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応
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ー

i

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る

「
絶
対
者
」

と

自
己

ケケ

ネす

牧

男

宗
教
の
問
題
と
は
何
か

西
田
幾
多
郎
は
最
晩
年
の
論
文
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
に
お
い
て
、

い
わ
ば
満
を
持
し
て
、
宗
教
の
問
題
を
縦
横
に
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
の

本
質
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
、
宗
教
独
自
の
領
域
を
説
明
し
う
る
論
理
と
し
て
は
、
「
場
所
の
論
理
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
絶
対
矛
麗
的
自

己
同
一
」
と
し
て
の
絶
対
者
の
も
と
に
、

キ
リ
ス
ト
教
・
浄
土
真
宗
・
禅
等
を
統
一
的
に
把
握
す
る
視
座
が
明
か
さ
れ
て
い
る
口
今
日
、
宗
教
関
の
対
話
が
広
く
進

展
し
て
き
で
い
る
が
、

そ
の
こ
と
を
真
に
深
い
地
平
に
お
い
て
遂
行
す
る
た
め
に
も
、
西
田
の
宗
教
哲
学
(
宗
教
の
論
理
的
把
握
)

は
詳
細
に
吟
味
・
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

西
田
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
宗
教
は
道
徳
と
は
異
る
、
宗
教
に
は
宗
教
独
自
の
領
域
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
本
論
考
は
、
西
田
の
宗
教

哲
学
を
、
特
に
「
逆
対
応
L

と
い
う
鍵
概
念
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
初
め
に
こ
の
節
で
は
、
西
国
の
説

く
宗
教
独
自
の
本
質
に
つ
い
て
、
確
-
認
し
て
お
き
た

い。

な
お
、
本
稿
は
、
従
来
い
く
つ
か
の
論
究
が
あ
る
も
の
の
も
う
一
つ
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
西
田
の
宗
教
哲
学
(
特
に
勺
逆
対
応
」
)
の
論
理
の
す
じ
道
を

明
瞭
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
、

い
く
つ
も
西
国
の
文
章
を
引
用
し
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
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本
稿
は
あ
た
か
も
西
国
の
文
章
の
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
な
様
相
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
西
国
の
論
文

『場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
は
、
微

妙
な
変
化
を
伴
う
多
く
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
論
旨
が
か
な
り
錯
綜
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
西
田
の
文
章
を
整
理
し
、

そ
こ
に
あ
る

論
理
的
文
脈
を
明
確
な
形
で
取
り
出
し
て
み
る
こ
と
は
、
十
分
、
意
味
の
あ
る
こ
と
と
田
ゅ
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
あ
え
て
重
複
は
厭
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
本
文
中
、
引
用
文
下
の
頁
数
の
注
記
は
、
断
り
書
き
の
な
い
か
ぎ
り
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
一
巻
、
岩
波
書
底
、
昭
和
田
十
四
年
の
そ
れ
で

あ
る
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
西
国
は
、
宗
教
は
「
心
霊
上
の
事
実
」
(
三
七
一
頁
)
で
あ
る
と
い
い
、
「
神
は
我
々
の
自
己
に
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
現
わ
れ
る
」
(
三
七
二
頁
)

と
い
う
。
ま
た
、
宗
教
を
論
ず
る
も
の
は
、
少
く
と
も
自
己
の
、
心
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
宗
教
的
音

す
な
わ
ち
西
田
に
と
つ
て
は
、
宗
教
は
あ
く
ま
で
も
事
実
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
一
つ
の
理
念
や
理
想
な
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
意
識
の
上
か
ら
宗
教

を
見
、
道
徳
意
識
の
要
請
と
し
て
神
等
を
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
は
道
徳
の
補
助
機
関
に
す
ぎ
ず
、
宗
教
意
識
そ
の
も
の
の
独
自
性
は
な
か
っ
た
、

と
も
西
田

は
評
し
て
い
る

(
三
七
三
頁
)
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
は
要
請
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
道
徳
と
い
う
も
の
と
宗
教
と
い
う
も
の
と
は
、
根
本
的

に
異
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
西
田
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

:
道
徳
の
立
場
か
ら
は
、
自
己
の
存
在
と
云
ふ
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
如
何
に
鋭
敏
な
る
良
心
と
云
へ
ど
も
、
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
を
問
題
と
な

せ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
如
何
に
自
己
を
罪
悪
深
重
と
考
へ
で
も
、
道
徳
は
自
己
の
存
在
か
ら
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。
之
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
道
徳
そ
の
も

の
を
否
定
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
道
徳
と
宗
教
と
の
立
場
が
、
斯
く
も
明
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
〉
は
ら
ず
、
多
く
の
人
に
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
(
三
九
三
頁
)

道
徳
は
、
自
己
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
宗
教
は
、
「
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
を
問
題
と
し
す
る
の
で
あ
る
。
道
徳
に
お
い
て
は
、
自
己
の
存
在
は
疑

わ
れ
ず
、
自
明
で
あ
っ
て
、

そ
の
自
己
が

い
か
な
る
行
為
を
す
れ
ば
義
と
せ
ら
れ
る
か
、

そ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
義
と
せ
ら
れ
る
べ
き

自
己
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
有
る
の
か
、
無
い
の
か
、
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
と
き
、
宗
教
の
世
界
へ
と
入
る
の
で
あ
る
。
西
日
に
と
っ
て
、
道
徳
と
宗



教
と
は
、

そ
の
よ
う
に
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
こ
と
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
で
い
る
。

-
:
:
道
徳
的
と
云
つ
で
も
、
対
象
的
に
考
へ
ら
れ
た
道
徳
的
善
に
対
す
る
自
己
の
無
力
感
か
ら
だ
け
で
は
、
如
何
に
そ
れ
が
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ

の
根
抵
に
道
徳
的
力
の
自
信
の
存
す
る
か
ぎ
り
、

そ
れ
は
宗
教
心
で
は
な
い
。
機
侮
と
云
っ
て
も
、

そ
れ
が
道
徳
的
立
場
に
於
い
て
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は

宗
教
的
機
悔
で
は
な
い
。
普
通
に
機
悔
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
己
の
悪
に
対
す
る
後
悔
に
過
ぎ
な
い
。
自
力
と
云
ふ
も
の
が
残
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
(
四

O
七
頁
)

自
信
・
自
カ
の
わ
ず
か
で
も
存
在
す
る
限
り
、
宗
教
の
世
界
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
自
ら
神
や
仏
に
近
づ
こ
う
と
考
え
て
い
る
限
り
、

そ
の
達
成
さ
れ
な
い
こ

と
を
い
か
に
悔
や
ん
で
も
、

そ
の
こ
と
は
決
し
て
宗
教
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
は
あ
く
ま
で
も
、
自
ら
の
存
在
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。

宗
教
心
と
云
ふ
も
の
は
、
多
く
の
人
の
考
へ
る
様
に
、
有
限
と
無
限
と
か
、
相
対
と
絶
対
と
か
云
ふ
如
き
過
程
的
関
係
に
於
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
し
て
、

我
々
の
自
己
自
身
の
存
在
が
問
は
れ
る
時
、
自
己
自
身
が
問
題
と
な
る
時
、

は
じ
め
て
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
口
(
三
九
三
頁
)

過
程
的
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
い
か
に
し
て
も
神
と
つ
な
が
っ
て
い
は
し
な
い
と
い
う
、
自
己
を
と
り
ま
く
無
の
深
淵
の
こ
と
の
含
み
が
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
別
の
箇
所
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

宗
教
的
関
係
と
云
ふ
の
は
、
完
全
な
る
も
の
と
不
完
全
な
る
も
の
と
の
対
立
に
於
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
完
全
な
る
も
の
と
不
完
全
な
る
も
の
と
は
、

そ
の

問
問
に
如
何
に
無
限
の
距
離
が
あ
る
に
し
て
も
、
同
じ
目
的
を
有
っ
た
進
行
的
過
程
の
両
端
に
立
つ
も
の
で
あ
る
、

一
つ
の
宣
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
(
四

O

ムハ
{
J
七
頁
)

一
つ
の
直
線
上
に
お
い
て
、
到
達
す
べ
き
目
的
地
が
あ
っ
て
、
そ
の
方
へ
進
ん
で
い
る
も
の
、
到
達
し
た
も
の
と
、
未
だ
初
歩
の
も
の
と
い
う
よ
う
な
関
係
は
、

宗
教
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
我
々
は
、
完
全
に
清
ら
か
な
存
在
を
神
・
仏
に
想
定
し
て
、

そ
乙
か
ら
道
徳
的
に
清
い
人
を
宗
教
的
に
す
ぐ
れ

て
い
る
人
と
見
な
す
こ
と
が
多
い
。
逆
に
宗
教
者
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
に
も
破
綻
の
な
い
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
宗
教
の
核
心
、
本

質
は
、

そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
自
己
の
存
在
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
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四

こ
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
句
は
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
く
述
べ
て
い
よ
う
。

如
何
な
る
宗
教
に
も
、
自
己
否
定
的
努
力
を
要
せ
な
い
も
の
は
な
い
。

一
旦
真
に
宗
教
的
意
識
に
目
覚
め
た
も
の
は
、
何
人
も
頭
燃
を
救
ふ
が
如
〈
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
但
、

そ
の
努
力
は
如
何
な
る
立
場
に
於
て
、
如
何
な
る
方
向
に
於
て
か
で
あ
る
。
神
と
か
仏
と
か
云
ふ
も
の
を
対
象
的
に
何
処
ま
で
も
達
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
理
想
地
に
置
い
て
、
之
に
よ
っ
て
自
己
が
否
定
即
肯
定
的
に
努
力
す
る
と
云
ふ
の
で
は
、
典
型
的
な
自
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
と
云
ふ

も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
全
然
続
殺
聖
人
の
横
超
と
云
ふ
も
の
は
な
い
。
最
も
非
真
宗
的
で
あ
る
。
(
四
一
一

1
二
頁
)

も
う
一
つ
、
道
徳
と
宗
教
と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

:
:
:
学
者
は
此
点
を
無
視
し
て
、
唯
人
間
の
世
界
か
ら
神
を
考
へ
、
宗
教
を
論
ぜ
う
と
す
る
。
宗
教
の
問
題
と
道
徳
の
問
題
と
の
明
白
な
る
区
別
す
ら
も
自

覚
し
て
ゐ
な
い
。
眼
を
覆
う
て
弓
を
射
ん
と
す
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
道
徳
は
人
間
の
最
高
の
価
値
で
あ
る

D

併
し
宗
教
は
必
ず
し
も

道
徳
を
媒
介
と
し
、
道
徳
を
通
路
と
す
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
我
々
の
自
己
が
、
我
々
の
自
己
の
生
命
の
根
源
た
る
絶
対
者
に
対
す
る
宗
教
的
関
係
に
於
て

は
、
智
者
も
愚
者
も
、
善
人
も
悪
人
も
同
様
で
あ
る
。
「
善
人
な
ほ
も
て
往
生
を
遂
ぐ
、

い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
ま
で
云
は
れ
る
。
根
抵
的
に
自
己
矛
盾
的
な

る
人
間
の
世
界
は
、
我
々
を
宗
教
に
導
く
機
縁
は
到
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
は
絶
対
の
価
値
顛
倒
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
自
負
的
道
徳
家
が
宗
教

に
入
る
の
は
、
防
相
駄
が
針
の
穴
を
通
る
よ
り
も
難
い
と
云
ふ
こ
と
も
で
き
る
。
(
四
一

O
頁
)

決
し
て
善
人
が
宗
教
的
、
悪
人
は
非
宗
教
的
な
の
で
は
な
い
。
自
己
と
絶
対
者
の
関
係
と
い
う
宗
教
的
関
係
の
問
題
は
、

万
人
に
と
っ
て
平
等
・
共
通
な
の
で
あ

り
、
ど
の
人
に
も
自
覚
さ
れ
う
る
、

ま
た
自
覚
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
宗
教
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
た
し
て
も
説
明
す
る
句
が
あ
る
。

そ
れ
は
、

上
来
の
論
旨
を
は
っ
き

り
示
し
て
い
よ
う
。

宗
教
の
問
題
は
、
我
々
の
自
己
が
、
働
く
も
の
と
し
て
、
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、
如
何
に
働
く
べ
き
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
我
々
の
自
己
と
は
如
何

な
る
存
在
で
あ
る
か
、
何
で
あ
る
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
人
は
往
々
、
唯
過
ち
迷
ふ
我
々
の
自
己
の
不
完
全
性
の
立
場
か
ら
、
宗
教
的
要
求
を
基
礎
付
け

ょ
う
と
す
る
。
併
し
単
に
さ
う
云
ふ
立
場
か
ら
は
、
宗
教
心
と
一
五
ふ
も
の
が
出
て
来
る
の
で
は
な
い
。
棺
場
師
で
も
過
ち
迷
ふ
の
で
あ
る
。
彼
も
深
く
自
己
の

無
力
を
悲
む
の
で
あ
る
。
又
宗
教
的
に
迷
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
己
の
目
的
に
迷
ふ
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
自
己
の
在
処
に
迷
ふ
こ
と
で
あ
る
。
(
四

O
六
(
)
七
頁
)



自
己
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
、
何
で
あ
る
の
か
、

ま
た
、
自
己
の
在
処
は
ど
と
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
宗
教
独
自
の
問
題
で
あ
る
。
ど
う
働
け
ば
よ
い

の
か
、

ど
う
働
く
こ
と
が
善
な
の
か
以
前
に
、
自
己
そ
J

の
も
の
に
つ
い
て
大
疑
に
陥
る
と
き
、
宗
教
の
問
題
が
発
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
は
や
く
り
返
し
に
な
る
が
、
以
上
の
立
場
を
、
次
の
句
は
よ
〈
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
節
の
結
び
に
お
い
て
お
こ
う
。

私
は
我
々
の
宗
教
心
と
云
ふ
も
の
が
何
処
か
ら
起
り
、
何
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ
、
宗
教
的
問
題
と
は
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
対
象

認
識
の
知
識
的
問
題
で
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
我
々
の
意
志
的
自
己
の
当
為
の
道
徳
的
問
題
で
も
な
い
。
我
々
の
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
、

そ
れ
は

何
処
に
あ
る
の
で
あ
る
か
、
自
己
そ
の
も
の
の
本
体
の
問
題
、

そ
の
在
処
の
問
題
で
あ
る
。
(
四
一
二
頁
)

死
と
個
の
自
覚

で
は
一
体
、
何
故
、
自
己
の
本
体
、
自
己
の
在
処
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
に
導
く
機
縁
は
到
る
所
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
西
国
は
言
う
。

然
ら
ば
如
何
な
る
場
合
に
、
我
々
に
宗
教
問
題
と
云
ふ
も
の
が
起
る
の
で
あ
る
か
。
宗
教
心
と
云
ふ
も
の
は
、
如
何
な
る
場
合
に
、
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
。
宗
教
の
問
題
は
、
価
値
の
問
題
で
は
な
い
。
我
々
が
、
我
々
の
自
己
の
根
抵
に
、
深
き
自
己
矛
盾
を
意
識
し
た
持
、
我
々
が
自
己
の
自
己
矛
扇
的
存
在

