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2 月 10日校了

﹁
太
陽
神
か
ら
生
ま
れ
た
マ
ガ
﹂
の
伝
説
の
成
立
背
景

︱
﹃
サ
ー
ン
バ
・
プ
ラ
ー
ナ
﹄
第　

章
を
手
が
か
り
に

︱

︵
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大
学
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永　

井　

悠　

斗

　

本
発
表
で
は
、﹃
サ
ー
ン
バ
・
プ
ラ
ー
ナ
︵Skr. Sām

ba-Purāṇa

：
以
下Sām
baP

︶﹄

お
よ
び
﹃
バ
ヴ
ィ
シ
ュ
ヤ
・
プ
ラ
ー
ナ
︵Skr. Bhaviṣya-Purāṇa

：
以
下B

havi ṣyaP

︶﹄

に
現
れ
る
太
陽
崇
拝
を
専
門
と
す
る
バ
ラ
モ
ン
﹁
マ
ガ
﹂
に
関
し
て
、Sām

baP 26

やB
havi ṣyaP I. 117

お
よ
び
同139

に
見
ら
れ
る
﹁
マ
ガ
は
太
陽
神
自
身
か
ら
生

ま
れ
た
﹂
あ
る
い
は
﹁
太
陽
神
の
息
子
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
、
マ
ガ
の
バ
ラ
モ
ン
と

し
て
の
正
統
性
に
対
す
る
疑
念
を
背
景
に
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
と
し
て
も
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　

Sām
baP 26. 20-25

に
お
け
る
、
太
陽
神
像
に
奉
仕
す
る
の
に
最
も
相
応
し
い
バ

ラ
モ
ン
に
つ
い
て
尋
ね
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
息
子
サ
ー
ン
バ
に
対
す
る
ナ
ー
ラ
ダ
仙
の

回
答
に
よ
れ
ば
、
寺
院
の
神
像
に
対
す
る
奉
仕
は
、
正
統
な
バ
ラ
モ
ン
の
行
い
で
は

な
く
、
共
食
を
許
さ
れ
な
い
︵Skr. apā ṅkteya

︶
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
カ
の
も
の
で
あ
り
、

本
来
で
あ
れ
ば
神
像
つ
ま
り
神
本
人
の
所
有
物
で
あ
る
供
物
や
奉
納
物
を
我
が
物
と

す
る
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
カ
の
振
る
舞
い
は
、﹃
マ
ヌ
法
典
﹄11.26

が
禁
じ
る
﹁
神
の
所
有

権
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
規
定
に
反
す
る
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
続
くSām

baP 26. 26-38

に
は
、
サ
ー
ン
バ
の
求
め
る
バ
ラ
モ

ン
は
シ
ャ
ー
カ
大
陸
の
マ
ガ
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
太
陽
神
の
回
答
も
見
出
さ
れ
る
。

神
像
へ
の
奉
仕
は
バ
ラ
モ
ン
の
行
い
で
は
な
い
と
す
る
ナ
ー
ラ
ダ
仙
の
回
答
と
、
マ

ガ
は
太
陽
神
像
に
奉
仕
す
る
の
に
最
も
相
応
し
い
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
と
い
う
太
陽
神

の
回
答
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
たB

havi ṣyaP I. 139. 17

以
下
で
は
、

ナ
ー
ラ
ダ
仙
と
太
陽
神
と
同
じ
趣
旨
の
回
答
が
、
ど
ち
ら
も
ガ
ウ
ラ
ム
カ
と
い
う
一

人
の
バ
ラ
モ
ン
の
回
答
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。

　

こ
の
内
容
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
本
発
表
はB

havi ṣyaP I. 117. 37

に
お
け
る
﹁
太

陽
神
の
息
子
マ
ガ
は
父
で
あ
る
太
陽
神
の
財
産
に
対
す
る
権
利
を
持
つ
﹂
と
い
う
記

述
に
注
目
し
、Sām

baP 26. 32

やB
havi ṣyaP I. 139. 30

に
も
確
認
さ
れ
る
﹁
マ

ガ
は
太
陽
神
の
息
子
﹂
と
い
う
記
述
自
体
が
、
神
の
所
有
権
を
侵
す
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
カ

と
マ
ガ
を
区
別
す
る
根
拠
と
な
り
、ナ
ー
ラ
ダ
仙
ら
の
見
解
に
対
す
る
反
論
と
も
な
っ

て
い
る
と
指
摘
し
た
。

　

加
え
てB

havi ṣyaP I. 117. 6-8

で
は
、
太
陽
神
自
身
が
太
陽
神
像
へ
の
奉
仕
と
い

う
マ
ガ
に
定
め
ら
れ
た
宗
教
的
義
務
を
遵
守
し
て
い
る
が
故
に
、
マ
ガ
は
バ
ラ
モ
ン

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
も
ま
た
神
像
へ
の
奉
仕
は
バ
ラ
モ
ン
の
職
務
で

