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と
あ
る
研
究
会
で
の
こ
と
。

西
欧
中
世
を
代
表
す
る
神
学
者
・

哲
学
者
が
論
ず
る
「
愛」

に
つ
い
て
解
釈
を
展
開
し

て
い
た
論
者
が、

人
間
は
本
来
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
生
き
も
の
で
あ
り、

そ
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
愛
は
当
為
と

し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
た。

人
間
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
体
現
す
る
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
は、

お
そ
ら

く、

こ
の
論
者
に
の
み
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。

人
間
性
の
本
質
へ
の
洞
察
を
考
究
の
出
発
点
と
し
て
自
己
の
哲
学
研

究
を
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
学
徒
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が、

こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
あ
ろ
う。

わ
た
し
た
ち
は、

自
己
の
内
面
に
渦
巻
く、

せ
め
て
自
分
だ
け
は
安
穏
で
あ
り
た
い
と
願
う
心
情
の
存
在
に
気
づ
く

と
き、

た
だ
ち
に、
「
人
間
11

エ
ゴ
イ
ス
ト
」

と
い
う
認
識
の
普
遍
的
な
妥
当
性
を
認
め
て
し
ま
う。

そ
の
際、

人
間

が
エ
ゴ
イ
ス
ト
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
よ
う
な
次
元
を
乗
り
超
え
て、

別
の
位
相
に
利
他
的
精
神
を
定
位
さ
せ
る
こ

と
が
人
間
の
道
徳
的
・

倫
理
的
な
課
題
と
さ
れ、

哲
学
や
倫
理
学
の
眼
目
は、

そ
う
し
た、

お
そ
ら
く
は
完
全
な
形
で

の
実
現
が
不
可
能
な
課
題
に
肉
薄
す
る
こ
と
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

哲
学
・

倫
理
学
関
係
の
学
界
で、

今
H
な
お、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
多
様
な
角
度
か
ら
論
究
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
（
ち
な
み
に、

昨
年
の
日

本
倫
理
学
会
の
共
通
課
題
は
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」

で
あ
っ
た）
。

し
か
し、

人
間
が
本
来
的
に
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
言
説
は、

正
当
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か。

い
わ
ず
も
が
な

な
ま
み

の
こ
と
な
が
ら、

生
身
の
人
間
は
神
で
も
な
け
れ
ば
仏
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
人
間
が、

自
己
の
「
個」

性
を
顧
み
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る
こ
と
な
く、

全
霊
を
も
っ
て
他
者
の
た
め
に
尽
く
す
と
い
う
事
態
が
容
易
に
成
立
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

か
り
に

自
己
滅
却
的
な
人
格
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
と
し
て
も、

そ
う
し
た
無
私
の
魂
で
さ
え
も
ど
こ
か
に
自
己
の
「
個」

性
へ
の
拘
泥
性
を
残
存
さ
せ
て
い
る
と
見
る
の
が、

深
い
人
間
洞
察
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が、

人
間

は
た
だ
自
分
の
た
め
だ
け
に
生
き
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か。

徹
頭
徹
尾
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
貰
か
れ
た
存
在
者
と
し
て
在
り
続

け
る
こ
と
は、

人
間
に
と
っ
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か。

っ
と
に
和
辻
哲
郎
の
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学』
『
倫
理
学』

が
強
調
す
る
よ
う
に、

人
間
と
は
人
と
人
と
の

間
に
在
る
存
在
者
で
あ
る。

い
い
か
え
れ
ば、

人
間
は、

先
所
与
的
な
関
係
性
の
た
だ
な
か
に
い
つ
も
す
で
に
投
げ
出

さ
れ
て
在
る
存
在
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

そ
れ
が
核
と
な
っ
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
構
築
す
る
「
個」

は、

じ
つ
は
後
位

的
に
存
立
す
る
実
体
で
あ
り、

そ
れ
は
「
種」

の
先
所
与
性
を
前
提
と
し
て
の
み
在
る
こ
と
を
確
定
さ
れ
る。

わ
た
し
た
ち
が
こ
の
世
に
生
を
う
け
る
一

瞬
に
ど
の
よ
う
な
事
態
が
成
立
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
よ
う。

わ
た
し

た
ち
は、

所
与
の
関
係
性
が
網
の
目
の
よ
う
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
「
種」

的
情
況
の
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
る。

た
と

え
ば、

産
院
で
生
を
享
け
る
と
き、

わ
た
し
た
ち
は、

医
師
や
看
護
師、

事
務
員
や
守
衛
た
ち、

そ
し
て
親
や
そ
の
家

族
た
ち
が
織
り
成
す
複
雑
な
関
係
の
な
か
に、

種
的
協
同
性
を
濃
厚
に
帯
び
た
存
在
者
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
る。

そ
の

と
き、

わ
た
し
た
ち
は、
一

切
の
「
個」

性
と
無
縁
で
あ
る。
「
個」

性
は、

関
係
の
先
所
与
的
な
総
体
に
精
神
が
対

峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
も
の
。

そ
れ
は、
「
種」

性
に
対
し
て
終
始
後
天
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

そ
の
よ
う
な
人
間
が
存
在
の
初
元
か
ら
す
で
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
生
き
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は、

論
理

の
飛
躍
な
し
に
は
と
う
て
い
不
可
能
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

人
間
は
「
種」

的
関
係
性
の
た
だ
な
か
を、

他
者
と
の

あ
い
だ
に
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
人
間
が、

そ
の
在
り
か
た
の
本
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来
性
に
即
し
て
い
つ
も
す
で
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は、

人
間
存
在
の
根
源
的
特
性
を
見
落

と
す
謬
見
で
は
な
い
の
か。

あ

ま

た

た
し
か
に、

人
間
は
自
己
の
幸
福
を
こ
い
ね
が
う。

数
多
の
先
哲
が、

道
徳
的
行
為
と
幸
福
と
の
合
致
を
希
求
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る。

自
己
の
幸
福
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
道
徳
的
行
為
も
成
り
立
ち
え
な
い
と
い
う