た
る
こ
と
を
自
覚
し
た
持
、
我
々
の
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
悲
哀
、

そ
の
自
己
矛
盾
と
云
ふ
こ
と
は
、
古
来
一
苦
悶
さ
れ
た

常
套
語
で
あ
る
。
併
し
多
く
の
人
は
深
く
此
の
事
実
を
見
詰
め
て
居
な
い
。
何
処
ま
で
も
此
の
事
実
を
見
詰
め
て
行
く
時
、
我
々
に
宗
教
の
問
題
と
去
ふ
も
の

が
起
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(
哲
学
の
問
題
と
云
ふ
も
の
も
実
は
此
処
か
ら
起
る
の
で
あ
る
)
。
(
三
九
三

1
四
頁
)

自
己
の
自
己
矛
意
的
存
在
を
自
ら
自
覚
す
る
と
き
、
自
己
の
存
在
が
問
題
と
な
る
。
人
生
の
悲
哀
に
お
い
て
、
単
に
感
傷
に
浸
る
の
み
で
な
く
、
深
く
白
己
の
悲

し
み
の
事
実
を
見
つ
め
る
と
き
、
こ
の
矛
盾
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
己
に
気
づ
か
さ
れ
る
、
こ
の
と
き
、
宗
教
の
問
題
も
哲
学
の
問
題
も
起
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

で
は
ゐ
そ
の
矛
盾
と
は
、
何
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
西
国
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
結
局
、
死
の
自
覚
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
併
し
私
は
我
々
の
自
己
存
在

の
根
本
的
矛
盾
の
事
実
は
、
死
の
自
覚
に
あ
る
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
」
(
三
九
四
頁
)
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
一
文
に
、
西
国
の
見
る
自
己
矛
震
と
い
う
根
本
的
事

実
が
何
の
ζ

と
で
あ
る
か
明
ら
か
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
三
号
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で
は
、
死
の
自
覚
と
い
う
こ
と
の
本
質
は
、
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
自
己
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
未
だ
死
の
自
覚
と
は
い
わ
れ
な

い
と
い
う
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
が
絶
対
に
否
定
さ
れ
て
い
る
、
逆
に
今
の
こ
の
自
己
は
一
度
き
り
の
か
け
が
え
の
な
い
自
己
、

く
り
返
す
こ
と
の
で
き
な

い
自
己
だ
と
自
覚
す
る
と
き
、

そ
れ
が
死
の
自
覚
、
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

死
せ
ざ
る
も
の
は
、

一
度
約
な
も
の
で
は
な
い
。
繰
り
返
さ
~
れ
る
も
の
、

一
度
的
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
個
で
は
な
い
。
永
遠
の
否
定
に
面
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
の
自
己
は
、
真
に
自
己
の
一
度
的
な
る
と
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
は
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
持
、
始
め
て
真
に
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
自
己
は
単
に
所
謂
反
省
に
よ
っ
て
自
覚
す
る
の
で
は
な
い
。
コ
ア
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」
に
於
て
、
私
は
既
に
自
己
否
定
に
於
て
、
自
己
を
知
る
と
云

っ
た

(
そ
こ
を
私
の
哲
学
の
出
立
点
と
し
た
〕
。
市
し
て
斯
〈
自
己
が
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
時
、
自
己
の
永
遠
の
無
を
知
る
時
、
自
己
が
真
に
自
覚
す
る
。

そ
こ
に
自
己
が
あ
る
と
云
ふ
と
と
は
、
絶
対
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口
(
三
九
五
頁
)

こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
と
き
、
人
は
真
に
自
己
を
自
覚
す
る
。
真
に
無
と
な
る
べ
き
い
も
の
と
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
真
に
一
度
的
な
、

か
げ
が
え

の
な
い
自
己
自
身
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
が
か
え
っ
て
リ
ア
ル
な
有
を
基
礎
づ
け
る

D

こ
こ
に
個
の
問
題
の
特
異
性
が
あ
る
、
真
の
個
物
で
あ
る
が
故
の
矛
盾

が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

で
は
、

そ
の
無
を
知
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
と
な
る
あ
り
方
に
ひ
そ
む
根
本
的
な
矛
盾
存
在
の
構
造
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
の

こ
と
を
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

自
己
の
無
を
知
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
単
に
自
己
を
無
と
判
断
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
爾
判
断
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る

も
の
は
、
永
遠
の
死
を
越
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
永
遠
に
生
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
郎
も
、
単
に
死
を
越
え
た
も
の
は
、
生
き
た
も
の

で
も
な
い
。
生
き
る
も
の
は
、
死
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
実
に
矛
盾
で
あ
る
。
併
し
そ
こ
に
我
々
の
自
己
の
存
在
が
あ
る
の
で
あ
る
口
私

が
宗
教
の
心
霊
的
事
実
と
云
っ
た
も
の
は
、
此
に
あ
る
の
で
あ
る
。
(
三
九
五
''et--J

六
頁
)

死
の
自
覚
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
死
を
自
覚
す
る
と
き
、
死
を
超
え
る
。
な
る
ほ
ど
死
と
い
う
限
界
を
知
る
こ
と
は
、
こ
の
限
界
を
超
え
る
も

の
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う

D

し
か
し
そ
の
よ
う
に
死
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
一
度
き
り
の
生
を
一
度
き
り
と
、
す
な
わ
ち
永
遠
の
無
と
な
る
ほ
か
な
い
と
い
う

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
一
度
き
り
と
い
う
こ
と
の
自
覚
に
お
い
て
こ
そ
、
真
の
自
己
と
実
現
し
う
る
。
そ
う
い
う
、
死
を
超
え
る
こ
と
は
お
い



て
ま
す
ま
す
死
を
深
め
る

(
偲
に
徹
す
る
)

と
い
う
矛
盾
が
、
個
の
本
質
な
の
で
あ
っ
た

D

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
説
か
れ
て
い
る
。

自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
と
云
ふ
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
ら
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
は
な
い
。
然
る
に
、
斯
ぐ

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
こ
と
を
知
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
(
三
九
五
頁
)

死
ぬ
べ
き
自
己
、
無
と
帰
す
べ
き
自
己
と
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
唯
一
無
二
の
か
け
が
え
の
な
い
自
己
と
な
り
、
自
己
の
存
在
が
い
わ
ば
深
ま
る
。
真
に
自
己
以
外

で
は
あ
り
え
な
い
存
在
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
に
お
け
る
無
と
個
と
の
尖
鋭
な
対
立
が
、
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
の
根
源
的
な
様
式
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
の
深
い
悲
哀
も
あ
る
で
あ
ろ
う

D

こ
の
論
旨
も
ま
た
、

し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
あ
る
。

:
:
生
物
は
死
ん
で
行
く
、
死
な
き
所
に
生
命
は
な
い
。
そ
こ
に
も
既
に
自
己
矛
盾
が
あ
る
と
云
ひ
得
る
口
併
し
生
物
は
自
己
の
死
を
知
ら
な
い
。
自
己
自

身
の
死
を
知
ら
な
い
も
の
は
、
自
己
を
有
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
未
だ
自
己
と
云
ふ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
な
い
も
の
に
は
死
と
云
ふ
も
の

は
な
い
、
生
物
に
は
死
が
な
い
と
も
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
死
と
は
、
自
己
が
永
遠
の
無
に
入
る
こ
と
で
あ
る
口
日
疋
故
に
自
己
は
一
度
的
で
あ
る
対
自
己
は
唯

一
的
で
あ
る
、
個
で
あ
る
の
で
あ
る
。
而
も
自
己
自
身
の
死
を
知
る
こ
と
は
、
死
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
、
而
も
単
に
死
を
越
え
た
も
の
は
生
あ
る
も
の
で
も

な
い
。
自
己
自
身
の
死
を
知
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
無
に
し
て
有
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
の
無
に
し
て
有
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
の
極
致
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
而
も
そ
こ
に
我
々
の
真
の
自
覚
的
自
己
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(
四

O
八
{
)
九
頁
)

ま
た
、
次
の
所
説
も
あ
る
口

我
々
の
自
己
は
絶
対
の
自
己
否
定
に
於
で
自
己
を
有
つ
。
自
己
自
身
の
死
を
知
る
所
に
自
己
自
身
で
あ
り
、
永
遠
に
死
す
べ
く
生
れ
る
の
で
あ
る
。
人
は
麗

〉
〉
、
大
な
る
生
命
に
生
き
る
為
に
死
ぬ
る
と
一
五
ふ
、
死
ん
で
生
き
る
と
云
ふ
。
併
し
死
ん
だ
も
の
は
永
遠
の
無
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
度
死
ん
だ
も
の
は

永
遠
に
生
き
な
い
。
個
は
く
り
返
さ
設
い
、
人
格
は
二
つ
な
い
。
若
し
爾
考
へ
得
る
も
の
な
ら
ば
、

そ
れ
は
最
初
か
ら
生
き
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
外

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
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的
に
考
へ
ら
れ
た
生
命
で
あ
る
、
生
物
的
生
命
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
自
己
自
身
の
人
格
的
生
命
を
単
に
理
性
的
に
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
道
徳
家
は
多

ノ
ヘ
爾
考
へ
て
居
る
。
理
性
は
生
死
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
も
生
命
と
云
ふ
も
の
が
外
的
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
又
単
に
生
死
す
る
も
の
は
、

永
遠
に
輪
廻
す
る
も
の
で
あ
る
、

そ
れ
は
永
遠
の
死
で
あ
る
。
:
:
:
(
四
二

0
1
一
頁
)

こ
う
し
て
、
死
す
べ
く
生
ま
れ
、

か
っ
こ
の
こ
と
を
如
実
に
知
る
と
き
、
人
は
真
に
個
物
に
な
る
。
か
え
っ
て
真
の
自
己
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
、

無
か
つ
有
の
矛
盾
に
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
西
田
に
お
い
て
は
、
自
己
の
矛
盾
に
基
づ
く
べ
き
宗
教
の
問
題
と
は
、
す
な
わ
ち
個
を
め
ぐ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
放
に
何
処
ま
で
も
意
志
的
な
る

も
の
、
唯
一
的
に
個
な
る
も
の
に
し
て
、
始
め
て
宗
教
的
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
L

(

四
二
八
頁
)
と
も
い
わ
れ
る
。
「
私
は
、
宗
教
的
問
題
と
は
、
何
処
ま
で
も
我
々

の
意
志
的
自
己
の
問
題
、
個
の
問
題
で
あ
る
と
云
ふ
」
(
四
二
九
頁
)
と
も
い
う
。

さ
ら
に
、
「
是
の
故
に
道
徳
は
一
般
的
で
あ
り
、
宗
教
は
個
人
的
で
あ
る
」
(
四
三

一一員)

と
も
い
わ
れ
る
。

一
度
き
り
の
、

か
げ
が
え
の
な
い
、
唯
一
の
個
の
自
覚
に
お
い
て
、
宗
教
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
こ
に
は
、
意
志
的
と
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
徹
頭
徹
尾
、
個
か
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
個
を
め
ざ
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
個
を
こ
え
た
外
か

ら
動
か
さ
れ
る
も
の
、

一
般
者
の
あ
り
方
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
、
個
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
個
と
は
、
徹
底
し
て
自
ら
の
内
か
ら
発
動
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
か
え
っ
て
世
界
を
規
定
し
か
え
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
方
面
に
つ
い
て
は
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

:
・
真
に
働
く
も
の
と
云
ふ
も
の
は
、
単
に
他
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
、
即
ち
働
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
自
己
に
よ
っ
て
他
を
動
か
す
も
の
、

自
己
か
ら
働
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
物
質
の
世
界
に
於
て
は
真
に
働
く
も
の
と
云
ふ
も
の
は
な
い
。
す
べ
て
が
相
対
的
で
あ
る
、
力
は
量
的
で

あ
る
。
真
に
働
く
も
の
と
云
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
は
、
秩
序
と
云
ふ
も
の
が
入
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
少
く
も
順
序
と
一
玄
ふ
も
の
が
入
っ
て
来
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
非
可
逆
的
な
寸
時
」
と
云
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
質
的
世
界
に
於
て
は
、
時
は
可
逆
的
と
考
へ
ら
れ
る
。
生
命
の

世
界
に
至
つ
て
は
、
時
は
非
可
逆
的
で
あ
る
。
生
命
は
一
度
的
で
あ
る
、
死
者
は
匙
ら
な
い
。
故
に
世
界
は
、
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
形
作
ら

れ
た
も
の
か
ら
形
作
る
も
の
へ
で
あ
る
。
か
〉
る
意
味
に
お
い
て
、
無
限
の
過
程
で
あ
る
。
働
く
も
の
と
は
、
形
作
る
も
の
で
あ
る
。

か
〉
る
世
界
が
目
的
的

と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
三
七
四

i
五
頁
)



真
に
働
く
も
の
は
、
世
界
を
形
作
る
。
そ
れ
は
、
時
の
中
で
、

一
度
的
に
可
能
な
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
最
も
深
い
生
命
、
真
の
個
物
が
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
別
様
の
表
現
は
、

さ
ら
に
い
く
つ
か
あ
る
。
生
き
た
も
の
と
云
ふ
の
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
に
よ
っ
て
立
つ
も
の
、
何
処
ま
で
も
個
と
し
て
一

般
を
否
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

:
:
:
単
に
我
々
の
自
己
を
越
え
た
も
の
、
我
々
の
自
己
に
外
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
我
々
の
自
己
は
苦
ま
な
い
。
唯
、

そ
れ
が
我
々
の
自
己
存
在
に
関

す
る
も
の
、
即
ち
我
々
の
生
命
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
時
、

そ
れ
に
つ
い
て
苦
む
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
が
深
け
れ
ば
深
い
程
、
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
苦
む

の
で
あ
る
。
良
心
と
云
ふ
も
の
も
、
我
々
の
自
己
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
我
々
の
自
己
を
内
か
ら
越
え
た
も
の
で
あ
る

D

そ
れ
だ
け
に
良
心
の

明
賓
と
云
ふ
も
の
は
、
我
々
の
自
己
を
生
命
の
底
か
ら
振
り
動
か
す
の
で
あ
る
。
良
心
の
町
責
に
は
、
逃
れ
る
所
が
な
い
と
も
云
は
れ
る
。
之
を
道
徳
的
苦
悩

と
云
ふ
。
併
し
、
良
心
的
苦
悩
に
は
、
尚
何
処
ま
で
も
自
己
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
唯
、
自
己
自
身
の
底
か
ら
の
苦
悩
で
あ
る
。
百
も
自
己
が
理
性
的
存
在
で

あ
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
良
心
的
に
苦
む
の
で
あ
る
。
理
性
が
我
々
の
自
己
に
自
律
的
と
考
ヘ
ら
れ
る
。
私
も
我
々
の
自
己
存
在
を
述
語
面
的
と
考
へ
た
。
我
々