は
な
い
と
す
る
先
の
ナ
ー
ラ
ダ
仙
の
見
解
へ
の
反
論
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

マ
ガ
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
先
行
研
究
が
イ
ン
ド
土
着
の
集
団
で
は
な
く
、
イ
ラ

ン
に
起
源
を
有
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
院
で
神
像
を
祀
る
と
い
う
信
仰
形

態
そ
の
も
の
は
、
イ
ン
ド
で
は
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
に
は
遡
ら
な
い
比
較
的
後
代
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
異
国
に
起
源
を
持
ち
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
寺
院
の
太
陽

神
像
に
奉
仕
す
る
バ
ラ
モ
ン
と
見
な
さ
れ
た
マ
ガ
に
対
し
て
は
、
他
の
バ
ラ
モ
ン
た

ち
か
ら
そ
の
バ
ラ
モ
ン
と
し
て
の
正
統
性
に
疑
い
や
批
判
が
向
け
ら
れ
た
も
の
と
想

定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ガ
の
バ
ラ
モ
ン
と
し
て
の
正
統
性
を
主
張
す
る
根
拠

の
一
つ
が
﹁
太
陽
神
の
息
子
で
あ
る
こ
と
﹂
で
あ
り
、Sām

baP 26

に
お
け
る
ナ
ー

ラ
ダ
仙
ら
の
見
解
は
、
実
際
に
マ
ガ
に
向
け
ら
れ
た
批
判
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。︵
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
二
〇
Ｊ
一
〇
八
四
〇
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
︶
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﹃
啓
蒙
の
弁
証
法
﹄
に
お
け
る

　
﹁
イ
デ
ィ
オ
ジ
ン
ク
ラ
ジ
ー
﹂
と
は
何
か

︵
筑
波
大
学
大
学
院
︶　

布　

施　

京　

悟

　

ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、﹃
啓
蒙
の
弁
証
法
﹄
第
五
章
﹃
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
の
諸
要
素
﹄
五
節
に
お
い
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
に
見
ら
れ
る
﹁
病
的
憎
悪
＝
イ

デ
ィ
オ
ジ
ン
ク
ラ
ジ
ー
︵Idiosynkrasie

︶﹂
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
論
文
の

目
的
は
、
こ
の
病
的
憎
悪
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
病
的
憎
悪
を
生
物
の
﹁
擬
態
﹂
と
関
連

付
け
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
憎
悪
は
﹁
擬
態
＝
ミ
ミ
ク
リ
ー

︵M
im

ikry

︶﹂
の
一
つ
と
し
て
の
生
物
学
的
な
防
御
反
応
で
あ
る
。
こ
の
反
応
の
も

と
で
は
、
人
間
の
身
体
は
﹁
主
体
の
支
配
を
免
れ
、
そ
れ
だ
け
独
立
し
て
生
物
学
的

に
基
本
的
な
刺
激
に
身
を
委
ね
﹂、﹁
瞬
間
的
に
は
、
周
囲
の
動
か
な
い
自
然
へ
の
同

化
を
行
っ
て
﹂
お
り
、
そ
の
時
自
我
は
﹁
身
体
の
反
応
の
う
ち
に
し
か
自
己
を
経
験

し
な
い
と
い
う︶

1
︵

﹂。
ま
た
著
者
ら
は
そ
の
擬
態
と
し
て
の
反
応
を
﹁
麻
痺
反
応
﹂
と

も
呼
び
、
そ
れ
は
﹁
空
間
﹂
と
い
う
﹁
絶
対
的
な
疎
外
﹂
に
お
い
て
﹁
高
度
に
発
達

し
た
生
命
が
た
ん
な
る
自
然
へ
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
命
は
同
時
に
自
然

か
ら
疎
外
さ
れ
る
﹂
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
だ
と
言
う︶

2
︵

。

　

擬
態
と
言
え
ば
生
物
が
自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
自
ら
の
姿
を
別
の
何
か
に
似
せ

る
こ
と
で
あ
る
が
、
病
的
憎
悪
と
い
う
感
情
が
擬
態
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
然

に
近
づ
く
と
同
時
に
疎
外
に
も
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
著
者
ら
が
擬

態
の
側
面
か
ら
病
的
憎
悪
を
解
釈
す
る
時
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
尽
き
な
い
。

　

し
か
し
、
多
く
の
研
究
は
こ
の
﹁
擬
態
﹂
と
い
う
側
面
に
ほ
と
ん
ど
注
目
し
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
病
的
憎
悪
を
﹁
ミ
メ
ー