の
が、
一

見、

人
間
性
の
根
幹
に
関
わ
る
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る。

し
か
し、

人
間
は、

関
係
的

存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り、
一

個
の
自
律
（
立）

者
と
し
て
幸
福
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
く
な
く
と
も、

自
己
が

そ
の
な
か
へ
と
投
げ
出
さ
れ
て
在
る
網
の
H
の
よ
う
な
関
係
の
な
か
の、

自
己
に
と
っ
て
濃
密
に
構
築
さ
れ
る
部
分
が

幸
福
で
な
い
か
ぎ
り、

人
間
は、

自
己
に
固
有
な
幸
福
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば、

他
者
と
の

あ
い
だ
に
営
む
関
係
が、

ひ
い
て
は、

そ
の
関
係
の
一

方
の
極
で
あ
る
他
者
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ、

自

己
も
ま
た
幸
福
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

こ
の
こ
と
に
思
い
を
致
す
な
ら
ば、

人
間
が
本
来
的
に
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
と

い
う
認
識
は、

と
う
て
い
妥
当
な
も
の
と
し
て
成
立
し
え
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
性
の
根
底
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
る
人
々
は、

人
間
を
自
己
ひ
と
り
の
た
め
に
生
き
る
存
在
者
と
見
な
す。

し
か

し、

人
間
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
見
か
た
は、

右
に
述
べ
た
よ
う
に、
「
人
間」

と
い
う
語
が
含
意
す
る
本
源
的
な
態
様

に
背
馳
す
る。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

そ
れ
は、

人
間
が
生
活
世
界
を
生
き
る、

そ
の
現
場
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た

理
解
を
欠
く
も
の
で
も
あ
る。

と
い
う
の
も、

た
だ
自
己
の
た
め
の
み
に
構
築
さ
れ
る
生
は、

そ
こ
に
何
の
生
き
が
い

も
見
い
だ
し
え
な
い
、

空
虚
な
時
間
の
経
過
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら。

自
己
に
は
自
己
に
特
有
の
喜
び
と
い
う
も
の
が

あ
り、

生
き
が
い
と
は、

そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る。

だ
が、

自
己
の
喜
び
は
と
も
に
喜
ぶ
他
者
が
い
て、

は

じ
め
て
十
全
な
も
の
と
な
る。

ど
れ
ほ
ど
大
き
な
喜
悦
で
あ
っ
て
も、

そ
れ
を
共
有
す
る
他
者
を
欠
く
か
ぎ
り、

人
間
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は
そ
こ
に
幸
福
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い。
己
れ
の
喜
び
を
共
有
す
る
他
者、
憂
苦
を
分
か
ち
合
う
他
者
が
い
て

こ
そ、
人
間
は
幸
福
を
実
感
で
き
る。
し
か
も、
そ
の
実
感
へ
と
迫
り
ゆ
く
途
は、
他
者
の
た
め
に
己
れ
を
無
に
す
る

こ
と
以
外
に
は
な
い。

他
者
の
幸
福
あ
る
い
は
救
済
を
め
ざ
し
て、
自
己
を
無
に
す
る
こ
と。
そ
れ
は、
愛
と
い
う
語
に
よ
っ
て
名
指
す
こ

と
の
で
き
る
事
態
で
あ
ろ
う。
な
ら
ば、
無
即
愛
の
立
場
に
立
つ
こ
と
こ
そ
が、
人
間
性
の
根
幹
を
な
す
本
質
的
な
態

様
で
あ
る
と
と
も
に、
人
間
の
生
き
が
い
を
構
築
す
る
原
基
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
無
即
愛
か。

人
間
性
の
本
質
を
め
ぐ
る
こ
の
問
い
は、
わ
た
し
た
ち
が
「
人
間」
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、
は
じ
め
か
ら
す
で
に

―
つ
の
明
快
な
解
を
与
え
ら
れ
て
い
る。
本
書
の
箪
者
に
は、
「
人」
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い。
し
か
し、
す
く
な
く

と
も
「
人
間」
が、
一
瞬
た
り
と
も
無
即
愛
の
立
場
を
離
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
者
で
あ
る
こ
と
は、
ほ

と
ん
ど
自
明
で
さ
え
あ
る。
こ
う
し
た
自
明
な
解
に
対
し
て
不
審
を
投
げ
か
け
る
向
き
に
は、
あ
え
て
問
う
て
み
よ
う。

あ
な
た
は、
あ
な
た
の一
日
を
た
だ
自
己
の
こ
と
の
み
を
考
え
て、
あ
る
い
は
自
己
の
利
益
の
み
を
図
り
な
が
ら
生
き

抜
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か、
と。

こ
の
問
い
に
「
然
り」
と
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い。
網
の
目
の
よ
う
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
関
係
性
へ
の
配

慮
を
欠
く
な
ら
ば、
人
間
は
「
間」
に
在
る
こ
と
の
意
義
を
失
い、
単
な
る
「
人」
に
堕
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら。
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
定
着
す
る
位
相
は、
お
そ
ら
く、
「
人」
の
世
界
の
う
ち
に
存
す
る
の
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し、
「
人」

と
い
う
存
在
者
は、
そ
こ
に
ま
つ
わ
り
つ
く
孤
絶
性
の
ゆ
え
に、
生
へ
の
可
能
性
を
欠
い
た
虚
体
に
す
ぎ
な
い。
人
間

に
と
っ
て、
「
人」
と
し
て
在
る
こ
と
は
本
来
的
に
不
可
能
で
あ
り、
し
た
が
っ
て、
「
人」
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
実
体

を
伴
わ
な
い
観
念
の
域
を
出
な
い。
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い
ま
か
り
に、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
悪
と
規
定
す
る
な
ら
ば、