の
意
識
作
用
と
云
ふ
の
は
、
述
語
面
的
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
我
々
の
自
己
は
単
な
る
一
般
者
的
存
在
で
は
な
い
、
単
な
る
述
語
面
的

存
在
で
は
な
い
。
我
々
の
自
己
は
何
処
ま
で
も
個
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
意
志
的
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。
加
閣
が
何
処
ま
で
も
一
般
を
否
定
す

る
所
に
、
我
々
の
自
己
が
何
処
ま
で
も
法
を
破
る
可
能
性
を
有
す
る
所
に
、
我
々
の
自
己
の
存
在
が
あ
る
の
で
あ
る
。
単
に
一
般
者
的
方
向
に
行
く
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
に
、
個
の
本
質
は
、

却
っ
て
自
己
の
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
自
身
を
失
ふ
こ
と
で
あ
る
。
所
謂
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
的
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
(
四
一
二

1
一一一一貝)

一
般
者
を
突
破
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
と
い
い
う
る
。
こ
こ
に
、
無
底
の
自
由
が
あ
る
。
我
々
の
自
己

一
般
者
を
否
定
し
、

は

一
切
、
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
、

ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
は
む
し
ろ
、
根
本
悪
に
も
他
な
ら
な
い
。

-
:
ド
ミ
!
ト
リ
・
カ
ラ
マ

i
ゾ
フ
は
ソ
ド
ム
の
中
に
美
が
潜
ん
で
居
る
、
美
は
恐
ろ
し
い
ば
か
り
で
な
く
神
秘
な
の
だ
、
云
は
ば
悪
魔
と
神
の
戦
ひ
だ
、

そ
の
戦
場
が
人
間
の
心
な
の
だ
と
云
ふ
。
我
々
の
心
は
、
本
来
、
神
と
悪
魔
と
の
戦
場
で
あ
る
。
而
も
意
志
的
存
在
と
し
て
の
、
人
格
と
し
て
の
、
我
々
の
自

己
の
実
在
は
、
実
に
此
に
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
何
処
ま
で
も
述
語
面
的
自
己
限
定
と
し
て
理
性
的
な
る
と
共
に
、
何
処
ま
で
も
主
語
面
的
に
之
を

否
定
す
る
所
に
、
自
己
自
身
の
存
在
を
有
つ
の
で
あ
る
。
即
ち
根
本
悪
に
於
て
自
己
存
在
を
有
つ
の
で
あ
る
。
(
四

O
五
(
}
六
頁
)

こ
う
し
て
、

一
度
き
り
の
か
け
が
え
の
な
い
侶
は
、
自
ら
一
般
を
も
否
定
す
る
が
故
に
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
と
同
時
に
、

そ
れ
は
根
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本
悪
を
具
え
て
い
る
も
の
に
も
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
自
己
存
在
の
矛
盾
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
根
本
悪
は
、
あ
る
意
味
で
絶
対
自
由
な
の
で
あ
る
が
、

而
も
又
単
に
一
般
を
否
定
す
る
所
に
、
理
性
を
否
定
す
る
所
に
、
自
己
が
あ
る
の
で
も
な
い
。
単
に
非
合
理
的
な
る
も
の
は
、
動
物
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
の

自
己
と
云
ふ
も
の
は
、
考
へ
れ
ば
考
へ
る
程
、
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。
(
四
一
三
真
)

と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
は
個
の
み
を
主
張
し
て
も
成
立
し
え
な
い

Q

む
し
ろ
個
は
個
自
ら
を
否
定
し
て
何
ら
か
一
般
に
自
己
を
位
置

づ
け
る
と
き
、
真
に
偲
と
な
る
、

と
い
う
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
本
来
の
あ
り
方
を
、
西
田
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

-
:
:
実
践
的
自
己
と
は
、
単
な
る
理
性
で
は
な
い
。
法
を
破
る
可
能
性
を
有
つ
所
に
、
自
己
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
の
意
志
的
存
在
、
人
格
的
自

己
と
云
ふ
の
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
矛
盾
的
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
述
語
面
的
自
己
限
定
と
し
て
の
有
で
あ
る
。
自
己

に
於
て
自
己
を
限
定
す
る
、
自
覚
的
で
あ
る
。
何
処
ま
で
も
理
性
的
で
あ
る
。
併
し
単
に
斯
く
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
自
己
は
意
志
的
で
な
い
、
行
為
的
で
な

い
。
我
々
の
意
志
と
は
、
主
語
的
な
る
も
の
が
、
述
語
面
を
破
っ
て
、
逆
に
述
語
面
的
に
自
己
自
身
を
附
限
定
す
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
口
単
に
主
語
と
な
っ
て

述
語
と
な
ら
な
い
も
の
は
、
対
象
的
個
物
で
あ
る
。
か
〉
る
個
物
が
述
語
面
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
即
ち
意
識
的
に
作
用
す
る
と
考

へ
ら
れ
る
時
、
本
能
的
で
あ
る
、
欲
求
的
で
あ
る
。
併
し
て
そ
の
か
ぎ
り
、

そ
れ
は
自
由
で
は
な
い
、
意
志
的
で
は
な
い

D

我
々
の
自
己
は
何
処
ま
で
も
述
語

面
的
自
己
限
定
と
し
て
主
語
的
な
る
も
の
を
内
に
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
も
述
語
面
的
主
語
面
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
所
に
、
即
ち
主
語

と
述
語
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
所
に
、
真
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
唯
一
的
個
と
し
て
、
我
々
の
人
格
的
自
己
が
あ
る
の
で
あ

る
。
(
四

O
一
1
二
頁
)

こ
う
し
で
、
我
々
の
自
己
と
は
、
矛
盾
的
(
自
己
同
一
的
)
存
在
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
真
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
唯
一
的
個
が
あ
る
。

し
か
も
そ
の
唯
一
的
偲
の
自
覚
は
ま
た
、
根
本
的
に
、
永
遠
の
死
の
自
覚
に
こ
そ
基
づ
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
己
に
お
け
る
根
本
的
矛
盾
の
自
覚
に
、
宗
教
の
問

題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

西
国
は
い
う
。

何
故
に
我
々
の
自
己
は
、

そ
の
根
抵
に
於
て
宗
教
的
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
底
に
深
く
反
省
す
る
に
従
っ
て
、
即
ち
自
覚
す
る
に
従
っ
て
、
宗
教
的
要
求
と

云
ふ
も
の
が
現
れ
、
宗
教
的
問
題
に
苦
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
上
に
云
っ
た
如
く
、
我
々
の
自
己
は
、
絶
対
に
自
己
矛
窟
的
存
在
一
な
る
が
故
で
あ
る
。



絶
対
的
自
己
矛
盾
そ
の
こ
と
が
、
自
己
の
存
在
理
由
な
る
が
故
で
あ
る
。
(
四

O
八
頁
)

矛
盾
的
自
己
の
成
立
根
拠

で
は
、

そ
の
よ
う
に
矛
盾
に
満
ち
た
自
己
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
こ
に
、
神
も
し
く
は
絶
対
者
の
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ

。
λν 

西
国
は
、
矛
盾
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
根
本
に
、

そ
の
根
底
を
な
す
矛
盾
的
存
在
そ
の
も
の
を
考
え
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

自
己
矛
盾
的
な
る
も
の
は
、
元
来
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
の
存
在
で

な
い
こ
と
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
単
に
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
理
性
的
存
在
、

イ
デ
ア
的
存
在
と
も
云
は
れ
な
い
。
合
理
的
存
在
は
、
何
処
ま
で

も
自
己
自
身
の
中
に
矛
盾
を
含
ま
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
、
我
々
の
自
己
と
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。
自

己
自
身
に
つ
い
て
考
へ
る
、
即
ち
主
語
的
な
る
と
共
に
述
語
的
、
自
己
が
自
己
の
働
き
を
知
る
、
即
ち
時
間
的
な
る
と
共
に
空
間
的
容
在
で
あ
る
。
我
々
の
自

己
は
、

か
〉
る
自
己
矛
盾
に
於
て
自
己
存
在
を
有
つ
の
で
あ
る
。
自
己
矛
盾
的
な
れ
ば
な
る
程
、
我
々
の
自
己
は
自
己
自
身
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

実
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
此
に
深
い
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
っ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
主
語
的
方
向
に

於
て
も
、
述
語
的
方
向
に
於
て
も
有
と
考
へ
ら
れ
な
い
、
絶
対
の
無
に
於
い
て
自
己
自
身
を
有
っ
と
一
五
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

か
〉
る
自
己
矛
盾
的
存
在
が
成
立

す
る
に
は
、

そ
の
根
抵
に
絶
対
に
矛
盾
的
自
己
河
一
的
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
処
ま
で
も
否
定
即
肯
定
、
肯
定
郎
否
定
的
に
、
即
ち
矛
盾
的
自

己
同
一
的
に
、
創
造
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
(
四
一
四
f
¥
J

五
衰
)

こ
う
し
て
、
我
々
の
矛
盾
的
自
己
存
在
は
、
根
抵
に
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
根
抵
に
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
「
基

底
的
に
、
実
体
的
な
る
も
の
L

(

四
一
五
真
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
絶
対
の
否
定
が
肯
定
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
に
根
ざ

し
て
自
己
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
絶
対
に
自
ら
を
否
定
す
る
も
の
、

そ
れ
が
実
は
西
国
に
お
い
て
神
な
の
で
あ
る
。
絶
対
に
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
絶
対
者
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な

こ
と
で
あ
り
、
逆
に
絶
対
者
は
自
ら
自
ら
を
絶
対
に
否
定
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
西
田
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
の
論
理
を
辿
っ
て

哲
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み
よ
う
。

絶
対
と
云
へ
ば
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
対
を
絶
し
た
こ
と
で
あ
る
。
併
し
単
に
対
を
絶
し
た
も
の
は
、
何
物
で
も
な
い
、
単
な
る
無
に
過
ぎ
な
い
。
何
物
も

創
造
せ
な
い
神
は
、
無
力
の
神
で
あ
る
、
神
で
は
な
い
。
無
論
、
何
等
か
の
意
味
に
於
て
、
対
象
的
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
と
な
ら
ば
、

そ
れ
は
相
対
で
あ
る
、

絶
対
で
は
な
い
。
併
し
又
単
に
対
を
絶
し
た
も
の
と
云
ふ
も
の
も
絶
対
で
は
な
い
。
そ
と
に
絶
対
そ
の
も
の
の
自
己
矛
盾
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(
三
九
六

i
七
頁
)

少
し
前
に
は
、
異
る
文
脈
の
中
で
、
「
相
対
に
対
す
る
絶
対
は
絶
対
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
亦
相
対
者
で
あ
る
」
(
一
ニ
九
六
頁
)

と
も
一
一
一
一
日
っ
て
い
る
。
確
か
に
対
す

る
も
の
が
あ
る
う
ち
は
、
絶
対
で
は
な
い
。
し
か
し
、
単
に
対
を
絶
し
た
も
の
は
、
無
に
も
等
し
く
、
何
も
の
で
も
な
い
。
絶
対
は
、

ま
た
絶
対
で
あ
る
が
故
に
、

自
己
矛
盾
を
か
か
え
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
真
の
絶
対
と
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
う
か
。

如
何
な
る
意
味
に
於
て
、
絶
対
が
真
の
絶
対
で
あ
る
の
で
あ
る
か
。
絶
対
は
無
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
絶
対
で
あ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
の
無
に
対
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
の
有
で
あ
る
の
で
あ
る
。
荷
し
て
自
己
の
外
に
対
象
的
に
自
己
に
対
し
て
立
つ
何
物
も
な
く
、
絶
対
無
に
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
自

己
が
自
己
矛
盾
的
に
自
己
自
身
に
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
矛
盾
的
自
己
同
一
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
無
は
、
自
己
に
対

す
る
も
の
で
も
な
い
。

自
己
に
対
す
る
も
の
は
、
自
己
を
否
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
を
否
定
す
る
も
の
は
、
何
等
か
の
意
味
に
於
で
自
己

と
根
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
然
自
己
と
無
関
係
な
る
も
の
は
、
自
己
を
否
定
す
る
と
も
云
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。

形
式
論
理
的
に
も
、

類
を
向
じ
く
す
る
も
の
程
、
互
に
対
照
を
な
す
も
の

相
反
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
外
に
自
己
を
否
定
す
る
も
の
、
自
己
に
対
立
す
る
も
の
が

あ
る
か
ぎ
り
、
自
己
は
絶
対
で
は
な
い
。
絶
対
は
、
自
己
の
中
に
、

絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
で
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
自
己
の
中
に
絶
対
的
自

己
否
定
を
含
む
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
己
が
絶
対
の
無
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口

自
己
が
絶
対
的
無
と
な
ら
ざ
る
か
ぎ
り
、
自
己
を
否
定
す

る
も
の
が
自
己
に
対
し
て
立
つ
、
自
己
が
自
己
の
中
に
絶
対
的
否
定
を
含
む
と
は
云
は
れ
な
い
。

故
に
自
己
が
自
己
矛
盾
的
に
自
己
に
対
立
す
る
と
云
ふ
こ
と

は
、
無
が
無
自
身
に
対
し
で
立
つ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
真
の
絶
対
と
は
、
此
の
如
き
意
味
に
於
て
、

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ο

我
々

が
神
と
云
ふ
も
の
を
論
理
的
に
表
現
す
る
時
、
斯
く
云
ふ
の
外
に
な
い
。
(
三
九
七
(
〉
八
頁
)

蛇
足
な
が
ら
、
今
の
笛
所
に
、
自
己
と
あ
っ
た
の
は
、
お
お
む
ね
絶
対
者
自
身
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

自
ら
自
ら
を
絶
対
に
否
定
し
つ
く
す
も
の
な

の
で
あ
る
。

と
こ
に
、

無
が
無
に
対
す
る
、

と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。

絶
対
無
と
は

こ
の
こ
と
で
あ
る
。



し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
絶
対
者
に
お
け
る
自
己
の
完
全
な
る
否
定
は
、
単
な
る
無
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
無
が
無
に
対
す
る
と
は
、
絶
対
者
と
し
て
の
有
が
い

か
な
る
意
味
で
も
残
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
に
、

そ
こ
に
何
も
無
い
の
で
は
な
い
。
絶
対
無
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
有
に
対
す
る
無
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
で
は
、
何
が
そ
こ
に
あ
る
の
か
。

絶
対
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
。
何
処
ま
で
も
相
対
的
に
、
自
己
自
身
を
翻
へ
す
所
に
、
真
の
絶
対
が
あ
る
の
で
あ
る
。
真
の
全
体
的

一
は
真
の
個
物
的
多
に
於
て
自
己
自
身
を
有
つ
の
で
あ
る
。
神
ほ
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
的
に
此
の
世
界
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
、
神
は

何
処
ま
で
も
内
在
的
で
あ
る
。
故
に
神
は
、
此
の
世
界
に
於
て
、
何
処
に
も
な
い
と
共
に
何
処
に
も
あ
ら
ざ
る
所
な
し
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
会
一
九
八
頁
)