シ
ス
︵M

im
esis

︶﹂
と
い
う
概
念
と
対
比
し
て
解
釈
し
て
も
お
り
、
多
く
の
研
究

者
は
こ
の
対
比
に
基
づ
き
﹁
ミ
メ
ー
シ
ス
﹂
か
ら
病
的
憎
悪
を
解
釈
し
て
い
る
が
、

結
局
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
著
者
ら
の
﹁
擬
態
﹂
を
通
し
て
み
た

病
的
憎
悪
の
議
論
を
十
分
に
く
み
取
っ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
論
文
は
著
者
ら
の
﹁
擬
態
﹂
と
い
う
側
面
か
ら
病
的
憎
悪
を
解
釈
す
る
。

し
か
し
﹃
啓
蒙
の
弁
証
法
﹄
に
は
擬
態
に
関
す
る
手
掛
か
り
が
無
い
た
め
、
擬
態
に

つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
カ
イ
ヨ
ワ
の
議
論
を
参
照
す
る
。
カ
イ
ヨ
ワ
は
擬
態
を
精
神

衰
弱
と
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
。
擬
態
と
は
生
き
物
が
﹁
空
間
の
誘
惑
﹂
に
よ
っ
て

自
分
を
失
い
環
境
へ
同
化
す
る
こ
と
だ
と
い
う︶

3
︵

。﹁
空
間
は
そ
の
人
た
ち
を
追
い
か

け
、
包
囲
し
、
巨
大
な
食
細
胞
の
活
動
に
よ
っ
て
消
化
し
て
し
ま
う
。
遂
に
は
、
空

間
は
彼
ら
に
と
っ
て
か
わ
る
。
そ
の
と
き
身
体
は
思
考
か
ら
離
れ
、
個
人
は
そ
の
皮

膚
の
境
界
を
超
え
出
て
、
五
感
の
向
こ
う
側
に
住
む︶

4
︵

﹂。
そ
し
て
、﹁
身
体
は
空
間
を

作
り
だ
す
が
、
そ
の
空
間
は
身
体
を
﹁
痙
攣
的
に
所
有
す
る
の
で
あ
る︶

5
︵

﹂
と
カ
イ
ヨ

ワ
は
論
じ
る
。
こ
の
カ
イ
ヨ
ワ
の
主
張
は
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
病
的
憎

悪
を
擬
態
の
側
面
か
ら
論
じ
て
い
る
内
容
に
か
な
り
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論

文
は
こ
の
カ
イ
ヨ
ワ
の
主
張
に
そ
っ
て
病
的
憎
悪
を
﹁
擬
態
﹂
の
側
面
か
ら
解
釈
し

て
い
く
。

注︵
1
︶ 

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
著
、
永
井
恂
訳
﹃
啓
蒙
の
弁
証
法
﹄、

二
〇
〇
七
年
、
岩
波
文
庫
、pp.375f.

。

︵
2
︶ 

同
上
、p.376

。

︵
3
︶ 

ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
著
、
久
米
博
訳
﹃
神
話
と
人
間
﹄、
一
九
七
五
年
、
せ
り

か
書
房
、p.115

。

︵
4
︶
同
上
、pp.116f.

。

︵
5
︶
同
上
、p.117

。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
永
劫
回
帰
思
想
解
釈
を
通
じ
た

﹁
本
来
的
時
間
性
﹂
と
死
と
の
関
係
に
つ
い
て

︵
筑
波
大
学
大
学
院
︶　

丸　

山　
　
　

徹

私
た
ち
は
死
に
つ
い
て
﹁
生
の
断
絶
お
よ
び
永
遠
の
無
﹂
と
い
う
認
識
を
持
っ
て

い
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
妥
当
な
も
の
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
本
発
表
は
、

こ
う
し
た
認
識
が
一
方
通
行
で
直
線
的
な
時
間
の
観
念
に
立
脚
し
て
い
る
と
仮
定

し
、
こ
う
し
た
観
念
を
批
判
す
る
主
張
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
永

劫
回
帰
思
想
解
釈
、
お
よ
び
﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
記
述
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、
時
間
と

死
と
の
本
来
的
な
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
﹃
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
﹄﹁
幻
影
と
謎
﹂
節
に
お

け
る
侏
儒
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
問
答
に
、
永
劫
回
帰
思
想
の
最
も
具
体
的
な
表

現
を
み
る
。
侏
儒
は
、
過
去
と
将
来
へ
そ
れ
ぞ
れ
永
遠
に
伸
び
た
道
は
ど
こ
か
で
交

わ
り
、
円
環
の
時
間
の
う
ち
で
す
べ
て
の
こ
と
は
繰
り
返
し
無
限
に
起
こ
る
と
す

る
。
し
か
し
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
。
彼
に

と
っ
て
過
去
と
将
来
は
互
い
に
逆
向
き
に
走
り
、
今
自
分
の
い
る
地
点
で
衝
突
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
永
劫
回
帰
思
想
を
思
惟
す
る
こ
と
は
﹁
存
在
者
の
全
体
が
如
何