そ
れ
と
対
跛
的
位
置
に
立
つ
無
即
愛
の
立
場
は、

端
的
に

善
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る。

と
な
れ
ば、

無
即
愛
に
立
脚
し
つ
つ
己
が
生
を
構
築
す
る
人
間
は、

本
性
的
に
善
な
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

こ
こ
に、

性
善
説
が、

有
意
義
な
言
説
と
し
て
浮
上
す
る。

水
中
に
墜
ち
る
幼
児
を
見

て、

自
身
の
危
険
を
も
顧
み
ず、

こ
れ
を
救
お
う
と
す
る
よ
う
な
人
間
精
神
の
存
在
が、

実
質
を
伴
う
も
の
と
し
て
承

認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
『
孟
子』

の
論
及
を
ま
つ
ま
で
も
な
く、

人
間
が、

人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て、

無
即

愛
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
も
は
や
自
明
で
あ
る。

し
か
し、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

人
間
は、

エ
ゴ

イ
ズ
ム
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
い
次
元
に
定
位
さ
れ
る
悪
を、

す
な
わ
ち
根
本
悪
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
う
し

た
不
可
避
の
根
本
悪
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か、

そ
し
て、

そ
れ
を
脱
却
す
る
途
は
人
間
に
対
し
て
拓
か
れ
て
い
る
の

か
否
か。

本
章
は、

そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
主
眼
を
置
く。

親
鸞
晩
年
の
高
弟
唯
円
の
著
『
歎
異
抄』

に
よ
れ
ば、

親
鸞
は
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
遂
ぐ。

い
は
ん
や、

悪

人
を
や」
（
第
三
条）

と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う。

こ
の
言
説
は、

悪
人
の
往
生
を
第
一

義
的
に
と
ら
え
善
人
の

そ
れ
を
副
次
的
な
も
の
と
見
な
す
も
の
で
あ
る。

も
し、

こ
こ
で
い
う
善
悪
が
道
徳
的
・

倫
理
的
な
内
実
を
有
す
る
と

す
れ
ば、

こ
の
言
説
は、

文
字
通
り
破
戒
の
論
理
を
披
泄
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る。

そ
れ
ま
で
宗
門

の
内
部
に
秘
匿
さ
れ
て
い
た
『
歎
異
抄』

が
一

般
に
公
開
さ
れ
た
明
治
期
以
来、

多
く
の
研
究
者
た
ち
が、

親
鸞
を
破

戒
の
論
理
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
多
様
な
論
議
を
繰
り
広
げ
て
き
た
ゆ
え
ん
で
あ
る。

だ
が、

か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
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（
拙
著
『
親
鸞
i
悪
の
思
想
ー』
集
英
社
新
書、
二
0
0一
年、
同
『
歎
異
抄
論
究』
北
樹
出
版、
二
0
01―一
年
等

参
照）
こ
れ
ら
の
先
学
の
議
論
は、
親
鸞
の
い
う
善
悪
を、
道
徳
的・
倫
理
的
な
意
味
に
限
定
し
て
と
ら
え
た
た
め
に、

親
鸞
の
真
意
に
迫
る
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た。

晩
年
の
書
簡
（『
末
燈
紗』
等）
に
お
い
て、
親
鸞
は、
い
く
た
び
も、
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
っ
て
悪
人
が
救
済
さ

れ
る
か
ら
と
い
っ
て、
み
だ
り
に
悪
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
と、
関
東
の
門
弟
た
ち
を
諭
し
て
い
る。
造
悪
無
碍、
本

願
ぼ
こ
り
を
戒
め
る
そ
れ
ら
の
言
説
は、
親
鸞
が、
道
徳
的・
倫
理
的
悪
を
な
し
て
な
お
往
生
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う

認
識
と
無
縁
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を
如
実
に
告
げ
る。
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
遂
ぐ。
い
は
ん
や、
悪
人
を
や」

と
い
う
言
説
を
と
お
し
て
親
鸞
が
強
調
す
る
「
救
済
さ
れ
る
悪
人」
と
は、
殺
生、
倫
盗、
邪
淫、
妄
語、
飲
酒
な
ど

の
道
徳
的・
倫
理
的
悪
を
犯
し
て
平
然
と
し
て
い
る
者
の
謂
い
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う。
親
鸞
の
い
う
悪
と
は、

そ
う
し
た
道
徳
的・
倫
理
的
悪
に
も
ま
し
て、
よ
り
根
源
的
な、
い
わ
ば
存
在
の
根
底
に
関
わ
る
悪
で
あ
っ
た。
そ
の

こ
と
は、
彼
が
主
著
『
教
行
信
証』
に
お
い
て
い
く
た
び
も、
『
涅
槃
経』
か
ら
「一
切
衆
生、
悉
有
仏
性」
と
い
う

に
よ
ら
い
ぞ
う

語
を
引
用
し
て
い
る
こ
と、
す
な
わ
ち、
彼
が
如
来
蔵
思
想
に
立
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る。

如
来
蔵
思
想
と
は、
古
代
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
仏
教
思
想
で、
す
べ
て
の
動
物
に
は
仏
性
が
内
在
す
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
っ
た。
如
来
蔵
思
想
は、
中
国
大
陸、
朝
鮮
半
島
を
経
て
わ
が
国
に
流
入
し
た
と
き、
在
来
の
神
祇
信
仰
と
結

び
つ
い
て、
拡
大
解
釈
を
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。
す
な
わ
ち、
わ
が
国
固
有
の
神
祇
信
仰
に
お
い
て
は、
土
地
に
は

ク
ニ
ダ
マ
が、
木
に
は
コ
ダ
マ
が、
こ
と
ば
に
は
コ
ト
ダ
マ
が
と
い
っ
た
形
で、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
霊
魂

（
タ
マ）
が
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た。
こ
う
し
た
考
え
方
の
も
と
に
如
来
蔵
思
想
が
受
容
さ
れ
た
と
き、
そ
れ
は、

動
物
の
み
な
ら
ず
植
物
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
生
命
体
に
仏
と
し
て
の
本
性
（
仏
性）
が
宿
る
と
い
う
思
想
へ
と
変
容
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さ
れ
た。