こ
の
よ
う
に
、
絶
対
者
は
絶
対
に
自
ら
を
否
定
す
る
と
き
、
個
物
的
多
に
ひ
る
が
え
る
の
で
あ
り
、
個
物
的
多
を
成
立
せ
し
め
る
乙
と
に
お
い
て
絶
対
者
な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
お
い
て
、

神
は
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
、
逆
対
応
的
に
自
己
自
身
に
対
し
、
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
な
る
が
故
に
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て

有
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
り
、
絶
対
の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有
で
あ
る
の
で
あ
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

な
い
、
全
智
全
能
で
あ
る
。
故
に
私
は
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
が
あ
る
と
一
玄
ふ
、
創
造
者
と
し
て
の
神
あ
っ
て
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
り
、

逆
に
創
造
物
と
し
て
の
世
界
あ
っ
て
神
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
(
三
九
八
頁
)

と
の
言
も
、
な
さ
れ
る
。
絶
対
無
は
、
単
独
に
無
が
あ
る
だ
り
の
こ
と
で
は
な
く
、
絶
対
無
が
あ
っ
て
個
物
的
多
が
あ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
絶
対
に
無
に

L
て

絶
対
に
有
な
る
こ
と
な
の
で
あ
る
口
そ
こ
を
西
国
は
、
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
等
と
い
う
が
、
そ
の
場
合
の
仏
・
神
は
絶
対
に
自
ら
を
否
定
す
る
絶
対
無
と
し
て
の
仏
・

神
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
神
は
、
「
単
に
超
越
的
に
自
己
満
足
的
」
で
は
あ
り
え
ず
、
「
一
面
に
又
何
処
ま
で
も
ケ
ノ
シ
ス
的
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
う
て
、
「
何
処

ま
で
も
超
越
的
な
る
と
共
に
何
処
ま
で
も
内
在
的
、
何
処
ま
で
も
内
在
的
な
る
と
共
に
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
神
こ
そ
、
真
に
弁
証
法
的
な
る
神
」
で
あ
り
、
「
真

の
絶
対
」
な
の
で
あ
る
。
(
以
上
、
三
九
九
頁
)

こ
う
し
て
、
個
物
的
多
は
、
絶
対
者
の
絶
対
的
自
己
否
定
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
の
場
合
、
個
は
あ
く
ま
で
も
個
で
あ
っ
て
、
各
々
か
け
が
え
な
く
、

一
度
き

り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
個
は
、
こ
の
よ
う
に
絶
対
者
の
真
に
絶
対
的
な
自
己
否
定
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
故
に
無
底
で
あ
り
、

そ
れ
故
絶
対
に
自
由

哲
学
・
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「
逆
対
応
」
の
宗
教
哲
学

四

で
あ
り
、
根
本
悪
を
本
質
と
す
る
よ
う
な
、
何
も
の
に
も
縛
ら
れ
な
い
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

絶
対
者
の
絶
対
的
自
己
否
定
に
お
い
て
個
(
自
己
)
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
を
、
西
国
は
こ
の
論
文
の
中
、
く
り
返
し
説
い
て
い
る
。
以
下
、

そ
れ
ら
の

一
一
言
葉
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

故
に
右
の
如
き
我
々
の
個
的
自
己
、
人
格
的
自
己
の
成
立
の
根
抵
に
は
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
云
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
絶
対
者
と
は
単

に
自
己
自
身
の
対
を
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
中
に
自
己
否
定
を
含
み
、
絶
対
的
自
己
否
定
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
の
否
定

即
肯
定
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
か
〉
る
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
於
て
、
我
々
の
自
己
の
世
界
、
人
間
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
〉

る
絶
対
的
否
定
即
肯
定
と
云
ふ
こ
と
が
、
神
の
創
造
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
(
四

O
九
頁
)

人
間
は
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
源
に
於
て
、
永
遠
に
地
獄
の
火
に
投
ぜ
ら
れ
る
べ
き
運
命
を
有
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で

あ
る
。
(
四
一
一
頁
)

我
々
は
、
個
物
で
あ
る
が
故
に
、
絶
対
の
死
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
個
物
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
個
物
的
多
が
成
立
す
る
こ

と
が
、
神
の
存
在
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

私
は
、
前
節
に
於
て
、
我
々
の
自
己
は
神
の
絶
対
的
自
己
否
定
の
肯
定
と
し
て
成
立
す
る
、

そ
れ
が
真
の
創
造
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
と
云
っ
た
。
真
の
絶
対

者
は
単
に
自
己
自
身
の
対
を
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
、

そ
れ
な
ら
ば
単
に
絶
対
否
定
的
な
る
も
の
、
逆
に
相
対
的
な
る
も
の
た
る
を
免
れ
な
い
。
真
の
絶
対
者

と
は
、
自
己
自
身
に
於
て
、
絶
対
の
自
己
否
定
に
面
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
否
定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
も
の
、
般
若
即
非
の
論
理
的
応
、
絶
対
否
定
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
我
々
の
自
己
は
、
神
の
絶
対
否
定
的
自
己
媒
介
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
私
が
何
時
も
云
ふ
如
〈
、
絶
対
的
一
者
の
個
物
的
多
的
自
己
否
定
の
極

限
と
し
て
成
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
我
々
の
自
己
は
、
絶
対
的
一
者
の
自
己
射
影
点
と
し
て
神
の
肖
姿
で
あ
り
、
絶
対
意
志
的
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。
(
四
二

O
頁
)

こ
こ
は
、
同
論
文
中
の
前
節
の
く
り
返
し
、
ま
と
め
だ
が
、
こ
こ
に
も
は
っ
き
り
、
「
我
々
の
自
己
は
神
の
絶
対
否
定
的
自
己
媒
介
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
」

と
あ
る
。



そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
有
り
、

そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
動
く
絶
対
者
は
、
対
を
絶
し
た
も
の
で
は
な
い
。
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
的
否
定
を
含
む
真
の
絶
対
者
の

自
己
否
定
即
肯
定
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
、

此
の
歴
史
的
世
界
が
成
立
す
〆
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
自
己
は
、

か
〉
る
世
界
の
個
物
的
多
と
し
て

そ
の
一
々
が
此
の
世
界
を
表
現
す
る
と
共
に
、
此
の
世
界
の
自
己
表
現
点
と
し
て
、
此
の
世
界
を
形
成

し
て
行
〈
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
の
自
己
の
存
在
が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
肯
定
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
、
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
。
我
々
は
何
処
ま
で
も
宗
教
的
で
あ
る
。
(
四
四
七

1
八
頁
)

も
は
や
西
田
の
自
己
成
立
に
関
す
る
こ
う
し
た
基
本
的
立
場
は
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
矛
盾
的
自
己
は
、
神
ま
た
は
絶
対
者
に
自
ず
か
ら
具
わ
る
原
理
、

絶
対
の
自
己
否
定
即
肯
定
、
す
な
わ
ち
一
者
は
か
え
っ
て
個
物
的
多
に
お
い
て
自
己
を
も
っ
と
い
う
、

そ
の
根
本
的
特
質
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
死
す
べ
き
自
己
は
、
実
は
絶
対
者
そ
の
も
の
に
根
ざ

L
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
と
き
、
我
々
は
個
の
生
を
無
限
に
延
長
さ
せ
た
り
、

た
だ
主
語
的

方
向
の
自
由
の
み
を
追
求
し
て
も
、

も
と
よ
り
契
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
絶
対
者
の
下
に
成
立
し
て
い
る
個
物
的
多
の
中
の
一
個
と
し
て
の
自
己
と
自
ら
自

覚
す
る
と
き
、
自
ら
の
在
処
を
知
り
、
自
己
の
本
体
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
か
え
っ
て
そ
こ
に
救
い
が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
後
に
見
る
と
し
て
、

と
も
か
く
絶
対
者

の
絶
対
的
自
己
否
定
に
根
ざ
す
故
に
、
我
々
の
自
己
は
有
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
、
「
絶
対
的
否
定
か
ら
個
が
成
立
す
る
と
云
ふ
所
に
、
私
の
場
所
的
論
理
と
神
秘
哲

学
と
が
逆
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
」
(
四
五

O
頁
)
と
言
明
し
て
い
る
。
こ
の
句
は
、
西
田
の
宗
教
的
哲
学
の
根
本
的
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
『
善
の
研
究
』
の
「
純
粋
経
験
」
を
、

そ
の
後
の
徹
底
し
た
思
索
の
中
で
究
め
つ
く
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

四

逆
対
応
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

さ
て
、
以
上
の
自
己
と
神
の
論
理
構
造
を
ふ
ま
え
て
、
「
逆
対
応
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
論
文
に
出
る
逆
対
応
の
語
を
含
ん
だ

文
章
を

つ
ぶ
さ
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
じ
め
に

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

:
:
:
否
定
即
肯
定
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
向
一
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
逆
限
定
の
世
界
、
逆
対
応
の
世
界
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
と
人
間
と
の
対
立

は
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
(
四

O
九
頁
)

哲
学
・
思
想
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二
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一
六

こ
こ
に
、
神
と
人
間
と
の
対
立
、
神
と
人
間
と
の
関
係
が
逆
対
応
的
だ
と
い
う
。
で
は
、

そ
の
内
実
は
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
の
自
己
が
絶
対
者
の
自
己
否
定
的
個
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
表
現
的
に
自
己
形
成
的
な
れ
ば
な
る
程
、
即
ち
意
志
的
な
れ
ば
な
る
程
、
人
格
的
な
れ
ば

な
る
程
、
我
々
の
自
己
は
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
絶
対
否
定
に
面
す
る
、
絶
対
的
一
者
に
対
す
る
、
即
ち
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
此
故
に
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
。
(
四
二
七
頁
)

こ
こ
に
は
、
自
己
が
意
志
的

・
人
格
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
、

と
あ
る
。
絶
対
者
の
自
己
否
定
す
な
わ
ち
絶
対
無
に
お
い
て
成
立
し
て

い
る
個
の
自
覚
が
、
こ
の
絶
対
者
に
根
ざ
し
た
自
己
を
え
ら
ぶ
か
、
自
己

(
対
象
的
に
捉
え
ら
れ
た
自
己
)

の
想
い
を
優
先
さ
せ
る
か
決
定
を
追
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

我
々
の
自
己
は
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
に
之
に
接
す
る
の
で
あ
り
、
個
な
れ
ば
個
な
る
程
、
絶
対
的
一
者
に
対
す
る
、

即
ち
神
に
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
自
己
が
神
に
対
す
る
と
云
ふ
の
は
、
個
の
極
限
と
し
て
で
あ
る
。
何
処
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、

歴
史
的
世
界
の
個
物
的
自
己
限
定
の
極
隈
に
於
て
、
全
体
的
一
の
極
限
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
の
一
々
が
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来

に
百
一
る
人
間
の
代
表
者
と
し
て
、
神
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
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
の
で
あ
る
。
此
に
我
々
の
自
己

は
、
周
辺
な
く
し
て
、
到
る
所
が
中
心
で
あ
る
。
無
限
球
の
無
数
の
中
心
と
も
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
四
三

O
頁
)

こ
こ
で
も
、
個
な
れ
ば
個
な
る
程
、
絶
対
的
一
者

・
神
に
対
す
る
と
あ
る
。
他
に
、
「
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
唯
一
の
個
と
し
て
、

一
歩
一
歩
逆
限
定
的

に
、
絶
対
に
接
す
る
の
で
あ
る
し
(
四
一
三
頁
)

と
も
あ
る
。

同
様
に
、
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

我
々
自
己
は
何
処
ま
で
も
唯
一
的
個
的
に
、
意
志
的
自
己
と
し
て
、
逆
対
応
的
に
、
外
に
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
越
え
て
我
々
の
自
己
に
対
す
る
絶
対

者
に
対
す
る
と
共
に
、
内
に
も
亦
逆
対
応
的
に
、
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
越
え
て
我
々
の
自
己
に
対
す
る
絶
対
者
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
(
四
三
四

i
五
頁
)

こ
こ
で
外
と
内
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
が
ヘ

そ
れ
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
こ
こ
に
「
何
処
ま
で
も
唯
一
的
個
的
に
、
意
志
的
自
己
と
し
て
」
逆

対
応
の
事
が
成
立
す
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
別
処
に



絶
対
者
と
人
間
と
の
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
な
る
関
係
は
、
唯
、
名
号
的
表
現
に
よ
る
の
外
に
な
い
。
:
:
:
織
に
云
っ
た
如
く
、
我
々
の
自
己
は
個
人
的
意

志
の
尖
端
一
に
於
て
絶
対
者
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
神
も
亦
絶
対
意
志
的
に
我
々
の
自
己
に
臨
む
の
で
あ
る

(
故
に
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
の
で
あ
る
)
。

(
四
四
二
f
)

コ
一
頁
)

と
も
あ
る
。
自
己
の
意
志
が
強
く
意
識
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
神
の
意
志
に
対
す
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

:
:
:
そ
こ
か
ら
絶
対
者
の
自
己
否
定
の
極
限
と
し
て
人
間
の
世
界
が
出
て
来
る
、
我
々
の
自
己
は
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
多
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
一
者
に
逆
対
応
で
あ
る
。
つ
ひ
と
へ
に
親
繁
一
人
の
為
な
り
け
り
L

と
云
ふ
。
個
な
れ
ば
個
な
る
程
、
斯
く
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
而

し
て
此
故
に
我
々
の
自
己
は
、
逆
対
応
的
に
一
者
に
於
て
自
己
を
も
っ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
絶
対
否
定
即
肯
定
的
に
、

か
〉
る
逆
対
応
的
立
場

に
於
て
、
何
処
ま
で
も
無
基
底
的
に
、
我
々
の
自
己
に
平
常
底
と
い
ふ
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
(
四
四
九
(
)
五

O
頁
)

さ
て
、

そ
う
、
だ
と
す
る
と
、
「
逆
対
応
」
と
い
う
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
神
と
人
と
の
関
係
で
あ
り
、
神
の
絶
対
否
定
即
肯
定
す
な
わ
ち
神
の
絶
対
否
定
期
他
物
的
多

の
肯
定
と
い
う
こ
と
自
体
、
逆
対
応
な
の
で
あ
ろ
う
。
絶
対
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
無
と
な
り
、
否
、
相
対
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
対
応
を
神
の

み
に
つ
い
て
言
う
場
合
が
あ
る
と
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
神
は
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
、
逆
対
応
的
に
自
己
自
身
に
対
し
、
自
己
自
身
の
中
に
絶
対

的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
な
る
が
故
に
自
己
自
身
に
よ
っ
て
有
る
も
の
で
あ
れ
ν
、
絶
対
の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有
で
あ
る
の
で
あ
る
」
(
三
九
八
頁
)
と
い
わ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
「
神
は
逆
対
応
的
に
極
悪
の
人
の
心
に
も
潜
む
の
で
あ
る
L

(

四
O
五
頁
)