に
存
在
す
る
の
か
﹂
を
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
侏
儒
の
態
度
は
、﹁
出
席

者
を
数
え
る
際
に
自
分
自
身
を
数
に
入
れ
る
の
を
忘
れ
て
い
る
人
と
同
じ
よ
う
に
、

計
算
全
体
の
際
に
一
人
の
自
己
と
し
て
の
人
間
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
﹂、
つ
ま
り
時
間
全
体
を
第
三
者
の
視
点
か
ら
計
算
し
、
存
在
者
の
全
体
か
ら

自
分
自
身
を
不
当
に
引
き
抜
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
自
分
自
身
が

﹁
自
分
に
引
き
渡
さ
れ
た
自
己
と
し
て
意
志
に
於
い
て
将
来
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る

こ
と
﹂
を
考
慮
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
将
来
と
過
去
と
が
衝
突
す
る
こ
の
﹁
瞬
間
﹂

に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
や
っ
て
く
る
将
来
に
お
い
て
自
分
が
ど
の
よ

う
に
在
る
か
、
お
の
れ
の
意
志
を
も
っ
て
そ
の
自
己
を
迎
え
入
れ
、
そ
れ
を
外
な
ら

ぬ
こ
の
自
分
自
身
が
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
侏
儒
は
自
分
自
身
が
立
っ
て
い
る
こ

の
瞬
間
を
見
過
ご
し
て
い
た
。
手
近
な
生
き
延
び
を
選
び
、
自
分
自
身
の
も
と
に
い

る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
い
て
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
﹁
今

連
続
﹂
と
し
て
の
時
間
は
、
根
源
的
な
時
間
で
あ
る
﹁
時
間
性
﹂
の
通
俗
的
な
解
釈

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
現
存
在
は
常
に
お
の
れ
の
﹁
最
も
固
有
な

0

0

0

0

0

、
没
交
渉
的
な

0

0

0

0

0

、

追
い
越
し
え
な
い
存
在
し
う
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
へ
と
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
死
は
そ
う
し
た

現
存
在
の
最
も
極
端
な
可
能
性
と
し
て
開
放
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
性
は
、

現
存
在
が
本
来
的
な
仕
方
で
既
在
し
つ
つ
、
最
も
固
有
な
存
在
し
う
る
こ
と
に
お
い

て
お
の
れ
へ
と
到
来
す
る
こ
と
か
ら
時
熟
す
る
。
現
存
在
が
お
の
れ
の
最
も
固
有
な

存
在
を
忘
却
す
る
と
き
、
時
間
は
直
線
の
も
の
と
な
り
、
現
存
在
は
そ
の
う
ち
で
滑

り
落
ち
る
は
か
な
い
時
間
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
現
実
的
な
時
間
の
な
か
で
死
を
迎
え

る
。
一
方
、
自
分
自
身
の
も
と
に
い
る
こ
と
へ
の
抵
抗
に
耐
え
常
に
本
来
的
な
自
己

へ
と
お
の
れ
を
創
り
変
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
時
間
は
過
ぎ
去
る
も
の
で
は
な
く
、

瞬
間
と
永
遠
と
が
重
な
り
合
い
、
生
成
す
る
も
の
と
し
て
﹁
現
実
の
寿
命
を
超
越
し

た
遙
か
な
る
時
﹂
を
生
き
る
の
で
あ
る
。

2 月 22日校了1月 29日校了
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2 月 22日校了

和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
人
間
存
在
の
顕
示

︱
﹁
実
践
的
了
解
﹂
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て

︱

︵
筑
波
大
学
大
学
院
︶　

李　
　
　
　
　

璐

　

近
代
倫
理
学
者
・
和
辻
哲
郎
︵
一
八
八
九
～
一
九
六
〇
年
︶
の
﹃
人
間
の
学
と
し

て
の
倫
理
学
﹄︵
一
九
三
四
年
︶
に
よ
れ
ば
、
倫
理
学
は
人
間
存
在
の
行
為
に
お
け

る
根
本
構
造
の
論
理
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
的
構
造
を
顕
示
に
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
顕
示
す
る
た
め
に
は
、
解
釈
学
的
方
法
を
用
い
る
こ

と
を
主
張
す
る
。

　

し
か
し
そ
の
人
間
存
在
論
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
解
釈
学
的
方
法
に
関
す
る
諸
言