親
鸞
は、

こ
う
し
た
日
本
流
に
変
容
さ
れ
た
如
来
蔵
思
想
に
立
脚
し
つ
つ
、
一

切
衆
生
の
在
り
よ
う
を
凝
視

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

と
す
る
な
ら
ば、

親
鸞
に
と
っ
て
は、

生
き
て
在
る
も
の
の
生
き
て
在
る
と
い
う
構
造

そ
の
も
の
に
大
き
な
問
題
が
は
ら
ま
れ
る
こ
と
に
な
る。

な
ぜ
な
ら、

生
命
あ
る
も
の
は、

生
命
あ
ら
ん
と
欲
す
る
か

ぎ
り、

他
の
生
命
体
を
み
ず
か
ら
の
「
食」

に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず、

そ
れ
は、

自
己
の
生
存
の
た
め
に
他
の
仏
性

あ
る
も
の
の、

そ
の
仏
性
を
無
み
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る。

こ
の
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば、

生
命
あ
る
も
の
の
存
在
は、

そ
れ
自
体
が
す
で
に
悪
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

親
鸞
は、

こ
う
し
た、

存
在
者
の
存
在
構
造
に
ま
つ
わ
る
悪
性
を
見
据
え
な
が
ら、
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を

遂
ぐ。

い
は
ん
や、

悪
人
を
や」

と
説
い
た
の
だ
っ
た。

そ
の
際、

注
意
を
要
す
る
の
は
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
遂
ぐ」

と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
善
人」

の
意
味
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る。

生
き
と
し
生
け
る
も
の
は、

す
べ
て、

何
ら
か
の
形
で
他
の
仏
性
あ
る
も
の
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
え
な

い
。

し
た
が
っ
て、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
は、

そ
れ
ら
が
生
命
あ
る
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り、

す
べ
か
ら
く
悪
し
き

も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
な
ら
ば、

こ
の
生
活
世
界
の
い
か
な
る
位
相
に
も
「
善
人」

な
ど

と
い
う
も
の
は
存
在
し
え
な
い
こ
と
に
な
る。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

親
鸞
が
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
遂
ぐ。

い
は

ん
や、

悪
人
を
や」

と
述
べ
て
「
善
人」

に
言
及
す
る
の
は、

存
在
構
造
に
ま
つ
わ
り
つ
く
悪
性
に
対
す
る
自
覚
の
有

無
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

す
な
わ
ち、

親
鸞
は、

そ
う
し
た
悪
性
を
自
覚
し
な
い
も
の
を
「
善
人」

と
呼
び、

そ
れ
を
明
確
な
自
意
識
の
う
ち
に
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
「
悪
人
」

と
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た

か。
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
遂
ぐ。

い
は
ん
や、

悪
人
を
や」

と
は、

自
己
の
存
在
構
造
に
ま
つ
わ
る
悪
を
自
覚

で
き
な
い
者
で
も
結
局
の
と
こ
ろ
往
生
を
遂
げ
る
の
だ
か
ら、

そ
れ
を
明
瞭
に
自
覚
し
て
い
る
者
が
往
生
す
る
の
は
当
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然
で
あ
る、

と
主
張
す
る
言
説
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。

親
鸞
の
い
う
存
在
構
造
に
ま
つ
わ
る
悪
と
は、

人
間
が
「
生
き
る
」

と
い
う
場
面
に
お
い
て、

終
始
裸
出
し
続
け
る

も
の
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
「
食」

を
と
る
場
面
は
も
と
よ
り
の
こ
と、

平
生
の
生
活
が
営
ま
れ
る
す
べ
て

の
場
面
で、

人
間
は
他
の
人
間
な
い
し
は
存
在
者
を
排
除
し
て
ゆ
く。

た
と
え
ば、

い
ま
わ
た
し
が
座
っ
て
い
る
椅
子

に
は
他
の
何
も
の
も
座
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
は、

わ
た
し
が
特
定
の
空
間
（
地
位）

を
占
有
し、

わ
た
し

以
外
の
す
べ
て
の
存
在
者
を
そ
こ
か
ら
排
除
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る。

人
間
は、

み
な、

他
者
を
排
除
し
な
が
ら

生
き
続
け
る。

入
学
試
験、

就
職
試
験
を
と
お
し
て。

あ
る
い
は、

好
み
の
異
性
と
の
結
婚
や
就
職
後
の
地
位
の
向
上

を
め
が
け
て。

要
す
る
に、

人
間
は
み
な
排
除
の
構
造
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り、

も
し
排
除
さ
れ
る
存
在
者

に
そ
れ
が
在
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
価
値
を
認
め
る
な
ら
ば、

す
べ
て
の
人
間
は
人
間
と
し
て
の
在
り
方
の
根
幹
に
お
い

て
悪
性
を
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る。

カ
ン
ト
は、
『

単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教』

に
お
い
て、

人
間
の
根
本
悪
の
問
題
を
取
り
上
げ、

そ
れ

を
克
服
す
る
方
途
と
し
て
の
「
信
仰」

の
意
義
を
強
調
し
よ
う
と
試
み
た。

そ
の
試
み
自
体
は、

お
そ
ら
く
誤
っ
て
い

な
い
。

し
か
し、

カ
ン
ト
の
い
う
根
本
悪
と
は、

道
徳
法
則
を
遵
守
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
も
あ
る

と
い
う、

人
間
の
選
択
意
志
(
W
ill
k
iir)

に
由
来
す
る
も
の
で、

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て、

あ
く
ま
で
も
道
徳
的
・

倫
理
的
な
悪
に
と
ど
ま
っ
て
い
た。

と
こ
ろ
が、
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
遂
ぐ。

い
は
ん
や、

悪
人
を
や」

と
述

べ
て
親
鸞
が
提
示
す
る
悪
は、

そ
う
し
た
道
徳
的
・

倫
理
的
悪
の
枠
組
み
を
貰
き
破
っ
て、

人
間
性
の
深
奥
に
む
か
っ

て
ど
こ
ま
で
も
深
ま
っ
て
ゆ
く。

そ
れ
は、

人
間
存
在
の
根
底
に
関
わ
っ
て
生
ず
る
不
可
避
の
悪、

い
わ
ば
存
在
論
的

な
悪
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た。
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上
述
の
ご
と
く、