ろ〉つ。

と
あ
る
の
は
、

い
わ
ば
、
神
自
身
の
内
部
で
の
逆
対
応
で
あ

し
か
し
て
、
個
物
的
多
と
し
て
の
人
間
と
神
と
の
関
係
は
、
こ
の
内
的
逆
対
応
そ
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
偲
を
'
自
覚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

つ
ま
り
一
度
き
り
の
か
け
が
え
の
な
い
個
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
個
に
徹
す
れ
ば
徹
す
る
ほ
ど
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
の
下
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す

る
の
で
あ
る
。
絶
対
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
個
(
相
対
)

の
方
向
に
行
け
ば
行
〈
ほ
ど
神
(
絶
対
)
に
逢
着
す
る
と
い
う
逆
i

対
応
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
自
己
が
無
と
な
る
と
神
が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
逆
対
応
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
己
が
根
本
悪
と
し
て
の
自
由
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
神

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
三
号
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そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も
個
の
意
識
は
失
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
そ
の
個
の
自
覚
に
お
い
て
こ
そ
、
逆
対
応
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
対
す
る
、
神
に
接
す
る
、
神
と
の
関
係
が
明
瞭
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
が
逆
対
応
な
の
で
あ
り
、

と
こ
ろ
で
、
逆
対
応
に
関
し
て
、
西
国
は

一
方
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
比
較
的
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

相
対
的
な
る
も
の
が
、
絶
対
的
な
る
も
の
に
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
、
死
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
神
に
対
す
る
時
に
、
死
で
あ
る
。
イ
ーザ
ヤ
が
神
を
見
た

時
、
「
禍
な
る
か
な
、
我
亡
び
な
ん
、
我
は
械
れ
た
る
唇
の
も
の
に
て
、
械
れ
た
る
唇
の
民
の
真
中
に
住
む
も
の
な
る
に
、
我
限
は
万
軍
の
主
な
る
王
を
見
た
れ

ば
な
り
」
と
云
っ
て
居
る
。
棺
対
的
な
る
も
の
が
絶
対
者
に
対
す
る
と
は
云
へ
な
い
。
又
相
対
に
対
す
る
絶
対
は
絶
対
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
亦
相
対
者
で
あ

る
。
相
対
が
絶
対
に
対
す
る
と
い
ふ
時
、

そ
こ
に
死
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
無
と
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
自
己
は
、
唯
、
死
に

よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
、
神
に
繋
が
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
(
三
九
六
頁
)

こ
こ
に
、
「
我
々
の
自
己
は
、
唯
、
死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
明
ら
か
に
、
「
死
に
よ
っ
て
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
す
ぐ
直
前
に
、
死
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
「
無
と
な
る
こ
と
し
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
我
々
が
無
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
神
が
そ
こ
を
満
た
す
と
か
、
自
我
を
否
定
し
て
無
我
に
な
っ
た
と
き
、
ダ
ン
マ
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
も
い
わ
れ
た
り
す
る
。

し
か
し
一
方
、
前
に
何
回
と
な
く
見
た
よ
う
に
、
個
の
尖
端
に
お
い
て
こ
そ
逆
対
応
が
現
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
死
に
よ

っ
て
L

と
い
う
こ
と
は
、
「
個
な
れ
ば
個
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
こ
と
と
、
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
無
と
な
る
L

こ
と
に
も
他
な
ら
な
い
死
に
よ
っ

て
と
い
う
こ
と
と
、
個
と
し
て
と
い
う
こ
と
と
は
、
別
の
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
こ
こ
で
、
死
に
よ
っ
て
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

こ
こ
ろ
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
口
こ
こ
で
、
個
と
し
て
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
「
死
に
よ
っ
て
」
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
国
は
、
今
の
引
用
の
文
に
続
け
て
、
「
対
象
論
理
学
は
云
ふ
で
も
あ
ら
う
、
既
に
死
と
云
ひ
、
無
と
云
ふ
な
ら
ば
、

そ
こ
に
相
対
す
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い

か
、
相
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
も
云
は
れ
な
い
で
は
な
い
か
と
。
併
し
死
と
云
ふ
こ
と
は
、
単
な
る
無
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
」
(
三
九
六
頁
)
と
い
う
。
西
田
が
こ
こ

で
一
一
一
一
日
っ
て
い
る
死
と
は
、

そ
の
よ
う
に
「
単
な
る
無
」
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
む
し
ろ
、
今
の
文
か
ら
以
降
は
、
絶
対
は
自
ら
を
絶
対
に
否
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
物
的
多
に
翻
る
と
と
に
お
い
て
絶
対
そ
の
も
の
な
る



こ
と
を
説
い
て
い
く
。
相
対
が
絶
対
に
対
し
て
死
す
と
い
う
こ
と
の
説
明
は
、
少
く
と
も
表
面
上
は
消
え
る
。
た
だ
、
重
要
な
こ
と
は
、
個
が
自
ら
完
結
し
た
も
の

で
は
な
く
、
絶
対
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
た
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
対
は
、
自
ら
の
根
拠
は
、
絶
対
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
絶
対

に
対
す
る
と
き
、
死
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
死
は
、
あ
く
ま
で
も
個
物
的
多
の
存
在
に
郎
し
て
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
多
も
な
く
絶
対
も
な
い

(
単
な
る
無

の
)
と
こ
ろ
に
は
、
死
す
ら
も
な
い
。
絶
対
が
絶
対
と
し
て
あ
る
の
は
、
実
は
個
物
的
多
が
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
偲
が
成
立
す
る
こ
と
が
、
絶
対

そ
の
も
の
の
内
部
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
偲
は
偲
(
の
み
)

に
は
死
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
個
に
死
ぬ
、
無
と
な
る
は
、

対
象
的
に
自
己
を
執
す
る
立
場
を
脱
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
偲
が
消
失
し
て
無
と
な
る
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
か
つ
て
た
と
え
ば
、
「
死
と
は
、
自
己
が
永
遠
の
無
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
日
疋
故
に
自
己
は
一
度
的
で
あ
る
、
自
己
は
唯
一
的
で
あ
る
、
個
で
あ
る
の
で
あ

る
L

(

四
O
八
頁
)
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
き
、
死
に
よ
っ
て
と
は
、
唯
一
か
け
が
え
の
な
い
一
度
き
り
の
個
と
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
い
〉
っ
こ

と
と
同
等
に
な
ろ
う
。
死
ぬ
べ
き
、
無
に
帰
す
べ
き
自
己
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
ら
が
絶
対
の
否
定
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

そ
の
こ
と
を
通
じ

て
、
絶
対
広
自
ら
を
否
定
す
る
絶
対
者
に
出
会
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
西
田
の
一
言
葉
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
の
自
己
は
絶
対
の
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
、
自
己
自
身
の
死
を
知
る
所
に
自
己
自
身
で
あ
り
、
永
遠
に
死
す
べ
く
生
れ
る
の
で
あ
る
P
:
:
:
併

し
“
死
ん
だ
も
の
は
永
遠
の
無
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
度
死
ん
だ
も
の
は
永
遠
に
生
き
な
い
。
偲
は
繰
り
返
さ
な
い
)
人
格
は
二
つ
な
い
。
:
:
:
又
単
に
生

死
す
る
も
の
は
、
永
遠
に
輪
廻
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
の
死
で
あ
る
。
永
遠
の
生
命
は
生
死
郎
浬
繋
と
い
ふ
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
と

神
即
ち
絶
対
者
と
の
関
係
は
、
屡
〉
〉
云
ふ
如
く
大
燈
国
師
の
一
訪
問
が
最
も
能
く
言
ひ
表
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
、
絶
対
に
逆
対
応

的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
死
却
浬
繋
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
永
遠
の
生
命
と
は
、
此
に
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
自
己
が
生
命
を

脱
し
て
不
生
不
滅
の
世
界
に
入
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
最
初
か
ら
不
生
不
滅
で
あ
る
の
で
あ
る
。
即
今
即
永
遠
で
あ
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
(
四
二

0
1
一
頁
)

我
々
は
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
。
そ
こ
に
自
己
が
あ
る
。
併
し
て
そ
の
時
、
我
々
は
既
に
永
遠
の
生
に
於
で
あ
る
の
で
あ
る
。
矛
居
的
自
己
同
一
的
に
、

斯
〈
自
己
が
自
己
の
根
源
に
徹
す
こ
と
が
、
宗
教
的
入
信
で
あ
る
、
廻
心
で
あ
る
。
(
四
二
一

1
二
頁
)

こ
こ
で
は
、
死
と
は
、

一
回
き
り
と
同
じ
で
あ
り
、

か
け
が
え
の
な
い
自
己
の
自
覚
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
真
の
偲
物
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
矛
盾
に

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
三
号

九



「
逆
対
応
」
の
宗
教
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二

O

出
会
い
、
矛
盾
を
根
本
と
ず
る
絶
対
者
に
ふ
れ
、
自
己
否
定
す
る
絶
対
者
の
下
に
成
立
し
た
自
己
と
知
ら
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
こ
に
、
永
遠
の
生
命
、
浬
葉
、

不
生
不
滅
を
体
得
す
る
の
で
あ
る
。
死
す
べ
き
自
己
の
直
下
に
、
絶
対
無
即
ち
絶
対
者
を
見
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
個
と
し
て
」
と
、
「
死
に
よ
っ
て
」
と
は
、
矛
盾
し
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
死
に
よ
っ
て
い
う
こ
と
は
、
無
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
永
遠
に
無
と
な
る
べ
き
、

一
度
き
り
で
か
け
が
え
の
な
い
個
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

な
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
逆
対
応
の
逆
l

対
応
の
意
味
は
、
死
に
徹
す
れ
ば
徹
す
る
ほ
ど
永
遠
の
生
を
得
る
、
棺
対
に
徹
す
れ
ば
徹
す
る
ほ
ど
絶
対
に
ふ
れ
る
、
個
に
徹
す

れ
ば
徹
ず
る
ほ
ど
個
を
超
え
る
神
に
接
す
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
論
脈
を
、
次
の
笛
所
は
よ
く
説
明
し
て
い
る
。
前
に
も
引
用
し
た
と
こ
ろ
と
多
分
に
重
複
す
る
が
、
西
国
の
考
え
が
ま
と
ま
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
煩

を
厭
わ
ず
あ
え
て
再
掲
し
よ
う
。

:
:
・
自
己
の
な
い
も
の
に
は
死
と
云
ふ
も
の
は
な
い
、
生
物
に
は
死
が
な
い
と
も
云
ふ
と
と
が
で
き
る
。
死
と
は
、
自
己
が
永
遠
の
無
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。

国
疋
故
に
自
己
は
一
度
的
で
あ
る
、
自
己
は
唯
一
一
的
で
あ
る
、
個
で
あ
る
の
で
あ
る
。
而
も
自
己
自
身
の
死
を
知
る
こ
と
は
、
死
を
越
え
る
こ
と
で
あ
る
、
而
も

単
に
死
を
越
え
た
も
の
は
生
あ
る
も
の
で
も
な
い
。
自
己
自
身
の
死
を
知
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
無
に
し
て
有
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
の
無
に
し
て
有
と
云

ふ
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
の
極
致
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
も
そ
こ
に
我
々
の
真
の
自
覚
的
自
己
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
自
己
の
行
為
を
越
え
て
、

之
を

知
る
、
普
通
に
は
、
之
を
自
覚
と
云
ふ
。
併
し
そ
れ
だ
け
な
ら
、
自
己
は
一
般
者
的
存
在
、

理
性
的
存
在
と
も
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

一
度
的
に

し
て
唯
一
的
な
る
自
己
と
云
ふ
も
の
は
な
い
、
真
の
自
覚
と
云
ふ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
右
の
如
き
我
々
の
個
的
自
己
、
人
格
的
自
己
の
成
立
の
根
抵

に
は
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
云
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
絶
対
者
と
は
単
に
自
己
自
身
の
対
を
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
処
ま
で
も
自
己
自

身
の
中
に
自
己
否
定
を
含
み
、
絶
対
的
自
己
否
定
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
の
否
定
即
肯
定
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。

か
〉
る
絶
対
者

の
自
己
否
定
に
於
て
、
我
々
の
世
界
、
人
間
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
〉
る
絶
対
否
定
即
肯
定
と
云
ふ
こ
と
が
、
神
の
創
造
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

故
に
私
は
仏
教
的
に
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
あ
る
と
云
ふ
。
絶
対
に
対
す
る
相
対
と
云
ふ
こ
と
は
、

上
に
も
云
っ
た
如
く
、
単
に
不
完
-
全
と
い

ふ
ζ

と
で
は
な
く
し
て
、
否
定
の
意
義
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
と
人
間
と
の
関
係
は
、
人
間
の
方
か
ら
云
へ
ば
、
億
劫
相
別
、
布
須
奥
不
離
、

尽
自
相
対
、
而
剃
那
不
対
、
此
理
人
々
有
之
と
い
ふ
大
燈
国
師
の
語
が
両
者
の
矛
語
的
自
己
同
一
的
関
係
を
云
ひ
表
わ
し
て
居
る
と
思
ふ
。
否
定
即
肯
定
の
絶



対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
逆
限
定
の
世
界
、
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
と
人
間
と
の
対
立
は
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的

で
あ
る
の
で
あ
る
。
(
四

O
八
{
)
九
頁
)

と
こ
に
、
死
!
個

l
逆
対
応
の
論
理
の
道
筋
が
、

は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
西
田
に
と
っ
て
、
死
と
い
う
こ
と
と
個
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
死
は
個
の
無
で

は
な
く
、
値
を
個
と
成
立
せ
し
め
る
不
可
欠
の
契
機
で
あ
る
。
そ
の
、
死
に
お
い
て
偲
、
無
に
お
い
で
有
の
矛
盾
が
あ
っ
て
、
絶
対
者
そ
の
も
の
の
特
質
が
う
か
び

あ
が
っ
て
く
る
。
絶
対
は
、
個
物
的
多
に
お
い
て
絶
対
な
の
で
あ
る
。
逆
に
相
対
は
、
あ
る
い
は
個
は
、

そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
絶
対
そ
の
も
の
に
お
い
て
の

成
立
を
見
ざ
る
を
え
な
い
。
絶
対
は
絶
対
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
相
対
と
な
り
、
相
対
は
相
対
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
絶
対
そ
の
も
の
に
帰
す
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
こ
に
は
、
絶
対
否
定
、
死

一
度
き
り
と
い
う
厳
粛
な
事
実
が
介
在
し
て
は
じ
め
て
こ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
故
に
、
神
だ
け
の
神
も

-
な
い
し
、
人
間
だ
け
の
人
間
も
な
い
。
こ
こ
を
仏
教
的
に
い
う
と
、
寸
仏
あ
っ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
っ
て
仏
あ
り
L

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
正
に
不
可
分
・
不
可
伺

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
体
的
に
両
者
が
不
可
分
・
不
可
同
な
の
で
は
な
く
、
否
定
と
肯
定
、
絶
対
(
者
の
自
己
否
定
)
と
相
対
(
的
個
の
肯
定
)
と
の
不
可
分
・

