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禅

は
仏
陀

の
大
覚
を
範
と
し
、
日
常
的
自
己
の
う
ち
に
真
実
の
自
己
を
徹
見
し
、
こ
の

「自
覚
的
と
な

っ
た
自
己
」
が
仏
陀
お
よ
び
歴

代

の
祖
師
と
手
を
把

っ
て
共
に
行
き
、
眉
毛
厩
い
結
ん
で
同

一
眼
に
見
、
同

一
耳
に
聞
く
底

の
平
常
活
三
昧
に
遊
戯
す

る
生
活
を
旨
と
す

る
宗
教
で
あ
る
。

敢
え
て
禅
を
宗
教
と
す
る
ゆ
え
ん
は
、
西
田
幾
多
郎
の
塑
に
倣

っ
て
、
し
ば
ら
く
禅
を

「
心
霊
上
の
事
実
」
に
限
定

し
て
お
く
た
め
で

あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
他
よ
り

一
点

の
加
う
る
べ
く
も
減
ず
べ
く
も
な
い

一
個
の
円
満
な
る
明
珠
で
あ
り
、
寄
る
べ
か
ら
ざ
る
鉄
薇
子
で

あ
る
。
西
田
の
い
う

「
こ
こ
か
ら
こ
こ
へ
」
と
い
う
ほ
か
な
き
完
結
的
具
体
的
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
を
体
験
上
か
ら
、
言
詮
不
及
の
端
的

あ
る
い
は
、
不
立
文
学
の
消
息
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
い
い
始
め
る
こ
と
が
、
す
で
に

「
こ
と
ば
」

の
世
界

へ
の
出
で
立
ち
で
あ
る
。
事
実
は
こ
と
ぽ

(反
省
)
を
通

し
て
だ
け
人
に
見
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
説
似

一
物
即
不
中
」
(
『伝
灯
録
』
五
、

南
嶽

の
章
)
と
い
う
こ
と
も

そ
れ
自
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体

す
で
に
説
似
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
説
明
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
同
時

に
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
二
人
以
上

い
る
と
こ
ろ
に

「
こ
と
ば
」
の
な
い
世
界
は
な
い
。
禅
者
は
こ
の
こ
と
を
了
知
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
沈
黙
を
守
ら

な
い
。
む
し
ろ
饒
舌

な
位

い
で
あ
る
。
語
録
の
多
き
を
見
よ
。

し
か
し
、
禅
者
は
、
事
実
の
説
明
に
お
い
て
饒
舌
な
の
で
あ
り
、
概
念
語
を
用
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ゆ
え

に
そ
れ
は

「
論
理
」

の
構
造
を
も
た
な
い
。

概
念
語
は
普
遍
性
を
も
ち
個

々
の
事
実
を

一
挙
に
包
み
込
ん
で
い
る
が
、

個
々
の
事
物
を

指
す

指
示
語

(根
源

語
)
に
よ
る
説
明
は
お
の
つ
か
ら
饒
舌
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

「
与
え
て
之
れ
を
論
ず
れ
ば

一
大
蔵
経

は
皆
な
是

れ
禅

の
所
依

の
経
典

な
り
。

奪

っ
て
之
れ
を
論
ず
れ
ば
禅

に
一
言

の
所
依

の
経
典
も
無
き
な
り
」
(興
禅
護
国
論
)

に
は
文
学
に
対
す
る
禅
者

の
自
由
が
語
ら

れ

て
い
る
。
禅
者
は
文
字
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
文
学

へ
の
自
由
に
立

っ
て
文
学
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

白
隠
和
尚
は

『
毒
語
心
経
』
に

「経
典
」
を
註
釈
し
て
い
う
。

畢
波
羅
窟
裡

(
一
切
経
の
結
集
の
場
所
)、
未
だ
此

の
経
を
結
集
せ
ず
。

童
寿

(訳
僧
ク
マ
ー
ラ
ジ
!
バ
)
訳
す

る
に
語
無
し
。

阿
難

さ

や
す

(釈
迦
十
大
弟
子
の

一
、
多
聞
第

一
)
豊

に
聴
く
こ
と
を
得
ん
や
、

北
風
窓
紙

の
隙
、

南
鷹
雪
藍

の
汀
、
山
月
苦
え
て
痩
る
が
如
く
、

お
ち

た
と

寒
雲
凍

っ
て
零
ん
と
欲
す
、
千
仏
縦
い
出
世
す
る
も
、

一
丁

(
一
字
)
を
添
減
せ
ず
。

禅
者
は
現
実

の
世
界
を
経
典

(体
験
的
事
実
の
説
明
)
と
見
な
し
、
こ
れ
を
無
情
説
法
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
文
字
や
こ
と
ば
に
よ
っ

て
文
字
や
こ
と
ば
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ゴ
ス
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
い
え
ば
、
禅

の
文
字

の
世
界
は
事
実
的
世
界
の
説
明

で
あ
り
、
ミ
ュ
ト
ス
の
世
界
で
あ
る
。
詩
が
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
人
を
し
て
沈
黙

の
方
向
に
向
わ
し
め
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

ミ

ユ
ト
ス

(神
話
)

の
饒
舌
は
沈
黙
と
表
裏
し
て
い
る
の
と
同
様

で
あ
る
。
事
実

の
説
明
と
い
う
も
の
は
い
く
ら
な
さ
れ
て
も
事
実
の
事

実
性
に
た
ち
打
ち
で
き
な
い
と
い
う
点
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

西
田
幾
多
郎
は
、
哲
学
者
が
心
霊
上
の
事
実
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
単
な
る
心
理
主
義
や
体
験
主
義
の
立
場
か
ら

一
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転
し

て
論
理

(『働
ら
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
以
後
の
場
所
の
論
理
)

の
世
界

へ
超
え
出
た
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま

で
宗
教
の
中
心
た

る
心
霊
上
の
事
実
の
説
明
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
「
哲
学
者
が

自
己
の
体
系
の
上

に
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
な
い
」

(『場
所
的
論
理
と

宗
教
的
世
界
観
』
と
誠
め
て
い
る
。
哲
学
者
は
宗
教

に
関
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
事
を
説
明
す
べ
き
で
推
理
上
に
構
築
さ
れ
た

「理
」
を
説

明
す

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
説
明
の
過
程
に
お
い
て
理
が
事
を
凌
駕
し
、
さ
ら
に
か
か
る
理
が
宗
教
的

権
威
を
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
が
宗
教
の
捏
造
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
田
は
ま
た
、
「
色
が
色
と
し
て
眼
に
現
れ
る
如
く
、

音
が

音
と

し
て
耳
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
単
に
知
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
単
に
知
的
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
神
で
は
な
い
。

…
…
カ
ン
ト
は
、
唯
道
徳
的
意
識
の
上
か
ら
宗
教
を
見
て
居
た
と
思
う
。
霊
魂
不
滅
と
か
、
神
の
存
在
と
か
言

っ
て
も
、
唯
、
道
徳
意
識

の
要
請
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
…
…
私
は
、
カ
ソ
ト
に
於
い
て
、
宗
教
的
に
意
識
そ
の
も
の
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン

ト
は
さ
う
い
ふ
も
の
を
意
識
し
て
い
た
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
単
な
る
理
性

三
〇
。。。。o
<
o噌巨

昌
津

の
中
に
は
、

宗
教

は
入

っ
て
来
な
い

の
で
あ
る
。
宗
教

の
論
ず
る
も

の
は
、
少
く
も
自
己
の
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
宗
教
的
意
識
を
有

つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
ら

ざ
れ
ば
、
自
分
で
は
宗
教
を
論
じ
て
居
る
積
り
で
い
て
も
、

実
は
他
の
も
の
を
論
じ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
」
(「
前
掲
論
文
」
全
集

十

一
巻
、
三
七
ニ
ー
三
頁
所
収
)
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
禅

は
最
も
純
粋
に

「
霊
性
的
自
覚
」
(鈴
木
大
拙
)

の
宗
教
で
あ
り
、

「
殺
仏
殺
祖
の
覚
存
」
(
久
松
真

一
)

の
宗

教
で
あ
る
。
い
か
な
る
意
味

に
お
い
て
も
覚
体
験

の
事
実

に
先
立

つ
も

の
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
事
実
が
論
理
的
に
説
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

 

筆
者
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
対
論
に
於
い
て
中
心
的
な
論
点
と
な
る

「超
越
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
禅
の
個
別
の
立
場
を
唱
え
よ
う
し

て
、
既
に
四
つ
の
論
文
を
書
い
た
。

一
つ
は
、

「禅

の
論
理
」
(『
理
想
』
五
四
三
号
、

特
集

禅

の
世
界

所
収
)
と
題
す
る
も
の
で
、
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そ
こ
で
は
、
禅
体
験
の
論
理
化
の
惹
起
す
る
危
険
性

の
問
題
、
す
な
わ
ち
論
理
が
体
験
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
、
あ
た
か
も
禅