説
に
対
し
て
は
、
従
来
の
先
行
研
究
で
は
様
々
な
批
判
の
声
が
少
な
く
な
い
。
そ
の

中
で
は
特
に
、
和
辻
の
人
間
存
在
の
基
礎
的
分
析
に
お
い
て
は
日
常
性
の
重
視
の
問

題
や
現
実
と
倫
理
的
理
想
の
混
淆
の
問
題
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
異
議
に
対
し
、
近
年
で
は
倫
理
学
者
飯
島
裕
治
に
よ
っ
て
和
辻
の
人
間

存
在
論
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
が
な
さ
れ
た
。
飯
島
は
和
辻
の
行
為
観
か
ら
そ
の
解

釈
学
的
倫
理
学
を
再
検
討
し
、
和
辻
の
倫
理
学
は
決
し
て
日
常
の
次
元
に
と
ど
ま
ら

ず
、﹁
行
為
す
べ
き
﹂
と
い
う
規
範
的
立
場
か
ら
も
離
れ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
じ
く
現

に
行
わ
れ
て
い
る
日
常
的
行
為
の
成
立
構
造
を
根
源
的
に
掘
り
出
す
理
論
︵
存
在
論

的
認
識
︶
を
そ
の
論
理
的
基
盤
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
に
力
を
入
れ
る
。

　

今
ま
で
の
先
行
研
究
と
飯
島
と
の
議
論
を
比
較
す
る
と
、
和
辻
の
人
間
存
在
論
に

お
け
る
日
常
性
に
基
づ
く
存
在
論
的
認
識
に
対
し
て
見
解
の
不
一
致
が
あ
る
こ
と
が

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
和
辻
の
人
間
存
在
論
に
お
け

る
存
在
論
的
認
識
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
問
題
へ
の
ア

ク
セ
ス
と
し
て
、
本
発
表
は
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
﹁
実
践
的
了
解
﹂
の
概
念
に
着

目
し
、
そ
の
﹁
実
践
的
了
解
﹂
が
和
辻
の
人
間
存
在
の
基
礎
的
分
析
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
倫
理
学
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

考
察
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
存
在
了
解
﹂
に
対
す
る
和
辻
の

批
判
的
受
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
﹁
実
践
的
了
解
﹂
の
概
念
の
特
徴
を

確
認
す
る
。
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
存
在
了
解
﹂
に
お
け
る
全
体
的
先
験
的
な
暗

黙
性
や
分
節
的
可
能
性
に
同
感
し
つ
つ
も
、
そ
の
現
象
学
の
志
向
性
を
批
判
す
る
。

そ
の
上
で
、﹁
も
の
﹂
と
の
関
わ
り
を
存
在
分
析
の
視
野
と
す
る
﹁
存
在
了
解
﹂
を
、

間
柄
の
場
面
を
人
間
存
在
の
基
盤
と
す
る
﹁
実
践
的
了
解
﹂
に
言
い
替
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
日
常
的
な
実
践
的
行
為
的
連
関
を
可
能
に
す
る
﹁
実
践
的
了
解
﹂
こ
そ
が
、

人
間
存
在
の
根
本
構
造
に
最
も
接
近
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
窺
え
る
。

　

ま
た
﹁
実
践
的
了
解
﹂
が
解
釈
学
的
方
法
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
倫
理
的
自
覚

に
つ
な
が
っ
て
い
く
過
程
を
確
認
す
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
解
釈

は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
体
験
に
よ
る
理
解
に
留
ま
っ
て
、
倫
理
の
認
識
が
問
題
と
視

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
解
釈
学
の
克
服
と
し
て
、
和
辻
は
間
柄
的
表
現
を
媒
介
と
し
実

践
的
了
解
︵
暗
黙
知
︶
と
理
解
︵
顕
在
知
︶
と
の
循
環
構
造
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
の
行
為
の
全
体
的
構
造
へ
の
追
及
が
必
然
的
に
自
分
に
す
で
に
存
す
る
具
体
的

な
共
同
体
的
倫
理
を
自
覚
す
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
超
越
的
実
践
に
向
か
わ
せ
て
い

く
こ
と
も
で
き
る
と
主
張
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
和
辻
倫
理
学
は
日
常
性
に
出
発

し
な
が
ら
自
覚
者
の
求
道
的
立
場
を
も
前
提
と
し
て
志
向
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

1 月 29日校了
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元
田
永
孚
の
儒
教
思
想
の
座
標

︱
儒
教
と
皇
道
主
義
的
言
説
の
間

︱

︵
筑
波
大
学
︶　

嚴　
　
　

錫　

仁

　

本
発
表
は
、
熊
本
実
学
派
の
一
員
と
し
て
、
人
生
の
後
半
期
に
明
治
天
皇
の
側
近

と
な
り
、
当
時
の
大
勢
の
西
欧
近
代
化
の
流
れ
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
保
守
反
動