不
可
同
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
逆
対
応
が
あ
る
。
こ
の
関
係
を
、
西
国
は
好
ん
で
大
燈
国
師
の
言
葉
を
用
い
て
説
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
人
間
の
方
か
ら
云

へ
ば
」
、
と
あ
る
が
、
「
億
劫
相
い
別
れ
て
、
而
も
須
央
も
離
れ
ず
、
尽
日
相
対
し
て
、
市
も
利
那
も
対
せ
ず
、
此
理
人
々
之
有
り
」
と
い
う
そ
の
句
に
神
の
無
と
と

も
に
あ
り
、
神
の
無
に
対
し
て
個
を
自
覚
す
る
宗
教
的
人
間
の
あ
り
方
を
見
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
西
田
は
、
他
に
も
、
こ
の
大
燈
国
師
の
語
を
逆
対
応
を
表
わ

す
も
の
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
寸
:
:
:
比
に
は
逆
対
応
と
云
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
燈
国
師
の
語
は
最
も
よ
く
之
を
言
ひ
表
し
て
居
る
の
で
あ
る
」

(
四
一
五
頁
)

と
も
あ
る
。

ま
た
、
次
の
箇
所
で
は
、

ζ

の
大
燈
国
師
の
語
が
、
『
金
剛
般
若
経
』
の
寸
即
非
の
論
理
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、

言
及
さ
れ
て
い
る
。
絶
対
は
自
己
否
定
に
お
い

て
岳
己
を
有
つ
、

か
ら
始
ま
っ
て
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
ど
こ
に
も
な
い
と
と
も
に
ど
こ
に
も
あ
ら
ざ
る
所
な
し
と
論
述
す
る
箇
所
(
前
掲
一
三
頁
)
に
続
け
て
、

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

仏
教
で
は
、
金
剛
経
に
か
〉
る
背
理
を
即
非
の
論
理
を
以
て
表
現
し
て
居
る
(
鈴
木
大
拙
)
。
所
一
一
一
同
一
切
法
者
即
非
一
切
法
是
故
名
一
切
法
と
一
玄
ふ
、
仏
仏
に

あ
ら
ず
故
に
仏
で
あ
る
、
衆
生
衆
生
に
あ
ら
ず
故
に
衆
生
で
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
此
に
も
大
燈
国
部
の
億
劫
相
別
、
而
須
山
穴
不
離
、
尽
日
相
対
、
而
利
那
不

哲
学
・
思
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対
と
い
ふ
語
を
思
ひ
起
す
の
で
あ
る
。
(
三
九
八

i
九
頁
)

し
た
が
っ
て
西
田
は
、
即
非
の
論
理
は
絶
対
者
そ
の
も
の
の
構
造
、

し
た
が
っ
て
我
々
の
世
界
そ
の
も
の
の
構
造
を
よ
く
示
す
と
と
も
に
、
逆
対
応
と
い
う
こ
と

を
表
わ
し
て
い
る
と
も
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
絶
対
者
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
多
と
一
と
の
逆
限
定
的
に
、
す
べ
て
の
も

の
が
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
般
若
即
非
の
論
理
的
に
、
絶
対
に
無
な
る
が
故
に
絶
対
に
有
で
あ
り
、
絶
対
に
動
な
る
が
故
に
絶
対
に
静
で
あ
る
の

で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
絶
対
的
一
者
と
却
ち
神
と
、
逆
限
定
的
に
、
逆
対
応
的
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
L

(

四
二
三
頁
)
と
あ
る
所
は
、
西
田
に
お

い
て
の
、
逆
対
応
と
却
非
の
論
理
の
関
係
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

以
上
、
「
逆
対
応
し
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
西
国
の
言
葉
を
考
察
し
て
き
た
。

一
体
、
対
応
で
は
な
く
逆
対
応
な
の
は
何
故
か
。
人
が
神
に
近
づ
こ
う
と
す
る

と
き
、
対
応
が
あ
る
。
し
か
し
、
神
は
自
ら
否
定
し
て
人
と
な
り
、
人
は
自
己
の
死
す
べ
き
定
め
を
知
っ
て
そ
の
自
己
の
根
拠
を
神
に
も
っ
と
き
、
人
と
な
る
。

ζ

こ
に
互
い
に
否
定
を
媒
介
と
し
て
の
対
応
、
す
な
わ
ち
逆
対
応
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
西
田
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
決
し
て
人
は
、
生
を
永
遠
に
延
長
さ
せ
て

神
と
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
単
に
自
己
が
無
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
と
合
一
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
西
国
は
、

我
々
は
ニ
1

チ
ェ
の
人
神
で
は
な
く
し
て
、
神
の
人
、
何
処
ま
で
も
主
の
僕
と
な
る
の
で
あ
る
。
対
象
論
理
的
に
考
へ
る
人
は
、
右
の
如
き
一
訪
問
を
、
単
に
自

己
が
無
に
な
る
と
か
、
無
差
別
的
と
な
る
か
と
考
へ
る
で
も
あ
ら
う
。
併
し
自
己
が
自
己
の
底
に
自
己
を
越
え
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
単
に
自
己
が
無
と
な
る
と

云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
自
己
が
世
界
の
自
己
表
現
点
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
真
の
個
と
な
る
こ
と
で
あ
る
、
真
の
自
己
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
(
四
回
九
頁
)

と
も
い
う
の
で
あ
る
。

五

逆
対
応
に
お
け
る
救
い

宗
教
の
問
題
は
、
自
己
と
は
何
か
で
あ
り
、
自
己
の
本
体
、
自
己
の
在
処
の
問
題
で
あ
っ
た
。
自
己
は
唯
一
の
個
と
し
て
、
神
の
自
己
否
定
に
根
ざ
す
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
と
き
、
個
は
偲
な
れ
ば
侶
な
る
ほ
ど
、
逆
に
神
に
対
接
し
、

ふ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
逆
対
応
に
お
い
て
、
宗
教
上
の
救
い
と
は
、

ど

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。



西
国
は
、
「
何
者
一
が
真
に
自
己
を
し
て
自
己
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
か
。
何
者
が
我
々
の
自
己
に
、
真
に
自
律
的
な
の
で
あ
る
か
。
我
々
は
我
々
の
自
己
の
根
抵
に

か
〉
る
問
題
を
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
」
(
四
一
三
頁
)

と
い
う
。
自
己
の
在
処
の
問
題
と
は
、
自
己
を
真
に
自
己
た
ら
し
め
る
も
の
は
何
か
、

の
問
題
で
も
あ
っ
た

D

し
か
し
我
々
は
、

そ
の
自
己
の
本
源
を
知
ら
ず
、
自
己
を
自
己
の
み
に
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
自
己
を
自
己
で
完
結
し
た
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
対
象
的
に
捉
え
て
、

そ
れ
の
み
を
自
己
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
西
田
は
、

仏
教
に
於
て
は
、

す
べ
て
人
間
の
根
本
は
迷
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
と
思
ふ
。
迷
は
罪
悪
の
根
源
で
あ
る
。
市
し
て
迷
と
云
ふ
こ
と
は
、
我
々
が
対
象

化
せ
ら
れ
た
自
己
を
自
己
と
考
へ
る
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
迷
の
根
源
は
、
自
己
の
対
象
論
理
的
見
方
に
由
る
の
で
あ
る
。
(
四
一
一
頁
)

と
い
〉
つ
。

さ
ら
に
西
国
は
、
っ
唯
、
対
象
論
理
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
、
考
へ
ら
れ
た
も
の
を
、
実
在
と
し
て
之
に
執
著
す
る
所
に
迷
が
あ
る
の
で
あ
る
」
(
四
二
一
頁
)

と
も
い
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
否
定
す
べ
き
は
、
抽
象
的
に
考
へ
ら
れ
た
自
己
の
独
断
、
断
ず
べ
き
は
対
象
的
に
考
へ
ら
れ
た
自
己
へ
の
執
着
で
あ
る
の
で

あ
る
」
(
四
二
四
頁
)

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
対
象
論
理
的
の
み
に
自
己
と
世
界
を
見
て
い
る
限
り
、
自
己
の
根
源
を
見
る
と
と
は
で
き
な
い
。

で
は
、
自
己
の
根
源
を
見
る
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
西
国
は
、
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
如
何
な
る
宗
教
に

も
、
自
己
否
定
的
努
力
を
要
せ
な
い
も
の
は
な
い
」
(
四
一
一
(
)
二
頁
)

と
い
う
。
さ
ら
に
、
「
か
〉
る
存
在
の
根
源
と
し
て
は
、
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
が
自
己

自
身
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
真
に
自
己
を
し
て
自
己
た
ら
し
め
石
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
四
一
五
頁
)

と
も
あ
る
。

で
は
、
こ
の
自
己
否
定
と
は
、

い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
自
己
を
対
象
化
し
、
対
象
の
位
置
に
お
い
て
、

そ
の
う
え
で
と
れ
を

否
定
し
て
も
、
否
定
す
る
自
己
と
否
定
さ
れ
る
自
己
と
が
分
裂
し
て
、
否
定
す
る
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
残
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
真
の
否
定
と
は
な
り
え
な
い
。

そ
れ
は
、
自
己
を
む
し
ろ
肯
定
す
る
立
場
で
し
か
な
い
。

思
う
に
、
自
己
否
定
と
は
、

ま
ず
、
自
己
を
自
己
の
み
と
見
ず
に
、
自
己
を
、
自
己
を
超
え
た
も
の
に
お
い
て
自
己
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
見
る
と
き
、

そ
こ
に

対
象
的
に
把
握
し
た
自
己
を
全
体
的
に
否
定
す
る
立
場
が
成
立
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

故
に
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
の
底
に
自
己
を
越
え
た
も
の
に
於
て
自
己
を
有
つ
、
自
己
否
定
に
於
て
自
己
自
身
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
(
四
回

五
(
)
六
頁哲

学
・
思
想
論
集
第
二
十
三
号

一一一一一



「
逆
対
応
」
の
宗
教
哲
学

二
四

こ
の
よ
う
に
、
自
己
否
定
と
は
、
自
己
を
超
え
た
も
の
に
於
い
て
自
己
を
も
っ
と
い
う
事
を
認
め
、

そ
こ
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
む
し
ろ
、
自
己
自

身
を
肯
定
し
た
こ
と
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
簡
潔
に
い
う
言
葉
が
、
「
即
ち
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
即
肯
定
と
し
て
、
我
々
の
宙
己
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
、
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
。
我
々
は
何
処
ま
で
も
宗
教
的
で
あ
る
」
(
四
四
八
頁
)

で
あ
ろ
う
。

と
い
う
わ
け
で
、
自
己
否
定
に
お
い
て
真
に
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
卸
肯
定
と
し
て
自
己
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
認

め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
[
問
題
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
、
で
あ
る
。
従
来
、
本
稿
で
は
自
己
の
矛
盾
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
そ
の
も
の

の
矛
盾
的
自
己
同
一
に
ふ
れ
る
と
難
な
く
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
事
の
上
で
は
、
本
来
こ
の
こ
と
も
な
か
な
か
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
こ
こ
に
お
い
て
、

実
は
そ
れ
は
、
絶
対
者
そ
の
も
の
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
我
々
に
こ
の
こ
と
の
自
覚
を
も
た
ら
す
の
だ
と
い
う
。
「
而
し
て
そ
れ

(
入
信
・
廻
心

は
対
象

論
理
的
に
考
へ
ら
れ
た
対
象
的
自
己
の
立
場
か
ら
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
絶
対
者
そ
の
も
の
の
自
己
限
定
と
し
て
神
の
カ
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
」
(
四
二
二
頁
)
と

も
、
「
神
と
人
間
と
の
対
立
は
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
宗
教
心
と
云
ふ
の
は
、
我
々
の
自
己
か
ら
起
る
の
で
は
な
く
し
て
、
神
又

は
仏
の
呼
び
声
で
あ
る
。
神
又
は
仏
の
働
き
で
あ
る
。
自
己
成
立
の
根
源
か
ら
で
あ
る
」
(
四

O
九

i
一
O
頁
)

と
も
い
う
。
自
力
の
宗
教
は
あ
り
え
ず
(
四
一
一

頁
)
、
神
・
仏
の
呼
び
声
・
絶
対
者
の
呼
び
声
に
よ
っ
て
、
我
々
に
そ
の
真
実
の
自
己
の
自
覚
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
神
学
者
・
滝
沢

克
己
が
神
と
人
と
の
関
係
を
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
と
提
示
し
た
、

そ
の
不
可
逆
と
い
う
こ
と
に
も
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
、

そ
の
こ
と
を
テ

l
マ
に
別
途
、

論
究
し
で
み
た
い
と
思
う
J

と
も
か
く
我
々
は
、
自
己
が
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
認
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

(
旧
来
の
)
自
己
を
超
越
し
て
(
真
実
の
)
自
己
に
還
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
自
己
自
身
を
超
越
す
る
こ
と
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
に
返
る
こ
と
で
あ
る
、
真
の

自
己
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」
(
四
二
三
頁
)
と
も
い
わ
れ
る
。
「
宗
教
に
於
て
、
自
己
が
自
己
を
脱
し
て
神
に
帰
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
:
:
:
」
(
四
三
二
頁
)
と
も
い
わ

れ
る
。こ

の
と
き
、
我
々
は
自
己
を
根
源
に
帰
す
、

と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

宗
教
的
機
悔
即
ち
真
の
機
悔
に
於
て
は
、

そ
れ
は
自
己
の
根
源
に
対
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
父
な
る
神
、
母
な
る
仏
に
対
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
己
の
根
源
に
対
し
て
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
ぢ
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
四

O
七

i
八



頁
結
局
、
自
分
を
自
分
と
思
ゥ
て
い
た
迷
い
か
ら
脱
し
て
、
自
己
を
自
己
た
ら
し
め
て
い
る
絶
対
者
に
ふ
れ
、
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
お
い
て
自
己
が
あ
る
こ
と
を

了
解
す
る
と
き
、
根
源
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
個
は
そ
の
ま
ま
、

む
し
ろ
個
の
先
端
に
お
い
て
、

そ
の
永
遠
に
死
す
べ
き
自
己
が
、

か
え
'
っ
て
絶
対
者

の
意
志
に
沿
う
も
の
と
し
て
、
自
覚
さ
れ
、
安
心
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
と
を
西
田
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

我
々
は
通
常
、
我
々
の
自
己
の
本
源
を
外
に
主
語
的
方
向
に
考
ヘ
て
居
る
か
、
或
は
又
内
に
述
語
的
方
向
に
考
へ
て
居
る
。
外
に
主
語
的
に
考
へ
る
時
、
我
々

の
自
己
は
欲
求
的
で
あ
る
。
内
に
、
述
語
的
に
考
へ
る
時
、
我
々
の
自
己
は
理
性
的
で
あ
る
。
併
し
既
に
云
っ
た
如
く
、
我
々
の
自
己
の
根
源
は
、