の

「論

理
」
を
体
験
的
に
実
証
す
る
こ
と
が
禅
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、

い
わ
ば

「論
理

の
体
験
」
と
い
う
べ
き
よ
う
な
顛
倒

に
堕
ち
入
り
易
い
こ

と
を
述
べ
、
か
か
る
顛
倒
の

一
例
と
し
て
、
秋
月
龍
珊
氏

の
論
文

「禅
者

の
神
証
言
」
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
秋
月
氏
は
口
答
で

筆
者
に
感
想
を
述
べ
ら
れ
た
が
、
論
文
と
し
て
の
反
論
は
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
。
秋
月
氏
に
す
れ
ば
、
筆
者
の
発
言
は
、
未
だ
に
体
験

的

・
心
理
的

レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
ま
だ
禅
思
想
と
い
う
論
理
の
場
に
出
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
論
理

の
場
そ
の
も
の
に
も

立
た
な
い
で
は
議
論
も
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
氏
自
身
も
、
論
理

の
中
心
た
る
本
覚
と
始
覚
の
不
可
逆
性
の
問
題
を
論
じ

る
際
に
、
「禅
者
に
は
不
可
逆

の
自
覚
な
ど
皆
無
に
近
い
」
(「
神
は
ど
こ
で
見
出
さ
れ
る
か
」
三

一
書
房
、
二
九
九
頁
)
と
い
い
、
「本
来

絶
対
に
逆
に
す
べ
か
ら
ざ
る

『超
個
』
と

『
個
』

の
間
の

"
不
可
逆
"
な
る
秩
序
を
見
失
う
と
こ
ろ
に
、
現
実
の
禅

者
の
陥
る
す
べ
て
の

誤
り
と
あ
ら
ゆ
る
禅
の
頽
落
態
の
源
泉
が
あ
る
」

(同
書
三
〇
〇
頁
)
と
決
め
つ
け
て
い
る
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
秋
月
氏
の
主
観
で
あ

り

「禅

の
思
想
家
た
ら
ん
と
す
る
者
に
と

っ
て
、
宗
教
者
と
し
て
の
み
ず
か
ら
の
心
理
に
流
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
禁
物
で
あ
り
、
何
よ

り
も
事
柄

の
事
実
自
体
を
厳
密
に
論
理
的
に
見
究
め
る
こ
と
に
努
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
」

(三
〇
〇
頁
)

と
禅
思
想
家
を
も

っ
て
自
認
す
る

氏

に
し
て
は
、
矛
盾
し
た
主
張
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
秋
月
氏

に
は
な
お
禅
者
と
い
う

一
面
が
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
面

で
は
氏
は
筆
者

の
立
場
に
対
し
て

一
応
の
理
解
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者

の
論
文

「禅
の
論
理
」

に
対
し
て
竹
村
牧
男
氏
が

『理
想
』
五
四
六
号
に
於
い
て

「禅

の
論
理
と
不
可
逆
を
め
ぐ

っ
て
i
西
村
恵
信
氏

の
秋
月
批
判
に
つ
い
て
」

と
題
す
る
反
批
判
論
文
を

公
表
さ
れ
た
。
竹
村
氏
は
綿
密
な
論
法
で
三
点
に
亘

っ
て

(と
い
う
こ
と
は
筆
者

の
論
旨

の
す
べ
て
を
)
批
判
さ
れ

た
の
で
大
い
に
教
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
が
、
全
篇
反
論
の
た
め
の
反
論
で
あ
り
、
筆
者
が
伝
え
た
い
と
す
る
内
容

(禅

の
立
場
)

に
つ
い
て
理
解
↓
よ

う
と
す
る
姿
勢
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

「禅
の
論
理
」
の
三
ケ
月
後
、
筆
者
は

「覚
と
超
越
」
と
題
す
る
論
文
を
『
禅
学
研
究
』
五
九
号
に
発
表
し
た
。
こ
の
論
文
で
は
禅
に
於
い
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て

「
超
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
『
碧
厳
録
』
七
十
七
則

「
雲
門
醐
餅
」
を
例
に
あ
げ
て
考
え
て
み
た
。

更

に
、
禅

に
お
け
る
超
越
と
い
う
立
場
か
ら
、
久
松
禅
学
の
中
核
た
る

「覚
」

の
思
想
に
つ
い
て
考
え
、
本
来

「覚

す
る
」
と
い
う
認

識
上

の
事
柄
で
あ
る
は
つ

の
も
の
が
、
久
松
禅
で
は
ど
う
か
す
る
と

「覚
」
と
い
う
存
在
論
的
、
実
体
論
的
な
も
の
へ
と
変
質
す
る
危
険

を
孕
ん
で
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
久
松
禅
学
に
於
い
て
は
本
来

「
覚
の
哲
学
」
(覚
体
験
の
哲
学
的
説
明
)
で
あ

っ
た
も
の
が
、

や
が
て

「
覚

の
宗
教
」
(阿
部
正
雄
氏
の
用
語
)
と
な
り
、
「
覚
」
が
超
越
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
し
た
。
久
松
禅
学
を

説
明
す
る
阿
部
正
雄
氏
が

「有
的
自
己
が
有
的
自
己
の
ま
ま
で
は
如
何
に
す
る
も
脱
自
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

…
…
脱
自
と
は
、

元

来
、
脱
自
的
自
己
の
現
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
も
し
有
的
自
己
が
脱
自
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
的
自
己
に
よ

っ
て
で
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
く
、
実
は
脱
自
的
自
己
そ
の
も
の
の
現
成
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
本
来

『無
』
と
は
脱
自
的
自
己
が
自
律
的
に
現
成
す

る
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
が
本
来

『覚
す
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(『
理
想
』
四
二
四
号
所
収

「
久
松
真

一
先
生
の
覚
の

哲
学
」
参
照
)
と
い
わ
れ
る
と
き
、
有
的
自
己

(あ
る
い
は
生
死
的
自
己
)
と
は
別
に
脱
自
的
自
己

(あ
る
い
は
滅
度
的
自
己
)
が
あ
る

か
の
ご
と
き
印
象
を
う
け
、
他
律
ー
自
律
関
係
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
禅
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
大
き
な

問
題
を
も

つ
と
思

っ
た
の
で
、
そ
の
点
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

ま

た
、

久
松
氏
の
公
案
禅
批
判
す
な
わ
ち
、
従
来
の
公
案
禅

は
単

に

「事
三
昧
」

(個
三
昧
)
に
堕
ち
て
い
る
の
で

あ
り
、

理
三
昧

(王
三
昧
〉
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
批
判

に
対
し
て
、
事
三
昧
を
理
三
昧
の
は
た
ら
き
と
見
る
の
は
理
三
昧
を
実
体
視

(超
越
視
)
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
久
松
氏
に
よ
れ
ば
真
の
無
的
主
体
と
い
う
も
の
は

「
理
三
昧
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う

わ
け

で
あ
る
が
、
果
し
て
、
か
玉
る
無
的
主
体
が
、
戦
時
体
制
と
い
う
場
に
臨
ん
で
真
に
随
処
作
主
の
は
た
ら
き
を
な
し
え
た
の
か
ど
う

か
に

つ
い
て
の
、
市
川
白
弦
氏
の
鋭

い
久
松
禅
学
批
判
に
も
触
れ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
神

の
所
在
を
め
ぐ
る
滝
沢

・
八
木
論
争
の
問
題

点
と
、
そ
れ
に
関
わ

っ
て
神
の
証
言
を
す
る
禅
思
想
家
秋
月
龍
珊
氏
の

「
不
可
逆
」
論
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
さ
き
の
論
文

と
重

な

っ
て
い
る
。
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筆
者
が
超
越

の
問
題
に
関
し
て
書
い
た
第
三
の
論
文

は
、
稲
垣
不
二
磨

・
長
谷
正
当
編

『認
識
と

超
越
』
(北
樹
出
版
、

現
代
思
想
選

書
、
九
八

一
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
論
題
を

「
超
仏
越
祖
の
談
-
禅

に
於
け
る
超
越

の
問
題
」
と
し
た
よ
う
に
、
本
論
で
は
禅
の
立
場

か
ら
見
て
超
越
と
は
何
か
を
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
、
禅

に
於
い
て
普
通

い
わ
れ
る
よ
う
な
超
越

の
概
念
は
な
い
と
い
う
基
本
的
立
場
に
立

っ
て
、
も
し
超
越
と
い
う
べ
き
事
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
知
」

(覚
る
)

の
強
調
で
あ
る
禅
は
、
日
常
的
感
性
か
ら
純
粋
の
感
性

へ
超
え

る

こ
と
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
た
。

次
に
、
先
述

の

「雲
門
醐
餅
」

の
公
案
に
よ

っ
て
、
禅
に
お
い
て
追
求
せ
ら
れ
る
仏
を
超
え
祖
を
越
え
る
底
の
消
息
に
つ
い
て
説
明
を

し
て
お
い
た
。

次
い
で
大
乗
仏
教
の
流
れ
を
汲
む
禅
は
、
小
乗
的
折
空
観

(但
空
)
か
ら
実
践
的

「
体
空
観
」
「
不
但
空
」
へ
超
え

る
旨
を
述
べ
、

深

般
若

(真
の
認
識
)
巨
大
慈
悲
行

(行
為
)