人
間
性
の
根
幹
に
は、

無
即
愛
を
志
向
す
る
根
強
い
心
性
が
あ
る。

そ
う
し
た
心
性
が
生
活
世
界

の
な
か
に
具
現
さ
れ
る
と
き、

人
間
の
善
性
は
紛
う
か
た
の
な
い
実
態
と
し
て
是
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

に
も
か
か
わ

ら
ず、

人
間
は、

親
鸞
の
い
う
よ
う
な
存
在
論
的
悪
を
そ
の
存
在
の
う
え
に
に
な
っ
て
在
る。

人
間
「
性」

に
お
い
て

善
な
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
人
間
が、

そ
の
「
存
在」

に
お
い
て
悪
な
る
ゆ
え
ん
は
何
か。

わ
た
し
た
ち
は、

こ
う
し

た
根
源
的
な
問
い
の
前
に
た
た
ず
む
こ
と
に
な
る。

こ
の
問
い
を、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と

は
た
や
す
い
。

す
な
わ
ち、

親
鸞
の
強
調
す
る
存
在
論
的
悪
こ
そ
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
悪
な
の
で
あ
っ
て、

そ
れ
は
い
か

な
る
人
間
に
も
避
け
ら
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
答
え
る
な
ら
ば、

問
題
は、

す
く
な
く
と
も
論
理
の
う
え
で
は
解
き
ほ

ぐ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し、

人
間
を
究
極
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
見
な
し
て、

す
べ
て
を
解
決
し

た
と
す
る
発
想
は、

人
間
の
性
と
そ
の
存
在
の
う
ち
に
抱
懐
さ
れ
る
問
題
を
決
定
的
に
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。

存
在
論
的
悪
が
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
物
語
る
に
し
て
も、

他
者
と
の
関
係
性
な
い
し
は
他
者
そ
の
も
の
の

幸
福
が
確
定
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
私
的
な
幸
福
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
人
間
の
本
性
は、

あ
く
ま
で
も
不
変
で
あ
り
続
け

る
か
ら
で
あ
る。

し
か
も、

存
在
論
的
悪
は、

生
き
た
い
と
い
う
根
源
的
な
欲
求
に
基
づ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る。

そ
う
し
た
欲
求
を

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は、

存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

湖
畔
の
木
が
こ
こ
に
在

ろ
う
と
す
る
こ
と、

山
が
そ
こ
に
在
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
否
定
し
去
る
こ
と
に
は
何
の
意
義
も
な

い
。

同
様
に、

人
間
が
有
す
る
最
低
限
の
欲
求
と
い
う
べ
き
生
き
る
こ
と
へ
の
意
欲
を
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
名
の
も
と
に
排

去
す
る
こ
と
は、

お
そ
ら
く
何
の
意
義
も
有
し
え
な
い
。

と
す
る
な
ら
ば、

や
は
り、

わ
た
し
た
ち
は
解
決
困
難
な
難

題
の
前
に
た
た
ず
ま
ざ
る
を
え
な
い
。

無
即
愛
の
立
場
に
立
ち
う
る
が
ゆ
え
に
善
性
を
付
与
さ
れ
る
は
ず
の
「
人
間」
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（「
人」
で
は
な
い）
が、
そ
の
存
在
構
造
に
お
い
て
悪
し
き
も
の
で
あ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
問
題
の
前
に。

わ
た
し
た
ち
は、
人
間
性
の
善
と
人
間
存
在
の
根
本
悪
と
の
あ
い
だ
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る。
わ
た
し
た
ち
は、
そ

う
し
た
二
律
背
反
を、
人
間
的
能
力
の
範
囲
内
で
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
そ
の
「
で
き
な
い」
と
い
う
こ
と
は、

端
的
に
わ
た
し
た
ち
の
無
能
力
を
指
し
示
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
二
律
背
反
に
直
面
す
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
可

能
な
こ
と
は、
た
だ
自
己
の
無
能
力
を
自
覚
し、
自
己
の
限
界
を
自
己
否
定
的
に
懺
悔
す
る
こ
と
だ
け
だ
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。
わ
た
し
た
ち
は、
右
に
見
た
よ
う
な
解
決
困
難
な
難
題
を
前
に
し
て、
「
ど
う
し
て
も
解

け
な
い」
と
語
り、
自
己
の
無
知
を
率
直
に
告
白
せ
ざ
る
を
え
な
い。
で
は、
そ
の
告
白
は
い
っ
た
い
何
に
む
け
て、

あ
る
い
は
誰
に
む
か
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か。

周
知
の
よ
う
に、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は、
異
教
徒
（
マ
ニ
教
徒）
と
し
て
の
生
活
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
の
そ
れ
へ
と

い
う
精
神
の
変
容
を
克
明
に
描
く
自
伝
的
な
書
物
『
告
白』
に
お
い
て、
み
ず
か
ら
の
前
半
生
を
神
に
む
か
っ
て
「
告

白」
し
よ
う
と
し
て
い
る。
「
告
白」
す
な
わ
ちconfiteri
と
は、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て、

じ
つ
は
奇
怪
な
振
舞
い
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。
な
ぜ
な
ら、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て、
神
と
は、
唯一
、
最
善
に

し
て、
全
知
全
能
な
る
「
存
在」
で
あ
り、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
告
白
を
待
た
ず
し
て、
す
で
に
彼
の
半
生
を
熟
知

し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
神
に
向
け
て
con
fiteri
す
る
の
は、

confiteri
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が、
「
謹
美」
と
い
う
意
味
を
含
意
す
る
こ
と
に
よ
る。
す
な
わ
ち、
ア
ウ
グ
ス
テ
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ィ
ヌ
ス
は、

全
知
全
能
な
る
神
の
前
で
自
己
の
半
生
を
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