そ
の
何
れ

に
あ
る
の
で
も
な
い
。
心
理
的
に
云
へ
ば
、
単
に
感
覚
的
な
る
も
の
に
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
単
に
意
志
的
な
る
も
の
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
両
方
向
の
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
が
宗
教
的
信
仰
に
入
る
に
は
、
我
々
の
自
己
の
立
場
の
絶
対
的
転
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之

を
回
心
と
一
玄
ふ
の
で
あ
る
。
故
に
回
心
と
云
ふ
こ
と
は
、
往
々
人
が
考
へ
る
如
く
に
、
相
反
す
る
両
方
向
の
一
方
か
ら
他
方
へ
と
、
過
程
的
に
と
云
ふ
こ
と
で

は
な
い
。
我
々
の
自
己
は
、
動
物
的
で
も
な
け
れ
ば
、
天
使
的
で
も
な
い
。
此
故
に
我
々
は
迷
へ
る
自
己
で
あ
る
。

一
転
し
て
そ
の
矛
盾
的
自
己
同
一
に
於
て

安
住
の
地
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
(
昭
一
九
頁
)

こ
こ
に
、
西
田
の
い
う
、
宗
教
上
の
救
い
が
あ
ろ
う
。
自
己
自
身
は
何
も
か
わ
ら
な
い
、
偉
大
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
清
ら
か
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
時
間
的
に

永
遠
な
存
在
と
な
る
こ
と
も
な
い
が
、
立
場
の
転
換
が
あ
る
。
む
し
ろ
永
遠
に
死
す
べ
き
自
己
が
、

か
え
っ
て
神
の
子
だ
っ
た
と
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

我
々
は
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
。
そ
こ
に
自
己
が
あ
る
。
併
し
そ
の
時
、
我
々
は
既
に
永
遠
の
生
に
於
で
あ
る
の
で
あ
る
。
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
新

く
自
己
が
自
己
の
根
源
に
徹
す
こ
と
が
、
宗
教
的
入
信
で
あ
る
、
趨
心
で
あ
る
。
(
四
二
一

1
二
頁
)

永
遠
の
死
故
に
偲
で
あ
り
、
個
故
に
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
お
い
て
あ
る
。
そ
の
故
に
、
永
遠
の
生
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
、
「
生
死
即
浬
繋
」
で
あ
り
、
「
即
今

部
永
遠
」
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
に
も
引
い
た
、

:
・
斯
く
云
ひ
得
る
所
以
の
も
の
は
、
我
々
の
自
己
が
矛
虐
的
自
己
同
一
的
に
、
自
己
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
し
て
、
開

ち
絶
対
的
一
者
の
他
物
的
多
と
し
て
成
立
す
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
此
放
に
我
々
は
自
己
否
定
的
に
、
逆
対
応
的
に
、

い
つ
も
絶
対
的
一
者
に
接
し
て
い

哲
学
・
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想
論
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第
二
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「
逆
対
応
」
の
宗
教
哲
学

一二ハ

る
。
市
し
て
生
却
死
、
死
即
生
的
に
、
永
遠
の
生
命
に
入
る
と
一
五
ふ
こ
と
が
出
来
る
、
宗
教
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
(
四
二
九
頁
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
「
パ
ウ
ロ
が
我
が
生
き
る
に
あ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
我
に
於
て
生
き
る
と
云
ふ
様
に
、

転
し

て
信
に
入
る
も
の
は
、
永
遠
の
生
命
を
得
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
、
永
遠
に
地
獄
の
火
に
投
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
(
四
二
七
(
)
八
頁
)

な
の
で
あ
り
、
こ
乙
に
も
い

う、

J
転
し
て
」
こ
そ
が
、
西
国
の
宗
教
的
救
い
の
核
心
で
あ
ろ
う
。

一
転
し
て
は
、
対
応
的
・
経
過
的
と
は
ど
e

こ
ま
で
も
対
照
的
な
、
逆
対
応
的
・
横
超
的
救
い

な
の
で
あ
る
。

な
お
、
禅
に
関
連
し
て
、
西
国
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

禅
宗
で
は
、
見
性
成
仏
と
云
ふ
が
、

か
〉
る
語
は
誤
解
せ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
見
と
云
っ
て
も
、
外
に
対
象
的
に
何
物
か
を
見
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
、

又
内
に
内
省
的
に
自
己
自
身
を
見
る
と
云
ふ
の
で
も
な
い
。
自
己
は
自
己
自
身
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
眼
は
限
自
身
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
一
般
で

あ
る
。
然
ら
ば
と
云
っ
て
超
越
的
に
仏
を
見
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
さ
う
云
ふ
も
の
が
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
妖
怪
で
あ
ら
う
。
見
と
云
ふ
の
は
、
自

己
の
転
換
を
云
ふ
の
で
あ
る
、

入
信
と
云
ふ
と
間
一
で
あ
る
。
如
何
な
る
宗
教
に
も
、
自
己
の
転
換
と
云
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
廻
心
と
云
ふ

こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
で
は
な
い
。
此
故
院
宗
教
は
、
哲
学
的
に
は
唯
、
場
所
的
論
理
に
よ
っ
て
の
み
把
握
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
(
回
二
回
'g

旬
、
〉
五
頁
)

禅
の
救
い
も
、
自
己
の
転
換
で
あ
り

一
転
し
て
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

入
信
・
廻
心
と
一
つ
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

お
よ
そ
宗
教
と
は
、
自
己
の

転
換
な
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
逆
対
応
に
お
い
て
、

か
え
っ
て
一
転
し
て
入
信
・
廻
心
・
悟
り
・
救
済
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
我
々
は
絶
対
者
の
否

定
的
肯
定
と
し
て
生
さ
る
こ
と
が
開
け
よ
う
。
寸
自
己
自
身
の
本
質
か
ら
働
く
こ
と
、
白
己
自
身
の
本
質
に
従
ふ
こ
と
が
自
由
と
考
へ
ら
れ
る
。
単
な
る
怒
意
は
自
由

で
は
な
い

J

(
四

O
O頁
)

そ
の
本
質
か
ら
と
い
う
こ
と
は
、
「
絶
対
者
の
自
己
否
定
的
肯
定
と
し
て
働
く
こ
と
」
(
四
四
四
頁
)

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
個
は
、

絶
対
者
の
絶
対
の
自
己
否
定
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
が
故
に
、

ど
こ
に
も
底
を
持
た
な
い
。
自
己
の
根
源
を
知
ら
な
い
う
ち

は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
自
己
の
根
源
を
知
っ
た
と
し
て
も
、

な
お
欲
求
の
ま
ま
に
、

ど
こ
ま
で
も
背
い
て
い
く
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
で
は
こ
の
と
き
、

我
々
は
や
は

り
救
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。



こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
西
日
は
、
愛
の
神
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
、
我
々
の
自
己
の
成
立
が
、
「
愛
か
ら
」
で
あ
る
。
「
絶
対
者

が
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
的
に
、
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
人
間
の
世
界
が
成
立
す
る
、
歴
史
的
世
界
が
成
立
す
る
。
故
に
神
は
愛
か
ら
世
界

を
創
造
し
た
と
云
は
れ
る
。
」
(
四
四
一
頁
)
寸
単
に
超
越
的
な
る
神
は
真
の
神
で
は
な
い
。
神
は
愛
の
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
神
は
愛
か
ら

世
界
を
創
造
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
神
の
愛
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
四
三
六
頁
)
し

た
が
っ
て
、
寸
何
処
ま
で
も
自
己
矛
盾
的
存
在
た
る
意
志
的
自
己
は
、
自
己
成
立
の
根
抵
に
於
て
、
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
自
己
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
に
撞
着
す
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
の
自
己
は
自
己
自
身
を
包
む
絶
対
の
愛
に
接
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
四
三
五
頁
)

と
い
う
ζ

と
に
な
る
。
ま
た
、

「
:
:
:
何
処
ま
で
も

自
己
否
定
に
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
、
真
の
自
己
否
定
を
含
ま
な
い
神
は
、
真
の
絶
対
者
で
は
な
い
と
考
へ
る
。

そ
れ
は
鞠
く
神
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
救
済
の
神

で
は
な
い
。
そ
れ
は
超
越
的
君
主
神
に
し
て
、
何
処
ま
で
も
内
在
的
な
る
絶
対
愛
の
神
で
は
な
い
」
(
四
五
八
頁
)
の
で
あ
る
。
西
国
に
と
っ
て
、
神
は
、

一
面
、
絶

対
愛
の
神
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
次
の
句
は
印
象
的
に
記
し
て
い
る
。

:
:
:
我
々
の
自
己
は
絶
対
的
命
令
に
接
す
る
、
我
々
は
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
否
定
し
て
之
に
従
ふ
の
外
は
な
い
。
之
に
従
ふ
も
の
は
生
き
、
之
一
に
背
く

も
の
は
永
遠
の
火
に
投
ぜ
ら
れ
る
。
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
ひ
、
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
。
(
四
三
五

頁
と
は
い
え
、
こ
こ
で
ひ
た
す
ら
許
さ
れ
る
の
み
で
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
神
は
ど
こ
ま
で
も
愛
の
神
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
正
に
愛
の
神
故
に
、
我
々
は
許
さ
れ
る

ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
西
国
は
説
く
。

:
:
我
々
の
自
己
が
絶
対
愛
に
包
ま
れ
る
と
云
ふ
こ
と
か
ら
、
真
に
我
々
の
自
己
の
心
の
底
か
ら
当
為
と
云
ふ
も
の
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

:
:
:
私
は
、

之
に
反
し
、
仏
教
的
に
、
仏
の
悲
願
の
世
界
か
ら
、
我
々
の
自
己
の
真
の
当
為
が
出
て
来
る
と
考

へ
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
(
四
三
六
{
)
七
頁
)

こ
の
西
田
の
指
摘
は
、
宗
教
の
極
意
を
衝
い
て
い
て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
展
開
す
る
西
田
の
思
想
に
つ
い
て
も
、

本
稿
は
も
は
や
か
な
り
の
紙
数
を
費
し
て
い
る
の
で
、

ま
た
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
う
。
と
も
か
く
我
々
は
、
逆
対
応
と
い
う
事
態
に
お
い
て
、
個
の
自
覚
の
先
端

に
お
い
て
、

一
転
し
て
、
自
己
の
在
処
を
見
出
し
、
廻
心
し
、
安
心
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
死
即
浬
繋
を
、
相
対
却
絶
対
を
、
証
す
る
の
で
あ
っ
た
。

哲
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「
逆
対
応
」
の
宗
教
哲
学

J¥ 

最
後
に
、
こ
う
し
た
西
国
の
宗
教
哲
学
を
一
言
で
示
す
匂
を
、
結
び
に
、
掲
げ
て
お
こ
う
。

:
:
:
此
に
、
我
々
は
自
己
の
在
処
に
迷
ふ
。
而
も
我
々
の
自
己
が
何
処
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
真
の
自
己
自
身
を
見
出
す
所
に
、
宗
教
的
信
仰
と

一
京
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
を
主
観
的
に
は
安
心
と
云
ひ
、
客
観
的
に
は
救
済
と
云
ふ
。
(
四
一
九
頁
)

(
l
)
下
村
寅
太
郎
は
、
西
田
と
宗
教
の
問
題
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
宗
教
の
問
題
は
西
田
哲
学
の
根
本
動
機
で
あ
る
の
で
あ
り
な
が
ら
、
宗
教
の
問
題
は
最
後
ま
で
残
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
本
来
宗
教
的
な
思
想
で
あ
り
な
が
ら

T

、
い
つ
も
残
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
勿
論
い
ろ
い
ろ
な
論
文
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
全
面
的
に
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

最
近
出
た
最
後
の
論
文
集

『哲
学
論
文
集
第
七
』
の
市
も
最
後
の
論
文
が
「
場
所
の
論
理
と
宗
教
哲
学
」
と
い
う
論
文
で
あ
り
ま
す
。
本
来
西
田
哲
学
の
直
接
の
要
求
は
宗
教
哲
学
で
あ

り
な
が
ら
最
後
ま
で
残
さ
れ
た
こ
と
は
、
宗
教
に
対
し
て
極
め
て
慎
重
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
時
に
-、
西
国
哲
学
が
、
前
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
と
ま
で
も
学
問
と
し
て
の
哲
学
を

貫
ぬ
こ
う
、
ど
こ
ま
で
も
学
の
立
場
と
し
て
論
理
を
貫
ぬ
こ
う
と
す
る
面
白
が
自
ら
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
O
i
-
-
-
」
『
西
田
哲
学
べ
の
道
へ
現
代
教
養
文
庫
刀
、
社
会
思
想
研

究
会
出
版
部
、
昭
和
二
十
六
年
、
六
六
頁
。
こ
の
第
七
論
文
集
は
、
戦
時
下
の
困
難
な
状
況
下
で
警
か
れ
、
後
、
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
西
田
の
日
記
と
と
も
に
、
島
谷

俊
三
「
繍
晩
年
の
西
田
幾
多
郎
先
生

1
11
生
れ
ざ
り
し
第
七
論
文
集
の
こ
と

i
iヘ
高
山
岩
男
・
島
谷
俊
三
編
『
西
国
寸
心
先
生
片
影
』
、
繋
明
書
一
局
、
昭
和
二
四
年
、
参
照
。

(
2
)
秋
月
龍
眠
に
よ
れ
ば
、
務
台
理
作
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。
「
私
は
場
所
的
論
理
と
称
す
る
も
の
は
、
こ
の
逆
限
定
・
逆
対
応
の
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
ζ

の
論
文
(
西
国
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
景
観
』
)
の
焦
点
を
な
し
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
。
西
国
哲
学
を
批
判
す
る
人
は
少
く
も
先
生
の
〈
場
所
的
論
理
〉
の
思
想
を
批
判
す

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の
論
文
に
お
け
る
〈
逆
限
定
・
逆
対
応
〉
の
思
想
を
批
判
す
べ
き
で
あ
る
。
私
は
実
に
そ
の
思
想
が
西
田
哲
学
の
め
ど
を
な
し
で
い
る
も
の
た
考
え
て

い
る
。
こ
の
論
文
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
「
我
々
の
自
己
は
た
だ
死
に
よ
っ
て
の
み
〈
逆
対
応
〉
的
に
神
に
接
す
る
」
。
「
神
と
人
と
の
対
立
は
ど
こ
ま
で
も
〈
逆
対
応
〉
的

で
あ
る
。
故
に
我
々
の
宗
教
心
と
い
う
の
は
、
我
々
の
自
己
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
神
ま
た
は
仏
の
呼
び
声
で
あ
る
」
。
二
瞬
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
き
時
の
瞬
間
は
、
永
遠
の

現
在
と

〈
逆
限
定
v

的
に
、
〈
逆
対
応
〉
的
関
係
じ
あ
る
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
る
か
神
4