の
図
式
か
ら
、
禅
を
認
識

へ
の
超
越
と
し
て
と
ら
え
て
お
い
た
。

更
に
、

不
立
文
学
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
、

禅
が
用
い
る
こ
と
ば
は
、
「
こ
と
ぽ
の
中
で
こ
と
ば
を
超
え
る
」

こ
と
で
あ
る
点
を
指

摘

し
、
こ
と
ば
を
日
常
的
な
用
具
性
か
ら

「
存
在
の
家
」
と
し
て
の
こ
と
ば
本
来
の
意
味

へ
超
越
せ
し
め
る
点
を
強
調
し
た
。

最
後
に
、
禅

の
究
極
が
、
日
常
性
そ
の
も
の
の
う
ち

へ
の
超
越

(平
常
底
)
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
来
坐
禅

の
本
質

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
述
べ
て
論
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。

「地
獄

へ
の
超
越
ー
自
隠
の
菩
薩
道
」
と
題
し
て
草
し
た
第
四
の
論
文
は
、
『
西
義
雄
博
士
碩
寿
論
集
、

菩
薩
思
想
』
(大
東
出
版
社
、

一
九
八

一
年
)

へ
の
寄
稿
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
で
も
、
禅
者
白
隠

の
生
涯
を

「地
獄

へ
の
超
越
」
と
い
う
視
点

に
於
い
て
論
じ
た
の

で
あ
る
。
幼
少
時

に
地
獄
の
図
を
見
て
無
常
を
感
じ
出
家
し
た
白
隠
が
、
そ
の
辛
参
苦
修
の
果
て
に
徹
見
し
た
も
の
は
何
で
あ

っ
た
か
。

十

八
歳

の
白
隠
は
、
中
国
唐
代
の
禅
者
巌
頭
全
歳
と
も
あ
ろ
う
人
が
末
後
に
は
賊
の
た
め
に
首
を
斬
ら
れ
て
大
叫

一
声
し
、
そ
の
声
が
、



数
里

の
外
に
聞
え
た
と
い
う
の
を
知
り
、
「
現
在
盗
賊
の
難
す
ら
転
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、
何
ぞ
況
ん
や
地
獄
の
業
に
於
い
て
お
や
」
と
嘆
じ

わ
つ
は
つ
は
つ

て
大

い
に
禅
門
に
失
望
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
二
十
四
歳

の
時
、
遠
寺

の
鐘
声
を
聞
い
て
諮
然
大
悟
し

「呵
呵
呵
、
巌
頭
和
尚
は
万
福
現

在
、
巌
頭
和
尚
は
万
福
現
在
」
(や
れ
や
れ
、

巌
頭
和
尚
は
ま
め
息
災
で
あ

っ
た
わ
や
い
)
と
叫
ん
だ
と
い
う
。

し
か
も
晩
年

の
老
白
隠

は
好

ん
で

「
南
無
地
獄
大
菩
薩
」
の

一
行
を
揮
毫
し
た
こ
と
が
今
日
白
隠
遺
墨

の
な
か
に
多
く
見
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
白
隠
が
大
悟
十
八
、

小
悟

そ
の
数
を
知
ら
ず
と
い
う
徹
底

(底
に
通
徹
す
る
)
を
通
じ
て
、

地
獄
か
ら
天
国

へ
で
は
な
く

地
獄
の
中
で

地
獄
を
超
え
た
と
見

る
。

そ
し
て
こ
こ
に
禅
本
来
の
超
越
の
最
も
本
来
的
な
範
例
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
菩
薩
願
行
の
生
活
は
、
日
常
性

の
中
に
お
い

て
、

そ
の
ま
ま
で
い
わ
ゆ
る

「
自
然
外
道
」
を
超
越
す
る
平
常
心
是
道

の
実
践
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ

っ
た
。
白
隠

の
事
歴
を

超
越

の
視
点
で
論
じ
よ
う
と
し
た
の
は
、
先
に
挙
げ
た

「
宗
教
に
於
け
る
超
越

の
問
題
」
が
、
筆
者
の
脳
裡
を
大
き
く
占
め
て
い
た
当
面

の
課
題
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三

3ユ 「事」へ の超越

さ
て
わ
が
国
に
於
け
る
現
代
思
想
家
の

一
人
で
あ
る
滝
沢
克
己
氏
は
、

そ
の
生
前
最
後

の
著
作

『現
代
に
於
け
る
人
間
の
問
題
』
(
三

一
書
房
、

唄
九
八
四
年
五
月
刊
)

の
公
刊
を
見
て

一
ケ
月
余
の
後
、

に
わ
か
に
昇
天
さ
れ
た
。

筆
者
は
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
を
通
じ
て
滝
沢
氏
と
二
年

に
亘
る
親
交
を
も
つ
機
会
に
恵
ま
れ
、
殊
に
筆
者
が
事
の
立
場
を
強
く
主
張

し
た
こ
と
に
深
い
関
心
を
示
さ
れ
、
死
の
二
週
間
前
、
筆
者

へ
の
私
信
に
お
い
て
も
、
「
『百
尺
竿
頭
…
…
』
と
い
う
こ
と
、
哲
学
者

の
く

せ
に
私
も
時
折
使
は
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と

一
度
ゆ

っ
く
り
対
談

の
折
を
得
た
い
も
の
と
存
じ
ま
す
」

と
書

い
て
寄
こ
さ

れ
た
。
筆
者
は
、
そ
の
機
会
が
実
現
さ
れ
る
日
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
が
余
り
に
も
早
く
不
帰

の
人
と
な
ら
れ
た

の
が

か
え
す
が
え
す
も
残
念
で
な
ら
な
い
。

カ
ー
ル
バ
ル
ト
の
弟
子
で
あ

っ
た
滝
沢
氏
は
、
西
田
哲
学
を
通
し
て
バ
ル
ト
の
理
解
を
深
め

る
と
と
も
に
、
バ
ル
ト
を
も
克
服
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

の
接
点

に
近
づ
こ
う
と
生
涯
努
力
を
続
け
ら
れ
た
人
で
あ
る
。



「事」へ の超越32

さ
て
、
滝
沢
氏
は

『
現
代
に
於
け
る
人
間
の
問
題
』
の
最
後
部

(
二
〇
六
頁
以
下
)

に
、

〔付
〕
「
『理
事
無
凝
法
界
』
・
『事
事
無
擬
法

界

』
私
考
」
と
題
す
る

一
文
を
加
え
ら
れ
、
筆
者
に
対
し
て
問
い
を
投
げ

か
け
て
い
る
。
短
文
で
あ
り
、
氏
が
投
げ

か
け
ら
れ
た
禅
学

へ

の
最
後
の
問
い
で
あ
り
、
滝
沢
氏

の
所
論
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
こ
の
場
合
特

に
大
切
で
あ
る
の
で
、
左
に
全
文
を
転
記
さ
せ
て
頂
く
。

本
文
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
西
村
恵
信
氏
は
、
世

の
多
く

の

「宗
教
家
」
た
ち
と
ち
が

っ
て
、
現
実
の
人
間
/
人
間
の
現
実
の
す
が

た

.
は
た
ら
き
の
ほ
か
に
ー

「
上
」
「
奥
」
「背
後
」
そ
の
他
何
と
言
お
う
と
ー

こ
れ
を
超
え
る
何
も
の
も
認
め
な
い
。
窮
極
的
に

こ
れ
を
統

一
し
、
秩
序
づ
け
る

「神
」
と
か

「仏
」
と
か
い
う
も
の
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
か
な
ら
ず
、
人
生

の
事
実
か
ら
遊
離
し

て
、
勝
手
に
こ
れ
を
歪
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
既
成
の
教
義
や
儀
礼
に
よ
っ
て
生
ま
身
の
人
間
を
縛
る
場
合

は
も
と
よ
り
、
た
だ

「
哲
学
的
」
に

「超
越
者
」
の
存
在
を

認
め
る
と
い
う
場
合
に
も
日
常

の
生
の
事
実

の
厳
し
さ
と
豊
か
さ
に
対
し
て
、

そ
れ
だ
け
無
感

覚
と
な

っ
て
ゆ
く

こ
と
を
免
れ
な
い
。

久
松
先
生
が

繰
り
返
し
繰
り
返
し
諭
さ
れ
た
と
お
り
、
「手
を
あ
げ
た
り
足
を
動
か
し
た
り
す

る
と
こ
ろ
に
し
か
真
如
は
な
い
」
の
だ
ー

そ
う
西
村
氏
は
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
こ
と
に
そ

の
通
り
だ
と
私
も
思
う
。
人
は
人
で
あ

っ
て
十
分
で
あ
る
、
人
以
上

の
何
か
で
あ
ろ
う
、
そ
う
い
う
何
か
と
繋
が
ろ
う

と
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
人
以
下
の
も
の
に
落
ち
る
こ
と
だ
ー