そ
の
よ
う
な
無
噺
な
生
を
送
っ
た

も
の
を
す
ら
救
済
し
た
ま
う
神
の
偉
大
さ
を
讃
え
よ
う
と
欲
し
た
の
だ
っ
た。

人
間
の
本
性
の
根
幹
に
善
性
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
存
在
が
悪
性
を
帯
び
る
の
は
な
ぜ
か。

こ
の
問
い
の

面
前
に
仔
立
し、
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
」

と
い
う
苦
渋
を
告
白
す
る
と
き、

わ
た
し
た
ち
は、

お
そ
ら
く、
「
ど
う

し
て
も
解
け
な
い
」

自
己
が、

論
理
を
超
え
た
次
元
で
救
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
だ
ろ
う。
「
ど
う
し
て
も
解
け

な
い
」

と
い
う
無
能
力
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
は
何
か。

そ
れ
は、

い
う
ま
で
も
な
く、

超
越
者
以
外
に
は
あ
り
え
な

い
。

超
越
者
を
神
と
と
ら
え
る
か、

あ
る
い
は
阿
弥
陀
如
来
と
見
る
か
は、

こ
の
場
合
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。

そ
の

無
限
の
否
定
性
の
な
か
に
卑
小
な
存
在
者
の
性
と
存
在
の
す
べ
て
を
呑
み
こ
ん
で、

な
お
ゆ
ら
ぎ
を
示
さ
な
い
何
も
の

か、

い
わ
ば
絶
対
の
無
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
何
も
の
か
が、

わ
た
し
た
ち
の
救
済
者
と
し
て
わ
た
し
た
ち
に
よ
っ
て
意
識

化
さ
れ
る
と
い
う
事
態
こ
そ
が、

こ
の
場
合
肝
要
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

告
白
が、

絶
対
の
無
と
し
て
の
超
越
者

に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
と
き、

わ
た
し
た
ち
は、

は
じ
め
て
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
」

こ
と
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
る。

た
だ
し、

そ
の
場
合、

け
っ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
―

つ
あ
る
。
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
」

こ
と
の
苦

し
み
が
信
の
次
元
で
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
に
し
て
も、

そ
の
信
の
本
質
的
態
様
は
わ
た
し
た
ち
に
と

っ
て
自
明
で
は
な
い
点
が、

そ
れ
で
あ
る。

な
ぜ
自
明
で
は
あ
り
え
な
い
の
か。

そ
れ
は、

わ
た
し
た
ち
が、

主
体
的
・

能
動
的
に
信
を
有
す
る
権
能
を
も
た
な

い
か
ら
で
あ
る。

み
ず
か
ら
主
体
的
・

能
動
的
に
な
し
う
る
こ
と
で
あ
れ
ば、

そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
知
の
範
囲
に
存

し
う
る。

し
か
し、

み
ず
か
ら
主
体
的
・

能
動
的
に
な
し
え
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は、

わ
た
し
た
ち
は
そ
の
実
態
を
と
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ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

信
と
は、

わ
た
し
た
ち
の
権
能
を
超
え
た
次
元
で、

わ
た
し
た
ち
に
対
し
て
所
与
的
に
も

た
ら
さ
れ
る
事
態
で
あ
り、

そ
れ
が
い
か
な
る
構
造
を
も
つ
か
は、

わ
た
し
た
ち
の
思
慮
の
外
に
あ
る。

こ
の
こ
と
を
指
し
て、

親
鸞
は
「
如
来
よ
り
賜
は
り
た
る
信
心」
（
『
歎
異
抄』

第
六
条）

と
い
う。

す
な
わ
ち、

親

鸞
に
よ
れ
ば、

そ
の
存
在
構
造
の
う
え
で
悪
を
に
な
う
わ
た
し
た
ち
凡
愚
は、

悪
ゆ
え
に
無
力
な
存
在
者
で
あ
り、

そ

の
ぞ

う
し
た
無
力
さ
の
う
え
に
何
を
付
け
加
え
て
み
て
も、

希
む
べ
き
事
態
を
主
体
的
か
つ
能
動
的
に
切
り
拓
く
こ
と
は
で

き
な
い
。

ま
し
て、
「
信
心」

と
い
う
よ
う
な、

生
命
的
存
在
の
根
源
を
蔽
う
も
っ
と
も
本
質
的
な
こ
と
が
ら
に
関
し

て、

独
力
に
よ
る
覚
醒
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
僭
越
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

親
鸞
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い

る。

し
た
が
っ
て、

親
鸞
の
目
か
ら
見
れ
ば、

信
と
は、

人
間
的
次
元
を
超
え
た
超
越
者
た
る
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て、

わ
た
し
た
ち
に
付
与
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た。

親
鸞
の
こ
の
よ
う
な
思
索
の
な
か
で
は、

信
に
関
す
る
主
体
性
・

能
動
性
が
徹
底
し
て
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
。

親

鸞
に
お
い
て、

信
と
は、
一

切
の
主
体
性
・

能
動
性
を
排
し
た、

純
粋
受
動
の
境
位
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
も
の
だ
っ

た
と
い
え
よ
う。

こ
れ
を、

教
義
学
的
な
言
辞
に
よ
っ
て
表
現
す
る
な
ら
ば、

親
鸞
は、

い
わ
ゆ
る
「
絶
対
他
力」

の

境
地
に
侶
の
成
り
立
つ
地
平
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
な
る。

純
粋
受
動
と
し
て
の
信
と
い
う
考
え
方
は、

親
鸞
の
み
な
ら
ず、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
も
認
め
ら
れ
る
。