の
儒
教
主
義
的
な
政
治
・
政
策
の
復
活
を
主
導
し
た
、
元
田
永
孚
︵
一
八
一
八
～

一
八
九
一
︶
の
活
動
の
思
想
的
意
義
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
儒
教
思
想

を
活
動
の
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
天
皇
中
心
の
皇
道
主
義
を
そ
こ
に
持
ち
込
み
、
儒

教
の
経
典
を
﹁
皇
道
の
訓
解
﹂﹁
皇
道
の
註
釈
﹂
と
し
て
表
現
す
る
元
田
の
思
想
営

為
︱
儒
教
的
皇
道
主
義
、
あ
る
い
は
皇
道
主
義
的
儒
教
︱
の
内
容
如
何
を
問
い
直
し

て
み
た
い
。

　

元
田
自
身
が
﹁
夙
に
尊
王
経
世
ノ
志
ア
リ
﹂ 

と
懐
述
し
、
実
際
に
儒
教
に
加
え
た

多
く
の
皇
道
主
義
の
言
説
が
混
在
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
優
先
的
で

真
意
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
問
い
は
、
も
は
や
無
理
・
無
意
味
な
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
問
い
を
問
う
の
は
、
少
な
く
と
も
明
治
か
ら
昭

和
前
期
に
か
け
て
の
近
代
思
想
史
に
お
い
て
、
元
田
の
﹁
儒
教
的
皇
道
主
義
﹂
が
持

つ
象
徴
性
が
格
別
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
思
想
史
が
、
元
田
が
希
望
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か 

、
挫
折
・
変
質
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、

近
代
儒
教
思
想
史
に
与
え
た
元
田
の
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
昭
和
十
二
年
、
文
部
省
よ
り
刊
行
し
た
﹃
国
体
の
本
義
﹄
の
内
容
を

敷
衍
解
説
す
る
た
め
に
、
当
時
の
学
習
院
名
誉
教
授
の
飯
島
忠
夫
に
依
頼
し
て
編
纂

し
た
﹃
日
本
の
儒
教
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
元
田
に
関
す
る
言
及
は
、
昭
和
思
想
界

に
お
け
る
彼
の
影
響
力
を
窺
わ
せ
る
一
つ
の
材
料
と
な
る
。
冊
子
の
最
尾
に
置
か
れ

て
い
る
﹁
憲
法
と
教
育
勅
語
と
儒
教
﹂
と
い
う
章
の
な
か
の
も
の
で
、
元
田
を
﹁
朱

子
学
者
で
あ
つ
て
、
儒
教
を
以
て
絶
対
の
真
理
と
信
じ
て
居
た
人
で
あ
る
﹂
と
紹
介

し
、
元
田
が
直
間
接
的
に
関
わ
っ
た
明
治
憲
法
と
教
育
勅
語
に
つ
い
て
、﹁
推
古
天

皇
以
来
幾
多
の
波
乱
を
重
ね
て
議
論
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
日
本
の
道
は
、
こ
の
明

治
天
皇
が
下
し
賜
は
つ
た
憲
法
と
教
育
勅
語
に
よ
つ
て
、
明
快
に
し
て
徹
底
せ
る
解

決
に
達
し
、
従
つ
て
儒
教
の
立
場
も
ま
た
明
瞭
と
な
つ
た
。
憲
法
と
教
育
勅
語
と
は

実
に
皇
道
の
最
高
経
典
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

元
田
の
儒
教
に
加
え
た
皇
道
主
義
的
言
説
は
、
国
民
道
徳
あ
る
い
は
日
本
精
神
と

い
っ
た
時
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
創
出
・
普
及
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
源
泉
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
近
代
思
想
史
の
召
喚
に
応
じ
て
、
純
粋
で
な
い
保
守
反
動
的

な
儒
学
者
元
田
の
イ
メ
ー
ジ
も
増
幅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
﹁
純
粋
で
な

い
儒
教
﹂
は
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
普
遍
的
儒
教
と
特
殊
・
固
有
の
儒
教
と
い
う
問
題

に
も
換
置
で
き
よ
う
。
儒
教
に
加
え
た
皇
道
主
義
的
言
説
の
ゆ
え
に
﹁
純
粋
で
な
い

儒
教
﹂
と
い
う
表
現
と
な
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
日
本
の
特
殊
・
固
有
的
な
儒
教
と
も

な
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
念
頭
に
置
い

て
、
元
田
の
儒
教
に
加
え
た
皇
道
主
義
的
言
説
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
を
、
儒
教
的

な
革
命
論
と
皇
道
主
義
的
な
血
統
論
の
関
係
、
三
種
の
神
器
と
儒
教
の
智
仁
勇
三
徳

の
結
び
付
け
、
元
田
の
儒
教
主
義
が
追
求
し
た
理
想
的
政
治
、
と
い
う
内
容
で
検
討

す
る
。

1 月 15日校了1月 19日校了

（93）



47

1 月 15日校了

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
と
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
の
弁
証
法