私
も
ま
た
し
ば
し
ば
、
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
い
も
し
書
き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
し
た
。
た
だ
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
こ
と
と
、
人
間
の
現
実
、

つ
ま
り
こ
の
私
自
身
の
現
実
/
事
実
存
在
す
る
自
己
そ
の
も
の
に
直

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

属
す
る

(そ
こ
に
だ
け
独
特
な
)
基
本
的
構
造

・
力
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
す
ぐ
に
同
じ
か
ど
う
か

　

　

　

　

　

　

　

　

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て

「絶
対
無
相

・
真
実
自
由
自
在
な
主
体

(神
)
と
事
実
存
在
す
る
有
限

・
自
由

な
主
体

(
人
)
と
の

あ
い
だ
の
絶
対
に
不
可
分

・
不
可
同

・
不
可
逆
な
原
本
的
関
係
」
と
い
う
私
の
表
現
は
、
ま
さ
に
こ
の
点

に
か
か
わ

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。神

/
人
の
、
無
条
件

の
接
点

(
不
可
分
)

は
、
同
時
に
両
者
の
不
可
侵

の
限
界
点

(不
可
同
)
で
あ
る
。
こ
の
境
界
線
を
超
え
る
こ
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と

は
、
人
に
と

っ
て
不
可
能
か
つ
不
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
神

に
と

っ
て
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
神
/
人

の
関
係
が
、
存
在

　

　

　

　

の
う
え
で
も
作
用
の
う
え
で
も
、
同
時
に
絶
対
に
不
可
逆
だ
と
い
う
こ
と
は
、
神
が
人
に
対
し
て
、
絶
対
に
神
で
は
な
い
独
自

の
主
体

　

　

　

　

だ
と
い
う
人
間
の
本
性
を
奪
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
有
限
な
人
は
ど
こ
ま
で
も
神
で
は
な
い
有
限
の
主
体
と
し

て
事
実
存
在
し
活

動
す
る
。
た
だ
人
間
は
、
他
の
植
物

・
動
物
と
異
な
り
、
そ
の
活
動
に
さ
い
し
て
、
能
う
か
ぎ
り
正
確
綿
密
に
、
物

の
道
理

(己
が
生

わ
き
ま

　

　

　

　

　

　

命

の
事
実
と
本
質
)
を
弁
え
て
行
動
し
、
逆
に
ま
た
行
動
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
把
捉
す
る
よ
う

に
命
じ
ら
れ
て
い
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
、
自
由
な
主
体
性
と
は
た
だ
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
た
し
か
に
、
こ
の
私
が

「
手
を
あ
げ
た
り
足
を
動
か
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
し
か
真
如
は
な
い
」
と
言

っ
て
よ
い
し
、
そ

う
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
私
の
行
動
が
そ
の
つ
ど
、
事
実
存
在
す
る

一
人
の
人
間

の
動
き
と
し
て
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ
ば

　

　

　

　

　

　

　

　

　

物

の
道
理
、
生
命
の
事
実
な
い
し
真
理
の
要
求
に
対
す
る

一
応
答
と
し
て
そ
の
正
邪

・
精
粗
を
問
わ
れ
か
つ
審

か
れ

る
こ
と
を
免
れ
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
諸
科
学
、

一
般
に
学
問
的
認
識
の
可
能
根
拠
が
あ
り
、
必
要
な
理
由
が
あ
る
。

す
ぺ
て
学
問
的
思
考
は
た
だ
行
動
の
た
め
に
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
行
動
は
厳
密
に
即
事
的
な
学
問
的
探
究

・
認
識
な
し
に
は
盲
目

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

的

た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
そ
う
し
て
人
間
的
主
体
に
お
け
る
行
動
と
思
考
と
の
、
こ
の
よ
う
な

ユ
ニ
ー
ク
な
関
係

の
根
拠

・
根
源
は

　

　

　

　

　

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
だ
、
人
間
が
真
に
そ
れ
じ
た
い
で
在
り
か
つ
生
き
て
い
る
絶
対

(無
的
)
主
体
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
た
だ
絶
対
無
的
主
体
を
自
覚

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

的

に
表
現
す
る
べ
く
さ
だ
め
ら
れ
た
客
体
的
主
体
だ
と
い
う

一
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
よ
う
な
表
現
活
動

(生
産

・

創
造
活
動
)

の
、
現
実
的
な

一
型
態
だ
と
い
う
点
で
、
直
接
に
そ
の
神
人
の
原
関
係

(絶
体
に
不
可
分

・
不
可
同

・
不
可
逆

の
関
係
)

　

　

に
か
か
わ
る
哲
学
的

・
神

(人
)
学
的
思
考
も
、
「
手
を
あ
げ
た
り
足
を
動
か
し
た
り
す
る
」
行
動
と

い
さ
さ
か
の
相
違
も
な
い
体

の

　

　

　

　

　

　

動
き
で
あ
る
。
人
間
的
思
考

の
そ
の

「現
実
」
に
は
い
つ
も
、
逆
限
定
的
に
、
絶
対

に
人
の
で
は
な
い
神
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ

こ
に
、
人
間
が
意
識
的

・
無
意
識
的
に
、
い
つ
も
い
の
ち
の
真
実
無
窮
の
拠
点
を
求
め
て
喘
ぎ
苦
し
み
、
さ
い
わ

い
こ
れ
を
見
い
だ

し

て
な
お
不
断

に
新
し
く
そ
の
思
考
を
磨
か
ざ
る
を
え
ぬ
所
以
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
「
一
を
吸
収
し
さ
ら
に
抜
け
た
個
物
と
個
物
と
の
協
調
関
係
」
(筆

者
註

・
西
村

の
用

い

た
表
現
)
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る

「
個
物
」、
そ
の

「協
調
関
係
」
の
事
実
存
在
す
る
す
が
た
、

生
き
た
動
き

は
、

そ
の
限

り
な
く
豊
饒
な
積
極
面
に
お
い
て
も
危
険
き
わ
ま
る
消
極
面
に
お
い
て
も
、
と
う
て
い
こ
れ
を
把
え
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。

「
万
法

一
に
帰
す
、

一
万
法
に
帰
す
」
(西
村
註

・
西
村
が
引
用
し
た

『碧
巌
録
』
四
十
五
則
の

「万
法

一
に
帰
す
、

一
何
処
に
か
帰

す
」
を
聞
き
違
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
)
と
い
う
。
果
し
て
そ
れ
は
、
西
村
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ

の
一
が
万
法

(多
)

に
残
り

　

　

　

　

　

　

な
く

「
吸
収
」
さ
れ
て
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
な
ら
ば
、
最
初

に
い
わ
ゆ
る

「
一
」

は
、
真
に
実
在
す
る
絶
対
無
的
主
体

(久
松
禅
学
に
い
う

『
多
の
存
在
理
由
と
し
て
の
一
』

〔拙
著

『あ
な
た
は
ど
こ
に
い
る
の
か
』

一
五
二
頁
参
照
〕
)
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
だ
、
こ
の
真
実
の

一
に
盲
目
な
か
ぎ
り
、
多

の
な
か
の
一
た
る
人
間
が

つ
い
に
は
か
な
ら

ず
懐
か
ざ
る
を
え
な
い
幻
想
ー
通
常

の
哲
学
に

『理
念
』
と
い
い
、
通
常
の
真
宗
、
キ
リ
ス
ト
教
に

「法
身
仏
」
と
か

「神
」
と
か
い

う
も
の
ー

に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
も

華
厳
に
い
う

「
理
事
無
擬
法
界
」
が
こ
の
よ
う
な
幻
想
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、

真
に
現
在
す
る
事
実
の
場
、

現
実
即
真

実
/
多
即

一
の
世
界
に
到
る
に
は
当
然
、
そ

の
よ
う
な
幻
想
の
世
界
は
完
全
に
消
え
去
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
後
者
に

到
る
と
き
、
た
だ
そ
の
時

に
の
み
私
は
前
者
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ

の
と
き
、
個
は
も
は
や
個
を
超
え
て
何
も

の
も
立
て
ず
求
め
な
い
。
個
は
個
で
あ

っ
て
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
十
分
だ
と
い
う
こ
と
を
、

　

　

　

は

っ
き
り
と
体
験
す
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、
人

の
人
と
し
て
の
正
し
い
自
覚
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
か
し
問
題
は
そ
の
場
合
、
こ
の
人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

間

の
正
し
い
自
覚

(「正
覚
」)
が
じ

っ
さ
い
に
、
そ
れ
以
上
明
晰
判
明
に
な
り
よ
う
の
な
い
自
己
認
識
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り

　

　

　

　

　

　

　

点
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
、

か
の
幻
想

の
一
の
放
棄
と

一
諸
く
た
に
、
人
間
的
な
自
己
成
立
の
根
抵
を
成
す
真
実
無
相

の
自
己
そ
の
も

　