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は、
『
告
白」

の
冒
頭
部
に
お
い
て、

神
を
「
あ
な
た」

と
呼
び
つ
つ
、

わ
た
し
の
信
仰
は、

あ
な
た
が、

あ
な
た
の
御
子
の、

人
と
し
て
の
在
り
か
た
に
よ
っ
て、

あ
る
い
は、

あ
な
た
の
宜
教
師
の
奉
仕
に
よ
っ
て、

わ
た
し

の
な
か
に
注
ぎ
こ
ま
れ
た
も
の
だ、

と
語
る。

あ
な
た
の
御
子
の
人
と
し
て
の
在
り
か
た
と
は、

イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト

が
人
間
の
形
を
と
っ
て
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
指
し、

ま
た、

あ
な
た
の
宣
教
師
と
は
パ
ウ
ロ
を
指
す。

ア
ウ
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四

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は、

キ
リ
ス
ト
や
パ
ウ
ロ
と
い
う
媒
介
を
と
お
し
て
の、

神
に
よ
る
信
仰
の
付
与
と
い
う
事
態
に
言
及

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

っ
て
で
あ
る。

ち
な
み
に、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は、

人
間
の
本
性
を
め
ぐ
っ
て
「
原
罪」

と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
た。

パ
ウ
ロ
に
発
す
る
こ
の
概
念
に
依
拠
す
る
と
き、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は、

人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
悪
で
あ
る

と
い
う
自
覚
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。

そ
う
し
た
自
覚
は、

親
鸞
の
場
合
と
同
様
に、

人
間
の
無
力
さ
に
つ
い
て

の
実
感
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
も
た
ら
す。

彼
は、

無
力
な
人
間
が、

独
力
で
信
の
次
元
に
立
つ
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た。

も
し、

生
来
の
悪
ゆ
え
に
無
力
な
人
間
に
信
の
境
地
が
拓
か
れ
る
と
す
れ
ば、

そ
れ
は
神
の
力
に
よ

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
う
考
え
た
の
で
あ
る。

上
述
の
よ
う
な
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
」

と
い
う
事
態
は、

親
鸞
の
実
存
の
根
底
を
蔽
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
も、

親
鸞
は、

人
間
存
在
の
存
在
構
造
そ
の
も
の
に
ま
つ
わ
り
つ
く
悪
性
を
見
据
え
な
が
ら
も、

他
方
に
お
い
て、

す
べ
て

の
存
在
者
に
仏
性
を
認
め
る
見
解
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

仏
性
が、

仏
と
な
る
べ
き
性
の
謂
い
で
あ
る
こ
と
は、

こ
と
さ
ら
に
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
仏
性
を
も
っ
た
存
在
者
は、

本
来
善
性
に
蔽
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

そ
う
し
た
存
在
者
の
存
在
構
造
が
悪
し
き
姿
を
示
す
の
は
な
ぜ
か。

親
鸞
は、

こ
の
よ

う
な
問
い
を
解
決
不
能
な
問
題
と
し
て
問
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。

同
様
の
問
題
は、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
直
面
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た。

キ
リ
ス
ト
教
は、

こ
の
世
界
は、

唯
一
、
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最
善
に
し
て、

全
知
全
能
な
る
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
と
考
え
る。

創
造
者
た
る
神
が
最
高
の
善
で
あ
る
な
ら
ば、

被

造
物
た
る
世
界
も
人
間
も
善
な
る
存
在
で
あ
る
は
ず
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、

人
間
に
原
罪
が
伴
う
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら

か
な
よ
う
に、

こ
の
世
界
に
人
間
的
な
悪
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る。

こ
の
事
実
を
い
か
に

解
釈
す
べ
き
か。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は、

そ
う
し
た
解
決
不
可
能
な
問
題
に
出
会
っ
た。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は、

こ
の
問
題
を、
「
善
の
欠
如」

と
い
う
観
点
か
ら、

あ
る
い
は、
「
人
間
に
は
自
由
意
志
が

あ
る
」

と
い
う
視
点
か
ら
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
す
る。

す
な
わ
ち、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば、

悪
と
は、

ま
ず
第

一

に、

善
の
欠
損
状
態
の
こ
と
で、

何
ら
積
極
的
な
存
在
で
は
な
く、

し
た
が
っ
て、

主
体
的
・

能
動
的
に
解
釈
す
べ

き
事
柄
で
は
な
い
。

第
二
に、

か
り
に
悪
が
積
極
的
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
も、

そ
れ
は、

神
で
は
な
く
人
間
の
自
由

意
志
に
発
す
る
と
さ
れ、

神
の
問
題
と
悪
の
問
題
と
が
一

見
巧
妙
に
切
り
離
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し、

第
一

の
解
釈
に
は、

欠
損
的
な
状
態
で
し
か
な
い
悪
が、

な
に
ゆ
え
に
多
大
な
惨
禍
を
人
類
に
も
た
ら
す
の
か
と
い
う

事
柄
が
新
た
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
浮
上
す
る。

ま
た、

第
二
の
解
釈
に
対
し
て
は、

神
は、

悪

を
導
く
自
由
意
志
を
な
に
ゆ
え
に
人
間
に
与
え
た
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う。

結
局
の
と
こ
ろ、

親
鸞
も、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も、
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
」

と
い
う
事
態
を、

論
理
的
な
次
元

に
お
い
て
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

両
者
に
お
い
て、

そ
こ
か
ら
の
脱
却
の
方
途
は、

純
粋
受
動
と
し
て
の

信
と
い
う
思
念
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
」

こ
と
に
苦
し
み
う
め
き
つ
つ
、

自

己
の
決
定
的
な
無
力
を
告
白
す
る
精
神。

そ
う
し
た
精
神、

い
い
か
え
れ
ば
語
の
全
き
意
味
に
お
け
る
欠
如
態
が、

す

べ
て
を
呑
み
尽
く
す
絶
対
的
な
否
定
性、

す
な
わ
ち
絶
対
の
無
た
る
超
越
者
に
巻
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

事
態

は
救
済
へ
と
む
か
っ
て
動
き
は
じ
め
る。

親
鸞
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も、

と
も
に
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
っ
た。
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欠
如
態
は、
権
能
の
決
定
的
な
欠
損
の
ゆ
え
に、
主
体
性
や
能
動
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。
そ
れ
は、
そ

れ
自
体
が
絶
対
の
無
で
あ
る
が
ゆ
え
に
欠
如
を
包
摂
し
う
る
超
越
者
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て、
救
済
へ
と
も
た
ら

