
点
で
久
松
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
西
田
の
立
場
に
お

け
る
「
私
」
が
一
面
で
は
永
遠
に
死
す
べ
き
罪
悪
性
の
立
場
を
離
れ
て
は
い
な
い
故
に
、
久
松
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
真
の
絶
対
安
心
、
真

の
救
済
の
立
場
に
は
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
西
田
の
立
場
か
ら
久
松
の
立
場
に
対
す
る
批
判
点
と
し
て
は
、
無

相
の
自
己
に
お
い
て
個
の
絶
対
性
が
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
我
々
が
か
け
が
え
の
な
い
こ
の
私
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
に

生
き
る
時
、
こ
の
私
が
こ
の
私
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
形
で
の
救
い
が
、
久
松
の
提
示
す
る
救
済
に
比
し
て
な
お
必
要
と
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
西
田
的
な
救
済
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

本
論
文
三
章
参
照
。

（
2
） 

久
松
と
西
田
の
哲
学
、
思
想
を
比
較
検
討
し
た
も
の
と
し
て

は
、
海
辺
忠
次
「
久
松
真
一
博
士
の
立
場
と
晩
年
の
西
田
哲
学
」（『
久

松
真
一
の
宗
教
と
思
想
』
所
収
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
八
三
）
や

同
じ
く
海
部
忠
次
「
久
松
真
一
の
哲
学
・
宗
教
と
西
田
哲
学
に
つ
い

て
」（
久
松
真
一
『
増
補　

久
松
真
一
著
作
集　

別
巻
』
所
収
、
法
蔵

館
、
一
九
九
六
）
の
他
、
美
濃
部
仁
「
東
洋
的
無
と
純
粋
経
験
―
久
松

真
一
と
西
田
幾
多
郎
―
」（『
日
本
の
哲
学
』
第
五
号
所
収
、
昭
和
堂
、
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四
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二
〇
〇
四
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
海
部
の
二
つ
の
論
文
は
西
田
晩
年
の
宗

教
論
と
久
松
の
立
場
に
お
け
る
多
と
一
と
の
関
係
を
比
較
し
た
も
の
で

あ
り
、
前
者
が
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
と
し
て
の
相
対
個
多
の
立
場

が
積
極
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
一
の
方
向
に
徹
底

し
て
い
る
も
の
の
、
多
の
立
場
に
つ
い
て
は
「
虚
仮
と
し
て
否
定
あ

る
い
は
無
視
さ
れ
て
い
る
」（
海
部
前
掲
論
文
、
一
〇
八
頁
）
と
し
て
、

久
松
の
立
場
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
た
も
の
。
ま
た
美
濃
部
の
論
文
は

西
田
前
期
に
お
け
る
純
粋
経
験
の
立
場
と
久
松
前
期
に
お
け
る
東
洋
的

無
の
立
場
の
比
較
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
） 

久
松
真
一
著
作
集
第
一
巻
所
収
の
論
文
「
宗
教
的
作
用
」
に
お

い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
カ
ン
ト
が
当
為
を
た
だ
道
徳
の
原
理
の
み
と
考
え

る
の
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
当
為
を
価
値
生
活
一
般
（
＝

道
徳
、
芸
術
、
学
問
の
全
般
）
の
原
理
と
し
た
こ
と
に
言
及
し
、
後
者

を
よ
り
評
価
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
久
松
の
見
解
は
、
カ

ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
4
） 

久
松
真
一
か
ら
の
引
用
は
、『
久
松
真
一
著
作
集
』（
全
八
巻
、

理
想
社
、一
九
六
九
–
一
九
八
〇
）
に
よ
る
。
本
著
作
集
か
ら
の
引
用
、

参
照
箇
所
は
、
巻
数
と
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。
な
お
、
旧
漢
字
は
現

代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

（
5
） 

本
論
文
三
章
参
照
。

（
6
） 

西
田
幾
多
郎
か
ら
の
引
用
は
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
全
十
九
巻
、

岩
波
書
店
、一
九
七
八
–
一
九
八
〇
）
に
よ
る
。
本
全
集
か
ら
の
引
用
、

参
照
箇
所
は
、
巻
数
と
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。
な
お
、
旧
漢
字
は
現

代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

（
7
） 

こ
の
よ
う
に
、
西
田
は
他
力
的
宗
教
に
お
け
る
入
信
・
廻
心
と

い
う
こ
と
と
、
禅
に
お
け
る
見
、
見
性
と
い
う
こ
と
を
、
共
に
「
自
己

の
転
換
」
と
し
て
同
一
視
す
る
。
大
峯
顕
は
こ
の
西
田
の
論
理
に
お
い

て
、
特
に
浄
土
真
宗
の
信
心
と
禅
の
見
性
と
の
相
違
が
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
点
を
批
判
し
て
い
る
。「
見
性
と
し
て
の
自
己
の
転
換

と
は
、
自
己
自
身
の
内
に
本
来
与
え
ら
れ
て
い
た
光
（
仏
性
）
が
自
己

を
照
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
転
換
は
、

闇
か
ら
光
へ
の
転
換

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
、﹇
中

略
﹈
信
心
と
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
光
が
自
己
自
身
の
内
の
ど
こ
に

も
な
い
と
い
う
絶
望
の
自
己
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
自
己
は
、

罪
悪
の
本
源
を
徹
見
す
る
と
い
う
よ
う
な
力
を
す
こ
し
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
。﹇
中
略
﹈
信
心
に
与
え
ら
れ
る
光
と
は
、
単
に
闇
を
消
す

光
で
は
な
く
、闇
を
闇
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
光
で
あ
る
」（
大
峯
顕「
逆

対
応
と
名
号
」、上
田
閑
照
編『
西
田
哲
学　

没
後
五
十
年
記
念
論
文
集
』

所
収
、
創
文
社
、
一
九
九
四
、四
三
六
-
四
三
七
頁
）。

（
8
） 
八
木
誠
一
『
覚
の
宗
教
』、
春
秋
社
、
一
九
八
〇
、三
頁
。
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西
田
幾
多
郎
と
久
松
真
一
に
お
け
る
救
済
の
問
題
〔
小
島
〕

（
9
） 
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
久
松
に
お
い
て
、
限
定
的
な
自
己
と
は

相
対
的
な
在
り
方
か
ら
ど
こ
ま
で
も
抜
け
出
せ
な
い
存
在
者
で
あ
る
。

久
松
に
お
い
て
は
西
田
に
お
け
る
個
の
よ
う
に
存
在
そ
の
も
の
に
絶
対

性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
相
対
的
な
在
り
方
が
絶
対
的
だ
と
い

う
意
味
で
「
絶
対
二
律
背
反
」
等
の
用
語
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。