　

の
1

絶
対
無
相
の
真
実
主
体
と
そ
の
客
体

に
す
ぎ
ぬ
有
相

の
自
己
の
、
絶
対
に
不
可
分

・
不
可
同

・
不
可
逆
的
な
限
界
点
-

の
忘

　失
を
、
そ
の
な
か
に
潜
め
て
い
る
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
本
当
の
意
味
で

多
に
な
り
切

っ
た
多
は
、

一
を
そ
の
中

に
吸
収
し
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切

っ
た
多
だ
」
と
言
う
瞬
間
、
知
ら
ず
識
ら
ず

の
あ
い
だ
に
、
人
間
的
な
自
己
成
立
の
太
初
に
、
そ
し
て
永
遠
に
新

し
く
直
続
す
る
大

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

限
界
を
無
視
し
て
、
絶
対
無
相
の
主
体
そ
の
も
の
を
、
己
れ
の
行
動

・
体
験

の
な
か
に
密
輸
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
か
つ
不
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
る
と
思
う
の
は
、
い
か
に
そ
れ
を

「覚
り
」

　

　

　

　

　

　

　

　

と
名
づ
け
て
み
て
も
、
た
だ
そ
う
思
う
だ
け
で
あ
る
。
幻
想
の
宗
教
的

・
形
而
上
学
的
超
越
者
を
切
り
棄
て
て
身
軽

に
な
る
は
ず

の
も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

が
、

い

つ
の
ま
に
か
み
ず
か
ら

「
吸
収
」
し
た
幻
想
の

コ

L

に
重
く
膨
ら
ん
で
く
る
ほ
か
は
な
い
。
華
厳
経

に

「事
事
無
磯
法

界
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
を
潜
め
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
、
西
村
氏
が
い
っ
た
い
な
ぜ
、
「
万
法

一
に
帰
し
て
、

そ
の
一
が
滝

沢
の
第

一
義
な
ら
、

そ

の
第

一
義
の
も
う

一
つ
奥
に
第
二
義
が
あ
る
と
…
…
さ
え
思

っ
て
い
た
の
に
…
…

一
が
ど
う
も

一
番
奥
に
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
第
二

義

の
万
法
が
出
て
く
る
と
滝
沢
は
言
う
」
i

と
い
う
ふ
う
に
言
わ
な
い
わ
け
に
い
か
な
か

っ
た
の
か
、
そ

の
理
由
を
理
解
す
る
。
す

な
わ
ち
氏
は
、
私
が
神
人
の
原
関
係

(第

一
義
の
接
触
)
と
い
う
と
き
、
そ
れ
を
右

に
見
た
通
常

の
哲
学
な
い
し
通
俗
の
他
力
宗
教
の

い
う
の
と
同
じ
意
味
の
も
の
と
し
て
受
け
と

っ
た
う
え
で
、

そ
の
幻
想

の
枠
を
破
棄
し
て
個

の
真
正
の
自
覚
が
生
じ
る
、

こ
の
自
覚

(正
覚
)
を
も
し
著
者
の
用
語
で
呼
ぶ
な
ら

「第
二
義
の
接
触
」

に
当
た
る
、

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
た
し
か
そ
の
と
お

り

で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が

「第

一
義

の
接
触
」
と
い
う
の
は
、
人
が
覚
ろ
う
が
覚
る
ま
い
が
、

い
や
し
く
も
事
実
存
在
す
る
す
べ
て

の
人

・
一
々
の
人
に
、
絶
対
無
条
件
に
直
属
す
る
神
人
の
大

い
な
る
限
界
点
、
そ
の
当
人
が
そ
れ
と
自
覚
し
よ
う
が

し
ま
い
が
た
だ
そ

こ
に
お
い
て
の
み
物
を
食
べ
た
り
、
手
足
を
動
か
し
た
り
、
考
え
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
実
人
生
の
原
基
盤
11
人
間
本
来

の
、
全
人

　

　

類

に
共
通
な
生
命
の
故
郷
そ
の
も
の
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
民
が

「
一
を
吸
収
し
さ
ら
に
抜
け
た
個
物

の
協
調
関
係
」
と

い
わ
れ

る

の
も
、
そ
の
じ
つ
は
た
だ
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
唯

一
絶
対

・
真
実
無
相
の
主
体

(慈
悲
に
し
て
光
、
創
造

の
無
尽

の
源
泉
)

の
正
し
い
反
映
と
し
て
の
み
、
歴
史
的
現
実
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
「
万
法

一
に
帰
す
、

一
万
法
に
帰
す
」
(滝
沢
氏

の

表
現
)
と
い
う
仏
語
も
本
来
は
、
「多
即

一
、

一
即
多
」
(私
の
い
う
神
と
人
、
な
い
し
有
限
の
諸
物
と
絶
対
無
相
の
主
体

の
原
関
係
ー
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第

一
義

の
接
触
)
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に
直
接

に
関
わ
る
人
間
的
主
体
の
自
覚
11
認
識
の
段
階

に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と
い
う
こ
と
も
、
あ
り
え
ぬ
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

か
り
に
も
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
真
実

の
一

(久
松
禅
に
い
う

「多
の
存
在
理
由
と
し

て
の
一
」)
を

「
理
」

に
、
多
を

「事
」
に
あ
て
る
な
ら

「
理
事
無
擬
法
界
」
は
、
多
が
ど
こ
ま
で
も
多
と
し
て
は
た
ら
く

「
事
事
無
磯

法
界
」

の
出
現

に
よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

っ
て
た
だ
単
に
消
え
て
し
ま
う
観
念
の
世
界
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
と
離
し
難
く

一
な
る
世
界
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

理
事
無
磯
法
界
即
事
事
無
磯
法
界
で
あ
る
。
「
絶
対
無
の
場
所
」
は
即
ち

「
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
」
「
表
現
的
世
界
」
で
あ
る
。

事
実
が
事
実
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
の
場
所
が
事
実
と
し
て
自
己
自
身
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
逆

に
事
実
が

絶
対
無

の
場
所
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
的
活
動
の
根
限
が
人
間
的
主
体

の
生
成
で
あ
る
。

し
か
し
現
実

の
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
、
自
己
自
身

の
生
成

・
成
立
の
真
実
究
極
の
根
基

・
根
源
に
か
ん
し
て
盲
目
で
あ
る
。
通
常

は
真
実

の
一
の
か
わ
り
に
事
実

(現
象
的
事
実
)

の
世
界
に
現
わ
れ
た
何
か
の
形
を
頼
り
と
し
て
生
き
て
い
る
。
も
は
や
可
視
的
な
形

に
頼
る
こ
と
が
不
可
能
と
な

っ
て
も
、
ふ
つ
う
に
い
う

「神
」
と
か

「仏
」
と
か

「超
越
者
」
と
か
い
う
幻
想
の

一
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
を
免
れ
な
い

(西
村
氏
の
意
味
で
の

「
理
事
無
磯
法
界
」)。
し
か
し
人
が
真
実
に
人
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
た
だ
、
こ
の
よ

こ

け

う
な
幻
想

の
一
、
虚
仮
の
安
心
か
ら
覚
め
て
、
純
粋
に
人
と
し
て
他

の
す
べ
て
の
人
と
と
も
に
生
き
る
と
き
に
の
み
現
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る

(
西
村
氏
の
い
わ
ゆ
る

「
事
事
無
擬
法
界
」)
。

も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
と
、
私
た
ち
は
、
「理
事
無
磯
法
界
/
事
事
無
磯
法
界
」
と
い
う
表
現
に
は
そ
の
じ
つ
、

い
わ
ば
O
、
「
原
本

的
存
在
論
的
」
と
⇔
、
「
歴
史
的

・
実
存
論
的
」
と
、

た
だ
単
純
に
混
同
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
二
重
の
こ
と
が

含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
私
見
に
よ
る
と
、
こ
の
根
源
的
な
二
重
性
が
十
分
明
ら
か
に
見
分
け
ら
れ
言
い

表
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
、
旧
来
の
講
壇
哲
学

・
教
団
神
学
は
も
と
よ
り
、
そ

の
枠
を
破

っ
た
西
田
哲
学

・
バ
ル
ト
神
学

・
久
松

禅
学
の
な
か
に
さ
え
な
お
最
後
の
残
津
を
と
ど
め
る
曖
昧

の
影
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

〔文
中
の
、
点
は
滝
沢
氏

に
よ
る
も
の
、
○
点



は
西
村
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
〕
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読
者
は
先
ず
、
右
に
全
文
転
写
し
た
滝
沢
氏
最
後

の
論
文
を
再
読
三
読
し
て
欲
し
い
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
ひ
と

つ
に
は
、
こ
の
短
文

の
中

に
滝
沢
氏
が
死
に
至
る
ま
で
主
張
し
つ
づ
け
ら
れ
た
立
場
、
滝
沢
神
学
の
核
心
が
濃
密
に
再
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ふ
た
つ