さ
れ
る。
親
鸞
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
宗
教
思
想
の
特
徴
は、
そ
の
よ
う
に
思
惟
す
る
点
に
存
す
る。

述
べ
て
き
た
よ
う
な
純
粋
受
動
と
し
て
の
信
に
関
し
て
注
意
を
要
す
る
の
は、
そ
れ
が、
「
ど
う
し
て
も
解
け
な
い」

と
い
う
事
態
を
体
感・
体
得
し
た
思
惟
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て、
思
想
体
系
の
出
発
点
で
は
な
い
点
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、
多
く
の
論
者
と
く
に
大
多
数
の
毅
鸞
研
究
者
は、
こ
の
点
を
見
誤
っ
て
い
る。
浄
土
教
が
他
力
を
重
視
す

る
宗
教
で
あ
る
こ
と
は、
こ
と
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い。
し
か
し、
こ
の
こ
と
は、
親
鸞
が、
他
力
を
無
媒

介
な
前
提
と
し
て
自
己
の
思
索
の
う
ち
に
取
り
い
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い。
他
力
は、
人
間
性
の
善
性
と
人

間
存
在
の
悪
性
と
を
め
ぐ
る、
親
鸞
の
苦
渋
に
満
ち
た
思
索
の
到
達
点
に
ほ
か
な
ら
な
い。
巷
間
に
流
布
す
る
親
鸞
研

究
書
の
多
く
は、
こ
の
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。
「
他
力
と
自
力」
と
い
う
項
目
を、
親
鸞
思
想
を
解
明

す
る
た
め
の
最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
立
て
よ
う
と
す
る。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば、
親
鸞
の
宗
教
思
想
は、

い
ま
だ
に
な
お、
そ
の
根
底
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

人
間
本
性
の
善
性
と
人
間
存
在
の
悪
性
と
の
相
克。
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
苦
し
み
う
め
く
精
神
が、
こ
の
相
克
そ
の
も

の
の
解
決
を
信
の
次
元
に
委
ね
る
と
こ
ろ
に、
は
じ
め
て
純
粋
受
動
と
い
う
事
態
は
生
起
し
う
る。
こ
の
点
を
見
落
と

す
と
き、
親
鸞
研
究
は
も
と
よ
り
の
こ
と、
お
そ
ら
く、
す
べ
て
の
宗
教
思
想
へ
の
論
究
が
無
意
味
な
贅
語
と
化
し
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う。

以
上、
本
章
に
お
い
て
は、
人
間
本
性
の
善
性
と
人
間
存
在
の
悪
性
と
を
と
も
に
自
覚
す
る
精
神
に
対
す
る、
唯一

に
し
て
決
定
的
な
救
済
が、
純
粋
受
動
と
し
て
の
個
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
た。
か
つ
て
筆
者
は、
存
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在
論
的
な
悪
の
自
覚
か
ら
純
粋
受
動
と
し
て
の
信
へ
の
途
が、
親
鸞
に
よ
っ
て
踏
破
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
く
た
び
も

強
調
し
た
（
前
掲
拙
著
等
参
照）。
し
か
し、
そ
の
際、
籠
者
の
論
究
は、
性
と
存
在
と
の
宗
教
的
実
存
に
お
け
る
矛

盾
を
あ
ら
わ
に
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た。
い
ま
こ
こ
に、
そ
れ
を
示
し
え
た
こ
と
を
以
て、
本
章
の
さ
さ
や
か

な
成
果
と
見
な
し
た
い。

た
だ
し、
本
章
は、
こ
こ
数
年
に
わ
た
る
箪
者
の
思
索
に
つ
い
て、
そ
の
梗
概
の
み
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
る。
本
章

が、
種
々
の
論
点
を
十
全
に
敷
術
し
え
て
い
な
い
点
に
憾
み
を
残
す
こ
と
は
否
め
な
い。
わ
け
て
も、
超
越
者
を
絶
対

の
無
と
と
ら
え
る
言
説
は、
本
章
の
数
倍
の
紙
数
を
要
す
る
ほ
ど
の
大
問
題
と
考
え
ら
れ
る。
論
説
の
不
備
が
す
べ
て

筆
者
の
責
に
帰
す
る
こ
と
は、
い
う
ま
で
も
な
い。
し
か
し、
元
来
雑
誌
投
稿
論
文
と
し
て
物
さ
れ
た
と
い
う
性
質
上、

本
章
に
と
っ
て、
こ
こ
に
述
べ
え
た
事
柄
以
上
の
論
究
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も、
ま
た一
面
の
事
実
で
あ
る。

な
お、
冒
頭
に
触
れ
た
あ
る
研
究
会
の
論
者
に
つ
い
て、
筆
者
は、
そ
の
見
解
を
全
面
的
に
否
定
し、
そ
れ
を
無
意

義
な
も
の
と
し
て
斥
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い。
お
そ
ら
く
は
不
用
意
に
発
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
論
者
の
そ
の
見
解
は、

人
間
性
の
根
幹
に
関
す
る一
般
論
と
し
て、
今
日
な
お
重
い
意
義
を
に
な
う。
そ
し
て、
そ
の一
般
論
は、
「
ど
う
せ

人
間
は
…
…」
と
い
う
口
舌
と
と
も
に、
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
相
貌
を
帯
び
つ
つ、
利
他
行
を
旨
と
す
る
人
々
の
眼

前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る。
衆
生
に
楽
を
与
え
苦
を
取
り
除
こ
う
と
い
う
「
慈
悲」
の
立
場
か
ら、
こ
う
し
た一
般

論
を
実
践
論
的
に
排
拒
す
る
こ
と
は、
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い。
そ
の
よ
う
な
困
難
に
思
い
を
致
す
と
き、
論
者
の

見
解
が
い
か
に
不
用
意
な
も
の
で
あ
れ、
そ
れ
は、
論
駁
を
必
要
と
す
る
と
い
う
意
味
で、
ど
こ
ま
で
も
有
意
義
な
言

説
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。
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