︵
立
正
大
学
︶　

吉　

田　

真　

哉

　

ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
影
響
さ
れ
て
独
自
の
弁
証
法
を
展
開

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
影
響
関
係
を
見
出
す
こ
と

は
誤
り
と
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
否
定
を
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
は
等
閑
視
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
を
否
定
的
に
評
価
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
ス
パ

ヴ
ェ
ン
タ
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
前
提
し
て
い
る
の

は
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
積
極
的
な
関
与
と
い
う
﹁
所
与
の
事
実

の
肯
定
﹂
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
へ
の
評
価
は
マ
ル
ク
ー
ゼ
だ
け
に

限
ら
な
い
。
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
の
哲
学
に
お
け
る
真
偽
や
優
劣
が
問
わ
れ
る
局
面

で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
関
り
か
ら
偽
や
劣
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
展

開
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
の
意
図
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ジ
ェ
ン

テ
ィ
ー
レ
の
哲
学
が
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

こ
こ
で
重
視
し
た
い
こ
と
は
上
述
の
排
中
律
の
回
避
で
あ
り
、
さ
ら
に
曖
昧
さ
の
余

地
を
広
く
残
す
弁
証
法
の
積
極
性
の
明
示
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
理
解
す
る
場
面
で
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
が
こ
だ
わ
っ
た
こ
と

は
演
繹
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
に
と
っ
て
弁
証
法
は
思
考
と
い
う
行
為
に
立
脚

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
実
在
は
思
考
に
依
存
す
る
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
こ
の
思
考
は
完
了
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
完
了
し
な
い
行
為
を
彼
は

具
体
性
に
お
い
て
捉
え
な
お
し
た
。
こ
れ
は
思
考
さ
れ
た
思
考
︵
過
去
︶
と
思
考

す
る
思
考
︵
現
在
︶
の
共
同
的
な
成
長
︵con-crescere

︶
と
も
言
い
換
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
成
長
の
契
機
を
思
考
に
見
出
し
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
に
と
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
演
繹
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

弁
証
法
の
生
成
が
導
出
的
と
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
生
成
は
す
で
に
決
定
さ
れ
た
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
こ
で
の
弁
証
法
的
な
成
長
は
、

も
は
や
成
長
で
は
な
く
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
の
思
考
行
為
に
よ
る
観
念
論
は
、

独
我
論
に
か
な
り
近
づ
い
て
も
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ン

テ
ィ
ー
レ
は
過
去
の
事
実
や
客
観
性
の
意
義
を
す
べ
て
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
た

だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
と
比
べ
る
と
過
去
を
尊
重
す
る
彼
の
態
度
は
か
な
り
弱
い
。
彼
に

と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
在
に
お
け
る
思
考
す
る
者
の
行
為
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
白
か
黒
か
あ
る
い
は
肯
定
か
否
定
か
の
二
者
択
一
で

は
な
く
、
濃
淡
の
ち
が
い
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
過
去
か
ら
の
働
き
か
け
も
重
視
し

た
た
め
に
、
現
在
的
思
考
を
修
正
す
る
余
地
を
認
め
る
こ
と
が
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ

よ
り
も
は
る
か
に
容
易
く
で
き
た
。
し
か
し
こ
の
た
め
に
具
体
性
の
領
域
が
狭
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
は
具
体
性
に
よ
る
行
為
の
活
発
さ

を
尊
重
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
た
め
に
彼
は
独
我
論
に
近
づ
い
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
い
ず
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
ジ
ェ

ン
テ
ィ
ー
レ
の
哲
学
的
支
持
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

1 月 19日校了
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種
か
ら
芽
は
生
じ
る
か

︱
仏
教
に
お
け
る
﹁
不
生
不
滅
﹂
の
思
想

︱

︵
筑
波
大
学
︶　

吉　

水　

千
鶴
子

　

本
発
表
で
は
、
大
乗
仏
教
の
一
学
派
で
あ
る
中
観
派
が
唱
え
た
﹁
不
生
不
滅
﹂
の

思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
を
異
な
る
学
説
と
の
比
較
に
よ
っ
て
論
じ

た
。
中
観
派
と
は
、
二
～
三
世
紀
に
イ
ン
ド
に
現
れ
た
思
想
家
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
、
漢
訳
名
龍
樹
の
﹃
中
論
﹄
と
呼
ば
れ
る
書
物
に
説
か
れ
た
教
義
を
継
承
し
、
発

展
さ
せ
た
人
た
ち
の
総
称
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
で
中
観
派
と
並
ぶ
学
派
は
瑜
伽
行
派