目
に
は
、
滝
沢
氏
が
、
自
己
の
論
旨
を
も

っ
て
華
厳
教
学
を
、

自
己
流
に
解
釈
し
、

そ
の
自
己
解
釈
か
ら
、
「事
事
無
磯
法
界
」
の
具
体

的
表
現
と
し
て
独
自
の
立
場
に
立

っ
て
禅
思
想
を
全
面
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
る
程
、
滝
沢
神
学
の
立
場
に
立
ち
つ
く
す
と
き
、
禅
の
立
場
、
徹
底
的
な
個
物

へ
の
還
帰
の
立
場
は
批
判
の
対
象
で
あ
り
う
る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
禅

の
立
場
を
無
意
味
に
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
禅

の
立
場
は
、
単
に
心
理
的

・
体
験
的
レ
ベ
ル
を

脱
し
て
、
思
想
と
し
て
、
論
理
と
し
て
こ
れ
を
見
る
場
合

に
も
、
な
お
充
分
に
主
張
す
べ
き
も
の
を
独
自

の
内
容
と
し
て
持

っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
滝
沢
氏
の
強
引
な
ま
で
の
禅
解
釈

に
よ

っ
て
も
、
微
動
だ
に
し
な
い
立
場
が
、
そ
の
思
想
の
な
か
に

一
貫

し
て
流
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
滝
沢
氏
の
禅
批
判

(久
松
禅
学
批
判
お
よ
び
西
村

へ
の
批
判
)
は
、
あ
る
意
味
で
禅

の
独
自
の
立
場
を

一
層
明
晰
に
す
る
反
面

教
材

の
意
義
さ
え
も

っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
滝
沢
氏
の
論
文
に
添

っ
て
、
禅

の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
論
文
全
体
を
問
題
別
に
分
け
る
と
、

問
題
点

一
、
西
村
が
通
常

の
意
味
で
の

「超
越
的
な
る
も

の
」
を
否
定
し
、
人
間
そ
の
も
の
の
立
場
に
立
ち
つ
く
す
点
を
認
め
る
が
、

「
こ
の
こ
と
と
、
人
間
の
現
実
、

つ
ま
り
こ
の
私
自
身
の
現
実
/
事
実
存
在
す
る
自
己
そ
の
も
の
に
直
属
す
る

(そ
こ
に
だ
け
独
自
な
)

基

本
的
構
造

・
力
学
と
い
う
よ
う
な
も

の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
す
ぐ
に
同
じ
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
こ
で
滝
沢
氏
は
、
通
常

の
キ
リ
ス
ト
教

の
神
と
か
、
通
俗

の
真
宗
教
学
の
い
う
仏
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
否
定
す
る
。
し
か
し
同

時

に
、
氏
は
、
人
間
の
事
実
存
在

の
な
か
に
直
属
す
る
基
本
構
造
、
力
学
と
し
て
の

「
神
/
人
の
不
可
分

・
不
可
同

・
不
可
逆
の
原
本
的
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関
係
」
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
う
い
う

「原
事
実
」
を
も
た
な
い
単
な
る
人
間
主
義
を
批
判
す

る
の
で
あ
る
。

問
題
点
二
、
自
由
な
る
人
間
の
行
動
の
一
挙
手

一
投
足
は
、
神
と
は
区
別
さ
れ
た
人
間
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
そ
れ
が
動
物

・
植
物

の
活
動
と
違
う
点
は
、
「
人
間
が
与
う
る
限
り
正
確
綿
密
に
、
物

の
道
理

(己
が
生
命
の
事
実
と
本
質
)

を
弁
え
て
行
動
し
、
逆

に
ま
た
行
動
す
る
こ
と
を
通
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
」
と
し
、
「
人
間
の
自
由
、

自
由
な
主
体
性
と
は
た
だ
こ
の
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
滝
沢
氏
は
、
人
間
の
は

た
ら
き
が
真
に
自
由
で
あ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
神
に
よ

っ
て
命
じ
ら
れ
た
は
た
ら
き
で
あ
る
限
り
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
う
い
う

こ
と
が
根
拠
と
な

っ
て
こ
そ
、
諸
科
学

・
一
般
的
学
問
も
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
的

・
神
学
的
思
考
に
し
て
も
、

　

　

　

　

　

　

挙
手
投
足
と
同
じ
く
、
そ
の
現
実
の
な
か
に
絶
対
に
人

の
も
の
で
は
な
い
神
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
。

問
題
点
三
、
西
村
が
、
コ

(理
)
を
破

っ
て
出
て
き
た
多

(事
)

は
、

そ
の
う
ち
に

一

(理
)
を
吸
収
し
て
し
ま

っ
て
多

(事
)
に

な
り
切

っ
た
も
の
だ
L
と
述
べ
た
点

に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
理
」
か
ら

「事
」

へ
の
突
破
に
お
い
て
、

人
間
が
、

そ

の

「自
己
成
立
の
太
初
か
ら
、
そ
し
て
永
遠
に
新
し
く
直
続
す
る
大
限
界

(神
と
人
と
の
不
可
分

・
不
可
同

・
不
可
逆

の
原
本
関
係
)

を
無
視
し
て
、
絶
対
無
相
の
主
体
そ
の
も
の
を
、
己
れ

(絶
対
無
相

の
主
体
の
客
体
に
す
ぎ
な
い
有
相
の
自
己
)

の
行
動

・
体
験

の
中

　

　

　

に
密
輪
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
滝
沢
氏
は
、
久
松
禅
学
に
於
け
る

「絶
対
無
相
の
主
体
」

を
持
ち
出
し
そ
れ
の

　

　

　

　

　

　

　

客
体
化
に
過
ぎ
ぬ

(滝
沢
の
表
現
)
有
相
の
自
己
と
の
混
同
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
有
相
の
自
己
が
、

「覚
り
」
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
無
相
の
主
体
の
具
現
と
な
る
か
に
思
う
の
は
、
幻
想
で
あ

っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
は
不
必
要
、

か
つ
不
可
能
で
あ

る
と
す
る
。
「
超
越
者
を
切
り
棄
て
て
身
軽
に
な
る
は
ず
の
も
の
が
、

い
つ
の
間
に
か

み
ず
か
ら
吸
収
し
た
幻
想

の

『
一
』

に
重
く
膨

ん
で
く
る
ほ
か
は
な
い
」
と
い
い
、
華
厳
経
に
い
う

「事
事
無
擬
法
界
」
は
そ
の
よ
う
に
曖
昧
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
滝
沢
氏
は

「
人
間
の
正
し
い
自
覚

(
正
覚
)
と
い
う
も

の
が
じ

っ
さ
い
に
そ
れ
以
上
明
晰
判
明
に
な
り
よ
う
の
な
い
自
己
認
識

で
あ
る
の
か
ど
う
か
」
と
自
覚
そ
の
も
の
の
窮
極
性

へ
疑
義
を
も
呈
し
て
い
る
。



問
題
点
四
、
西
村
が
、
滝
沢
琉
の
い
う
第

一
義

の
イ
ソ
マ
ヌ
エ
ル

(神
ー
人
の
原
本
関
係
)
と
第
二
義

の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル

(神
i
人
の

原
本
関
係
の
歴
史
上
に
お
け
る
具
現
)
と

の
関
係
を
、
「
万
法

一
に
帰
す
」
と
い
う
宝
蔵
論
の
句
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
り
あ
げ
、

西

村
が
禅
で
は
、
そ
の
一
が
ど
こ
へ
帰
入
す
る
か
と
い
う
問
題
が
究
極
の
も
の
と
し
て
問
わ
れ
る
の
だ
と
主
張
し
た
点

に
つ
い
て
の
批
判

で
あ

る
。
滝
沢
氏
は
、
西
村
が
第

一
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
は
、
そ
れ
を
当
人
が
自
覚
し
よ
う
が
し
ま
い
が
現
実
存
在
す

る
日
常
の
実
人
生

の
原
基
盤
で
あ
る
と
し
、
西
村
が

一
を
吸
収
し
尽
し
た
個
と
個
の
協
調
関
係

(事
事
無
擬
法
界
)
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
に
お
い
て
の
み

可
能

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
事
事
無
擬
法
界
の
あ
り
よ
う
の
成
立
は
、
人
間

の
自
覚
的
認
識

(
覚
り
)

に
よ

っ
て

で
は
な
く
、
こ
の
本
来
的
な
原
本
的
事
実
に
基
ず
く
と
い
う
主
張

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

滝
沢
氏
に
よ
れ
ば
、
単
に
事
事
無
磯
法
界
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
は
理
事
無
磯
法
界
と
い
う
こ
と
が
ら

(
滝
沢
氏
流
の
用
法

に
あ

て
れ
ば
原
関
係
)

を
基
盤
と
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
理
事
無
擬
法
界
即
事
事
無
磯
法
界
と
い
う
根
源
的
な
二
重
性
こ

そ
が
世
界
成
立
の
根
本
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
滝
沢
氏
か
ら
見
れ
ば
、
従
来

の
哲
学

・
神
学
の
曖
昧
性
は
、

こ
の
根
本
的
二
重
関

係
の
混
同
に
基
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
、
西
田
哲
学

・
バ
ル
ト
神
学

・
久
松
禅
学
と

い
う
、
い
わ
ば
も

と
も
と
滝
沢
神
学
が
そ
こ
か
ら
生
れ
て
き
た
土
壌

の
一
切
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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問
題
点
O

は
、
超
越
者
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
禅
が
い
か
な
る
意
味
で
も
、
現
実
に
生
き
る
人
間
を
超
え
る
超
越
者
を
否
定
す
る

こ
と
は
滝
沢
氏
も
認
め
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
従
来
キ
リ
ス
ト
教
や
、
通
俗

の
真
宗
教
学
が
立
て
る

「神
」
や

「仏
」

を
幻
想
的
な
も
の

と
し
、
更
に
ま
た
久
松
禅
学
が

「多
」

の
成
立
根
拠
と
す
る

二

」
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
否
定
す
る
。
こ
の
点
で
滝
沢
氏

は
筆
者
の
立
場

が
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的

・
神
学
的
な
超
越
者
を
否
定
す
る
こ
と
を
肯
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時

に
滝
沢
氏
は
、
筆
者
が

「
一
を
吸
収
し
つ
く
し
た
多
」
を
主
張
す
る
の
を
批
判
し
、
多

の
成
立
根
拠
と

し
て
、
久
松
禅
学

の
よ
う

に

一
を
考
え
る
の
で
な
く
、
「
一
即
多
」
と
い
う
原
関
係
が
、

つ
ね
に
成
立
せ
し
め
て
い
る
根
拠
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

単
な
る
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コ

」
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
「
一
即
多
」
(神
ー
人
の
不
可
分

・
不
可
同

・
不
可
逆
の
原
本
的
力
学
的
構
造
)
を

こ
そ
、
す
べ
て
の
歴

史
的
現
実
存
在

の
根
拠
と
し
て
肯
定
す
る
。

〔
こ
の
構
造
は
多
を

「
無
の
場
所
の
自
己
限
定
的
表
現
」
と
す
る
西
田
の
逆
対
応
の
論
理
に

酷
示
し
て
い
る
。
し
か
し
滝
沢
氏
は
西
田
の
逆
対
応

(可
逆
的
実
体
)
が
成
立
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
更
に
よ
り
根
源
的
な

「絶
対
無

の
場
所
11
絶
対
無
的
主
体
」
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
西
田
の
逆
対
応
を
相
対
的

・
相
補
的
な
も
の
と
し
て
低
次
元

に
位
置
づ
け
る
。〕

逆
に
い
え
ぽ

「多
」
は
、
「
一
」
と
の
不
可
分

・
不
可
同

・
不
可
逆

の
関
係

に
お
い
て
こ
そ
真
に
多
で
あ
り
う
る
。

そ
う
い
う
意
味
で

滝
沢
氏
に
と

っ
て

一
と
他
、
神
と
人
と
の
原
本
関
係
こ
そ
が
、
歴
史
的
事
物

に
対
し
て

「超
越
的
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
前
者
と
後
者
と

の
先
後
関
係
は
決
し
て
逆
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
禅

に
於
い
て
超
越
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
端
的

に
い
え
ば
、
そ
れ
は

一
と
多

の
分
別
的
二
元
関
係
、
仏

と
凡
夫
と
の
分
別
的
二
元
関
係
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
超
仏
越
祖
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏

を
超
え

(否
定
し
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

て
凡
夫
に
立
つ
と
か
、

一
を
超
え

(否
定
吸
収
し
)

て
多

(個
)

に
戻
る
こ
と
で
は
な
い
。

一
と
多

の
関
係
を
超
え

る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
立
場
で
は
、

一
で
あ
る
と
と
も
に
多
で
あ
り
、
仏
で
あ
る
と
と
も
に
凡
夫
で
あ
る
。

一
で
な
い
と
同
時
に
多
で
も

な
く
、
仏
で
な
い
と

同
時
に
凡
夫
で
も
な
い
と
い
う
立
場

(無
分
別
)
を
本
源
と
し
て
成
立
す
る
、
事
実
世
界

(分
別
)
で
あ
る
。
禅
に
於
け
る
こ
の
本
源
的

な
も
の

(超
越
的
な
る
も
の
)
は
、
滝
沢
氏
の
用
語
を
用
い
れ
ぽ
神
-
人
の
不
可
逆
的
関
係

の
否
定
す
な
わ
ち
絶
対
無
で
あ
り
、
歴
史
的

事
実
は
、
こ
の
絶
対
無
の
有
的
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。

久
松
氏
が
八
木
氏
に
対
し
、
「覚
」
(絶
対
無
的
主
体
)

に
於

い
て
は
神
は
な
い
が
、
「
覚
の
覚
」
(絶
対
無
的
主
体

の
有
的
妙
用
)
に
於

い
て
は

「神
は
あ
る
、
い
や
む
し
ろ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
久
松
氏
は
、
「
私

に
は
煩
悩
は
な
い
」、

「私

は
死
な
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
現
実
に
は
し
か
し
煩
悩
し
、
死
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

大
死

一
番

の
と
こ
ろ
で
は
、
単
に

コ

」
(理
)
が
否
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く

「
多
」
(事
)
も
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
絶
後

に
蘇
え
る
消
息
に
於

い
て
は
、

「
一
」
(理
)
も
、
「
多
」
も
肯
定
さ
れ
て
く
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合

の

「
一
」
は

「
多
」
と
逆
対
応
的
な
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「
一
」

で
あ

り

、

「
多

」

も

「
一
」

と
逆

対

応

し

て

い

る

の

で
あ

っ
て
、

も

は
や

「
単

に
多

に
対

す

る

一
」

で
も

な
く

、

「
単

に

一
に

対
す

　

　

る
多
」
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
絶
後
蘇
生

の
場
で
の
多

(事
)
の
あ
り
よ
う
を

「
事
事
無
擬
法
界
」
と

い
う
の
で

あ

っ
て

コ

L
(理
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

「
多
」
(事
)

の
対
向
関
係
に
立

つ

「
理
事
無
磯
法
界
」
の
場
を
絶
対
的
に
突
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

滝
沢
氏
の

い
わ
れ
る
よ
う
に

「
理
事
無
磯
法
界
」
と

「事
事
無
硬
法
界
」
が
不
可
逆
的
に
結
び
つ
く
二
重

の
構
造
で
は
な
い
。

問
題
点
⇔
は
、
滝
沢
氏
が
人
間
の
挙
手
投
足
の
自
由
な
は
た
ら
き
、

あ
る
い
は
更

に
学
問
的
思
弁
が

成
立
す
る
の
は
、
「
神
-
人
の
原

　

　

　

　

　

　

　

　

　

関
係
」
に
命
ぜ
ら
れ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
い
と
な
み
に
は

「絶
対
に
人
の
も
の
で
は
な
い
神
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い

る
」

と
す
る
点
で
あ
る
。

人
間
の
行
為
の
自
由
な
る
根
拠
が
神
の
真
実
に
あ
る
と
す
る
こ
の
典
型
的
な
キ
リ
ス
ト
教

の
立
場
に
対
し
て
、
禅
に
於
け
る
自
由

の
根

拠
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く

「
自
由
」
あ
る
い
は

「自
在
」
な
る
こ
と
ば
は
、
人
が

一
切

の
他
律
を
排
し
て

「
自
ら
に
由
る
」
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
単
な
る

「自
恣
」
と
混
同
さ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な

い
。
人
間
の
自
由
が
真
に
自
由
で
あ
る
根
拠
と
し
て
、
禅
は

「
無
作
の
妙
用
」
を
標
榜
す
る
。
認
識

の
点
で
い
え
ば

「
無
分
別
の
分

別
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
わ
ば
人
間
の
行
為
や
認
識
は

「
無
作
」、
「
無
分
別
」
に
よ

っ
て
真
に
自
由

に
し
て
正
し
い
も
の
で
あ
り

う
る
の
で
あ
る
が
、
無
作
と
か
無
分
別
と
い
う
こ
と
は
般
若
智

の
謂
で
あ
り
、
行
為
や
認
識
に
お
い
て
客
体
的
対
象
を
、
従

っ
て
主
体
を

意
識
上
に
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
主
-
客
二
元
の
分
別
意
識
を
超
え
る
こ
と
は
行
為
に
於
い
て
客
体
と
の
同
化
を
生
じ
、
思
考
や
認
識

に
お
い
て
、
対
象
そ
の
も
の
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
い
え
ば
、
行
為
や
認
識
の
正
し
さ
の
す
べ
て
を
拒

む
我
意

(自
己
中

心
的
意
識
)
を
超
え
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
行
為
は
そ
れ
自
体
が
絶
対
無
的
主
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。
か
Σ
る
人
間