で
あ
る
が
、
瑜
伽
行
派
も
初
期
仏
教
も
﹁
不
生
不
滅
﹂
を
説
く
こ
と
は
な
い
。
中
観

派
に
特
徴
的
な
﹁
空
﹂﹁
無
自
性
﹂
と
い
う
思
想
は
仏
教
内
で
は
共
有
さ
れ
て
い
る
が
、

﹁
種
か
ら
芽
は
生
じ
な
い
﹂
と
い
う
考
え
方
は
共
有
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
一

見
す
る
と
、﹁
縁
起
﹂
と
い
う
仏
教
の
根
本
的
な
教
え
に
反
す
る
よ
う
な
印
象
す
ら

あ
る
。
し
か
し
、ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
﹁
不
生
不
滅
﹂
こ
そ
が
縁
起
だ
と
﹃
中
論
﹄

の
冒
頭
で
明
言
し
た
。﹁
生
じ
る
﹂
と
い
う
動
詞
で
表
現
さ
れ
る
行
為
︵
ア
ク
シ
ョ

ン
︶
が
あ
れ
ば
そ
の
主
語
と
な
る
べ
き
主
体
も
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
芽
の
生
起
を

想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
種
か
ら
生
じ
る
。﹁
種
﹂
は
原
因
で
﹁
芽
﹂
は
結
果
と

な
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
は
同
じ
も
の
な
の
か
、
異
な
る
も
の
な
の
か
。

　
﹁
種
﹂
は
﹁
発
芽
の
も
と
に
な
る
も
の
﹂
で
あ
り
、﹁
種
﹂
と
﹁
芽
﹂
は
同
一
で
は

あ
り
得
な
い
。
一
方
、﹁
種
﹂
と
﹁
芽
﹂
が
別
々
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
種
が
な
く
な
っ

て
芽
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
現
象
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
断
絶
も
存
在
の
交
替
も
な
く
、
し
か
し
変
化
し
な
い
こ
と
も
な
く
、
移
り
変

わ
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
認
識
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
言
語
と
概
念
に
よ
っ
て
切
り
取

り
分
節
化
し
て
、
私
た
ち
は
﹁
種
か
ら
芽
が
生
じ
る
﹂
と
表
現
す
る
が
、
リ
ア
リ

テ
ィ
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
主
体
の
﹁
生
滅
﹂
は
な
い
。
こ
れ
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
が
考
え
た
﹁
不
生
不
滅
の
縁
起
﹂
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
峙
す
る
思
想
に
﹁
刹
那
滅
思
想
﹂
が
あ
る
。
仏
教
の
中
で
も
経
量
部
、

瑜
伽
行
派
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
こ
の
因
果
論
、
存
在
論
に
よ
る
と
、
や
は
り
種
と

芽
と
い
う
大
ま
か
な
因
果
関
係
は
解
体
す
る
が
、
原
因
と
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
別
個
の
存
在
と
み
な
し
、
前
の
刹
那
が
次
の
刹
那
の
原
因
と
な
り
、
そ
の
連
続
が

認
識
さ
れ
な
い
が
進
ん
で
い
る
、
と
考
え
る
。
あ
る
時
芽
が
認
識
さ
れ
て
﹁
芽
が
出

た
﹂
と
確
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
刹
那
の
一
フ
ェ
ー
ズ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
因
果
モ

デ
ル
は
、
刹
那
の
交
替
す
な
わ
ち
﹁
生
滅
﹂
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

後
代
の
中
観
派
は
こ
の
因
果
モ
デ
ル
を
批
判
す
る
。
刹
那
の
存
在
が
交
替
す
る
と

す
れ
ば
、
二
つ
の
刹
那
は
同
時
な
の
か
異
時
な
の
か
、
同
時
で
あ
れ
ば
因
果
同
時
に

な
っ
て
し
ま
い
、
存
在
も
同
一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
異
時
で
あ
れ
ば
、
原
因
の
刹
那

は
次
の
刹
那
に
は
滅
し
て
い
る
た
め
、
原
因
に
な
る
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
。

私
た
ち
は
﹁
種
﹂﹁
芽
﹂
な
ど
の
主
体
を
想
定
し
、
そ
の
変
化
を
行
為
と
し
て
言
語

化
し
、
主
体
通
し
の
関
係
を
﹁
原
因
﹂﹁
結
果
﹂
な
ど
に
よ
っ
て
説
明
す
る
が
、
そ

れ
は
リ
ア
ル
な
現
象
世
界
を
説
明
す
る
に
足
る
モ
デ
ル
で
は
な
い
、
真
実
は
認
識
・

言
語
・
概
念
に
よ
っ
て
区
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
原
因
と
結
果
も
区
切
る
こ
と
が

で
き
な
い
あ
り
方
で
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
不
生
不
滅
の
縁
起
と
い
う
、
と

中
観
派
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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