の
真
実
な
あ

り
方

に
お
い
て
は
主
体
と
行
為
が

一
如
で
あ
り
、
は
た
ら
き

(智
)
が
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
自
由
(自
つ
か
ら
に
由
る
)

は
真
如

の
姿
で
あ
る
。

滝

沢
氏
は
、
人
間

の
自
由
な
活
動
を
動
物
や
植
物
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
が
、
禅

に
あ

っ
て
は
、
人
間
の
は
た
ら
き

は
、
自
然
で
あ
り
、
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鳥
飛
ん
で
鳥
の
如
く
、

魚
行
い
て
魚
に
似
た
り
と
い
う
自
然

の
妙
景
と
同

一
次
元
で
あ
る
。
「行
か
ん
と
要
す
れ
ば

即
ち
行
き
坐
せ
ん
と

要
す
れ
ば
即
ち
坐
す
」
自
由

の
境
涯
こ
そ
が
活
澄
澄
地
な
真
の
自
由
人
の
妙
景
で
あ
る
。
そ
こ
に
真
実
を
見
て
と
る
も
と
ら
ぬ
も
ま
た
自

由

で
あ
り
、
禅

は
こ
れ
を
し
ば
ら
く

「仏
作
仏
行
」
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
「神
-
人

の
原
本
的
事
実
」
に
命
ぜ
ら
れ
て
で
は
な
く
、

一

挙

一
投
足
が
、
仏
ー
凡

一
体

の
活
三
昧
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

「
大
用
現
前
規
則
を
存
せ
ず
」
と
も

い
う

の
で
あ
る
。

問
題
点
⇔

に
お
い
て
、
滝
沢
氏
は
、

一
歩
ゆ
ず

っ
て
世
界
が

「事
事
無
磯
法
界
」
と
い
う
個
と
個

の
間

の
協
調
関
係
と
し
て
理
想
的
な

あ
り
よ
う
を
見
せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
可
能

に
す
る
根
拠
は
、
「
神
-
人

の
原
本
的
関
係
」
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、

少
く
と
も
、

人
間

の
自
覚
的
認
識

(覚
り
)
に
基
く
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
滝
沢
氏
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
覚
が
そ
れ
以
上
明
晰
判
明
な
も
の
に
な
り

よ
う
の
な
い
認
識
で
あ
り
う
る
の
か
ど
う
か
疑
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、

一
般
に
存
在
と
認
識
の
優
位
に
つ
い
て
の
哲
学
史
上
の
議
論
に
つ
な
が

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
に
よ
っ
て
認
識
が

可
能
に
な
る
の
か
、
認
識
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
か
は
、
永
遠
に
止
ま
な
い
見
解
の
相
違

に
基
づ
く
議
論
で
あ

る
。
滝
沢
氏
の
ご
と
く

「
こ
の
原
本
的
事
実

(第

一
義

の
神
ー
人
の
接
触
)
は
、
人
が
そ
れ
を
自
覚
す
る
か
し
な
い
か
に
関
係
な
く
、
個

々

の
人
間
の
生
命
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
」
と
見
る
立
場
は
、
認
識
上
の
問
題
で
な
く
す
で
に
道
徳
的
当
為
の
問
題
で
あ
り
、
信
仰
で
あ

る
。
そ
う
い
う
あ
り
方
は
、
他
の
人
の

一
切

の
見
解
を
容
れ
な
い
確
信
で
あ
り
、
議
論
の
余
地
が
な
い
。

禅
は

一
切
の
観
念
を
排
す
る
意
味
か
ら
い
え
ば
、
「
宗
教
」
で
は
あ
り
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

禅

は

「
真
正
な
る
見
解
」
を
個

々
人

の
う
ち
で
体
得
す
る
の
で
あ
り
、
真
実
な
る
自
己
の
自
覚

に
至
る

(成
仏
)
を
も

っ
て
揺
ぎ
な
き
真
実
存
在
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
が
如
何

に
し
て
保
証
さ
れ
う
る
か
と
問
わ
れ
れ
ぽ

た
だ
、
「肯
心
自
ら
許
す
」
と
い
う

ほ
か
は
な
い
の
で
あ

る
。ま

た
、

滝
沢
氏
が
、

「禅

は
超
越
者
を
切
り
拾
て
て
身
軽

に
な
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、

い
つ
の
間
に
か

み
ず
か
ら
吸
収
し
た
幻
想
の

『
一
』
に
重
く
膨
ん
で
く
る
ほ
か
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
が
、

禅

の
立
場
か
ら
み
れ
ば

「
そ
れ
こ
そ
幻
想
で
し
か
な
い
第

一
義
的
神
ー
人
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関
係
」
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
滝
沢
氏
こ
そ
が
重
苦
し
く
思
わ
れ
、
そ
こ
に
は
清
風
匝
地
の
消
息
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

問
題
点
⑳
で
は
、
滝
沢
神
学
の
図
式
に
よ

っ
て
、
華
厳

の
四
法
界
中
の
第
三

「
理
事
無
磯
法
界
」
を

「原
本
的
存
在
論
的
な
も
の
」
と

し
、
第
四
の

「
事
事
無
磯
法
界
」
を

「
歴
史
的

・
実
存
的
な
も
の
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
二
つ
の
間
に
は
た
だ
単
純
に
混
同
す
る

こ
と

は
許
さ
れ
な
い

「
二
重
の
こ
と
が
ら
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

単
純

に
混
同
し
て
は
な
ら
な
い

二
重
の
も

の
と
い
う
の
は
恐

ら
く
、
「
理
事
無
擬
法
界
」
の
な
か
に
お
け
る
理
と
事
と
の
間
の
不
可
逆
な

先
後
関
係
、

お
よ
び

「
理
事
無
硬
法
界
」
と

「事
事
無
磯
法

界
」
と
の
間
の
不
可
逆
な
先
後
関
係
と
い
う
二
重
措
置

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

何

は
と
も
あ
れ
、
滝
沢
氏
に
よ
る
こ
の
四
法
界

の
解
釈
は
曲
解
で
あ
り
、
華
厳
教
学
を
そ
れ
自
体
と
し
て
正
確

に
理
解
し
た
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
滝
沢
氏
が
自
己
の
神
学
の
立
場
を
説
明
す
る
た
め
に
、
四
法
界
説
を
依
用
し
た
と
見
る
な
ら
ば
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

の
対
論
の
た
め
の
有
益
な
例
題
で
は
あ
る
。

た
だ
、
華
厳
の
四
法
界
が
、
「理
」
か
ら
で
な
く

「事
」
か
ら

始
め
、
「事
事
無
磯
」
で
終

っ
て
い
る
点
の
注
意
と
、
「
事
」
と

「事
事

　

無
磯
」
と
の
間
に
あ
る
事
の
あ
り
よ
う
の
絶
対
的
区
別
を

見
失

っ
て
は
、

滝
沢
氏
が

い
う
よ
う
に
、

「
事
事
無
擬
」
が
、

ま
た
も
と
の

「事
」

(自
然
外
道
)

に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
た

「事
事
無
硬
」
が

「
理
事
無
磯
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
も
、

真
の

「
事
事
無
磯
」

の
独
自
な
立
場
に
立
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

事
と
事
が
無
磯
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
の
成
立
根
拠
に

「空
の
場
所
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
場
合

の
空

の
場

と
は
、
事

(個
)
と
事

(個
)

の
即
非
的
逆
対
応
的
関
係

(法
界
縁
起
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
場
合
に
こ
そ
、
「
理
」
は
空

の
場

に
お
い
て
智
の
は
た
ら
き
と
な
っ
て
活
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

決
し
て
滝
沢
氏
の
誤
解
し
て
い
る
よ
う
に
、

吸
収
し
尽
さ
れ
た

「
理
」
が
、
事

の
は
た
ら
き
を
重
く
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

以
上
、
滝
沢
氏

の
問
題
指
摘
に
し
た
が
い
、
禅
が
人
間
の
自
覚

(知
)
を
窮
極
と
し
、
そ
れ
を
超
え
る
も
の
を

一
切
持
た
な
い
旨
を
閾
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明

し
え
た
と
思
う
。

た
だ
、
最
後
に
、
い
さ
さ
か
滝
沢
氏
の
禅

に
対
す
る
誤
解
を
糾
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
禅
に
お
い
て
さ
え
が
、

そ
の
自
己
の
主
体
性

　

　

　

　

　

　

の
自
覚
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
自
己
を
超
え
て
自
己
を
包
む
も
の
ふ
存
在
に
気
づ
き
、
こ
れ
を

「
仏
の
大
慈
悲
」
と
し
て
拝
ん
で
い
く
こ

と
を
、
滝
沢
氏
が
見
落
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
、
真
の
自
覚
に
よ
っ
て
の
み
諦
観
さ
れ
う
る
存
在

の
真
相
で
あ

っ
て
、

自
覚
を
通
さ
な
い
も
の
に
と

っ
て
は
永
遠
に
非
存
在
な
の
で
あ
る
。