と
か
人
ヘ
。
時
H

と
グ
氷
遠
。
と
の
〈
逆
対
応
〉
的
関
係
の
思
想
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
私
は
西
田
哲
学
の
中
心
の
結
び
目
を
と
き
ほ
ご
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
患
う
。
乙
の

〈
逆
限
定
・
逆
対
応
〉
の
思
想
が
正
し
く
成
立
し
う
る
か
否
か
。
そ
れ
が
西

田
哲
学
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
L

(

務
台
理
作
「
逆
限
定
の
可
能
性
に
つ
い
て
¥
昭
和
二
三
年
八
月
執
筆
、
『
思
想
』
第
二
九
二
号
)
秋
月
龍
現

『
絶
対
無
と
場
所

i
i
l
鈴
木
禅
学
と
西
国
哲
学
』
、
青
土
社
、
一
九
九
六
年
、
一
五
八

5
九
頁
。

(
3
)
上
田
関
照
が
、
「
逆
対
応
と
平
常
底

i
l
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
宗
教
」
理
解

l
l」
の
論
文
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
に
お
い
て
は
、
逆
対
応
と
い

う
こ
と
と
平
常
底
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
鍵
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
上
聞
は
、
同
論
文
に
お
い
て
、

「
場
所
的
論
理
に
よ
る
宗
教
の
事
実
の
説
明
に
お
い
て
、
特
に
二
つ
の
重
要
な
術
語
が

あ
る
。
一
つ
は
逆
対
応
と
い
う
論
理
的
な
術
語
で
あ
り
、
他
は
禅
か
ら
借
り
て
来
ら
れ
た
事
実
の
言
葉
で
あ
る
平
常
底
と
い
う
術
語
で
あ
る
。
前
者
は
「
宗
教
的
関
係
」
を
説
明
し
、
後

者
は
「
宗
教
的
立
場
」
の
事
実
を
示
す
。
こ
の
二
つ
は
単
に
宗
教
諭
の
核
心
的
術
語
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
西
田
の
全
哲
学
の
帰
結
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
L

「
逆
対
応
と
並
ん

で
宗
教
諭
(
特
に
そ
の
後
半
)
に
お
い
て
繰
り
返
し
現
れ
て
来
る
も
う
一
つ
の
根
本
語
が
平
常
底
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
平
常
底
も
場
所
的
論
理
の
立
場
で
一
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
私
の
場
所
的
論
理
の
立
場
に
於
て
は
、
絶
対
否
定
期
平
常
底
で
あ
る
の
で
あ
る
J
逆
対
応
と
平
常
底
と
は
場
所
的
論
理
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
宗
教
の

事
実
の
引
き
離
し
得
ぬ
二
つ
の
相
で
あ
る
。
L

と
説
い

て
い
る
。
上
回
関
照

『
宗
教
へ

の
思
索
へ
創
文
社
、
一
九
九
七
年
所
収
、
一

O
四
頁
、
一
一

O
頁
。
こ
の
平
常
底
に
つ
い
て
の
私



の
論
考
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
う
。

(
4
)
こ
の
事
実
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
田
閑
照
前
掲
論
文
の
冒
頭
、
「
一
事
実
と
説
明
」
に
お
い
て
、
禅
な
い
し
宗
教
と
哲
学
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
深
く
論
究
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
他
に
も
西
田
は
、
「
我
々
の
自
己
の
根
抵
に
は
、
何
処
ま
で
も
意
識
的
自
己
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
の
自
己
の
自
覚
的
事
実
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
自
覚
の
事
実

に
つ
い
て
、
深
く
反
省
す
る
人
は
、
何
人
も
此
に
気
附
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鈴
木
大
拙
は
之
を
霊
性
と
一
玄
ふ
(
日
本
的
霊
性
)
。
而
し
て
精
神
の
意
志
の
力
は
、
霊
性
に
裏
附
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
超
越
す
る
と
云
っ
て
居
る
。
霊
性
的
事
実
と
云
ふ
の
は
、
宗
教
的
で
は
あ
る
が
、
神
秘
的
な
る
も
の
で
は
な
い
。
元
来
、
人
が
宗
教
を
神
秘
的
と
考
へ
る
と

と
、
そ
の
事
が
誤
で
あ
る
。
:
:
:
併
し
宗
教
的
信
仰
と
は
、
客
観
的
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々
の
自
己
に
絶
対
の
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
大
拙
の
所
謂
霊
性
の
事
実
で

あ
る
の
で
あ
る
。
」
(
四
一
七
〈
)
八
頁
)
と
い
っ
て
い
る
。

(
6
)
他
に
も
西
田
は
、
「
:
:
:
我
々
の
自
己
自
身
の
底
に
、
何
物
も
有
す
る
所
な
く
、
何
処
ま
で
も
無
に
し
て
、
逆
対
応
的
に
一
者
に
応
ず
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
何
処
ま
で
も
自
己
自

身
の
底
に
、
個
の
尖
端
に
於
て
、
自
己
自
身
を
越
え
て
絶
対
的
一
者
に
応
ず
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
こ
に
我
々
の
自
己
が
す
べ
て
超
越
す
る
と
云
ふ
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
の
自
己
は
絶
対
自
由
で
あ
る
。
そ
こ
に
盤
山
宝
積
の
如
榔
剣
揮
空
で

あ
る
。
ド
ス
ト
エ
l
ア
ス
キ
イ
の
求
め
た
自
由
の
立
場
も
、
か
〉
る
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
底
に
自
己
を
限
定
す
る
何
物
も
な
い
。
:
:
:
」
(
四
回
八

i
九
頁
)
、
「
而
し
て

此
故
に
我
々
の
自
己
は
、
逆
対
応
的
に
一
者
に
於
て
自
己
を
有
っ
と
云
ふ
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
絶
対
否
定
即
肯
定
的
に
、
か
〉
る
逆
対
応
的
立
場
に
於
で
、
何
処
ま
で
も
無
基
底

的
に
、
我
々
の
自
己
に
平
常
底
と
い
ふ
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
れ
が
絶
対
現
在
そ
の
も
の
の
自
己
限
定
の
立
場
と
し
て
J
h
絶
対
自
由
の
立
場
と
去
ふ
こ
と
が
で
き
る
」

(
匝
四
九

1
五

O
頁
)
と
も
い
っ
て
い
る
。

(
7
)
絶
対
者
の
自
己
否
定
か
ら
自
己
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
他
に
も
、
「
我
々
の
自
己
が
絶
対
者
の
自
己
否
定
的
儲
と
し
て
し
(
四
二
七
頁
)
、
寸
我
々
の
自
己
が
矛
盾
的
自
己
向

一
的
に
、
自
己
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
し
て
、
即
ち
絶
対
的
一
者
の
個
物
的
多
と
し
て
成
立
す
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
」
(
四
二
九
頁
)
、
「
我
々
の

自
己
は
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
と
し
て
、
:
・
:
:
:
」
(
四
三

O
頁
)
、
「
我
々
の
自
己
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
に
、
即
ち
個
物

的
多
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
四
四
五
頁
)
、
等
と
あ
る
。

(
8
)
小
坂
田
継

『西
田
哲
学
と
宗
教
へ

大
東
名
著
選
初
、
大
東
出
版
社
、
一
九
九
四
年
の
、
「
第
間
部
西
田
哲
学
と
宗
教
」
の
中
、
「
6

逆
対
応
の
論
理
|
|
成
立
と
構
造
」
に
は
、
「
逆

対
応
の
論
理
L

の
成
立
の
背
景
が
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
小
坂
に
よ
れ
ば
、
第
一
は
、
西
国
自
身
の
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
ご
の
論
理
、
第
二
は
、
務
台
理
作
の
『
場

所
の
論
理
学
』
の
影
響
、
第
三
は
、
鈴
木
大
拙
と
の
思
想
的
交
流
(
特
に
「
即
非
の
論
理
L

や
「
名
号
の
論
理
し
の
影
響
)
、
第
四
は
、
当
時
の
田
辺
一
元
の
執
掲
な
西
国
批
判
へ
の
対
応
で

あ
る
。
な
お
、
西
田
に
は
田
辺
批
判
の
手
紙
が
い
く
つ
も
存
在
し
、
そ
れ
と
同
旨
同
文
の
支
章
が
『
場
所
的
論
理
一
と
宗
教
的
世
界
観
』
に
出
て
く
る
が
、
小
坂
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も

詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
西
田
が
、
務
ム
ロ
理
作
に
対
し
て
、
「
場
所
的
論
理
に
於
て
の
対
応
と
い
う
の
は
根
抵
的
に
逆
対
応
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
(
二

O
七
九
)
と
書
き
送
っ
た
こ

と
等
も
指
摘
し
、
務
台
と
の
差
異
に
ウ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
な
お
務
台
理
作
は
、
「
場
所
的
逆
対
応
に
つ
い
て
L

の
論
稿
を
務
台
理
作
・
下
村
寅
太
郎
・
柳
田
謙
十
郎
・
西
田
外
彦
編
『
西

田
幾
多
郎
ー
ー
そ
の
人
と

AF、
大
東
出
版
社
、
昭
和
二
三
年
に
載
せ
て
い
る
。

(
9
)
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
逆
対
応
は
密
接
な
関
係
を
持
つ
諾
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
上
回
閑
照
前
掲
論
文
の
「
ニ
逆
対
応
と
平
常
底
、
川
場
所
的
論
理
」
参
照
。

な
お
、
高
坂
正
顕
は
、
「
:
:
・
少
く
と
も
、
個
物
と
普
通
の
関
係
で
な
く
、
絶
対
と
相
対
、
神
と
世
界
の
関
係
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
、
逆
対
応
は
逆
隈
定
を
更
に
深
め
る
意
味
が
あ
ら
う
。

そ
こ
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
表
現
の
論
理
よ
り
も
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
!
ヌ
ス
の
無
知
の
知
号
。
門
戸
石
コ
O
円

ω
三
百
の
論
理
に
通
ず
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
は
大
拙
先
生
の

郎
非
の
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
私
に
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
は
、
も
と
よ
り
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
り
れ
ど
、
し
か
も
更
に
逆
対
応
の
論
理
と
も
い
ふ

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
三
号

-一
1
U

一一
J
J〆



「
逆
対
応
」
の
宗
教
哲
学

ニ
O

べ
き
も
の
に
、
一
層
深
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
L

「
究
極
的
な
も
の
と
し
て
は
、
私
は
む
し
ろ
先
生
が
最
後
に
提
出
さ
れ
た
逆
対
応
の

論
理
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
に
、
心
を
惹
か
れ
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
向
一
の
論
理
は
即
の
論
理
だ
、
即
非
の
論
理
だ
と
去
っ
て
も
即
が
強
い
。
私
は
先
生
が
即
と
一
去
は
れ
る
と
こ
ろ
は
、

む
し
ろ
問
題
の
脈
動
点
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
解
し
た
い
。
先
生
が
、
こ
こ
を
深
く
掘
れ
と
去
っ
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
忠
ふ
の
だ
。
羅
針
盤
だ
と
い
ふ
の
は
そ
の
意
味
だ
。
私
は
即
非
の
論

理
の
非
の
面
を
一
一
層
重
視
し
た
い
。
そ
の
時
、
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
と
い
ふ
よ
り
、
逆
対
応
の
論
理
と
云
っ
た
方
が
、
ぴ
っ
た
り
と
し
は
し
な
い
か
」
と
い
っ
て
い
る
。
コ
四
国
幾
多

部
先
生
の
追
憶
へ
国
立
書
段
、
昭
和
二
三
年
、
一
一
九
頁
、
二
一
八
頁
、
他
に
、
一
一
六
(
)
七
頁
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
秋
月
龍
現
は
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
古
典
的
な
表
現
を
か

り
れ
ば
、
「
逆
対
応
・
逆
限
定
」
の
概
念
は
、
「
我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
L

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
「
そ
れ
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
」
と
し
て
、
初

め
か
ら
こ
の
哲
学
の
底
(
沼
田
の
根
本
的
直
覚
の
根
源
)
に
存

L
、
そ
の
内
部
生
命
と
し
て
こ
の
哲
学
自
身
の
発
展
を
駆
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
う
し
て
、
「
逆
対
応
」
の
患
想

は
、
「
場
所
的
論
理
L

の
歴
史
的
発
展
的
な
内
部
生
命
と
し
て
、
初
め
か
ら
そ
の
根
底
に
ひ
そ
み
内
か
ら
そ
の
発
展
を
駆
り
来
た
っ
た
当
の
思
惟
主
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
:
・
:
・
」
等
と
説

き
、
「
私
は
西
国
哲
学
の
形
部
上
学
と
し
て
の
「
絶
対
無
の
哲
学
L

の
長
い
発
展
自
体
が
、
実
に
み
ず
か
ら
の
論
理
学
と
し
て
の
「
場
所
の
論
理
学
」
の
形
成
の
産
み
の
苦
し
み
の
過
程
と

相
即
し
、
そ
し
て
そ
の
思
索
探
究
の
苦
摺
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
}
に
か
か
っ
て
、
「
場
所
的
論
理
L

の
焦
点
と
し
て
の
「
逆
対
応
・
逆
限
定
」
の
思
想
の
自
覚
へ
の
過
程
で
あ
っ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
と
患
う
L

と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
秋
月
前
掲
書
、
二
八
一
ニ

1
四
頁
。
な
お
、
参
考
ま
で
に
、
秋
月
龍
現
は
、
と
の
論
文
「
西
田
哲
学
の
基
本
思
想

l
i
「
場
所

的
論
理
」
に
お
け
る
「
逆
対
応
」
の
概
念
」
に
お
い
て
、
自
己
の
根
源
の
場
所
に
関
し
、
『
哲
学
論
文
集
第
六
」
の
匂
等
を
引
用
す
る
こ
七
三
頁
)
と
と
も
に
、
逆
対
応
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
主
に
務
台
理
作
の
「
限
界
的
底
面
」
の
思
想
に
拠
り
つ
つ
、
独
自
の
解
明
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
限
界
的
底
面
に
お
け
る
実
存
の
ハ
タ
ラ
キ
は
か
な
ら
ず
逆
の
ハ
グ
ラ

キ
(
場
所
的
逆
限
定
)
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
逆
の
ハ
タ
ラ
キ
(
逆
限
定
)
に
お
い
て
か
え
っ
て
実
存
の
真
の
ハ
タ
ラ
キ
(
真
の
限
定
)
が
現
わ
れ
る
」
寸
実
存
の
論
理
に
お
い
て
は
、
真

の
肯
定
は
か
な
ら
ず
そ
の
否
定
を
伴
い
、
真
の
否
定
は
か
な
ら
ず
そ
の
肯
定
を
引
き
起
こ
す
」
と
そ
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
る
。
(
一
八
六
頁
)

(
刊
)
西
国
が
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
に
お
い
て
、
ぬ
伊
土
真
宗
に
も
深
く
ふ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
大
峯
顕
は
「
逆
対
応
と
名
号

i
i
西
田
哲
学
と
浄
土
真
宗

!
l
J、
上
田

関
照
編
『
没
後
五
十
年
記
念
論
文
集
西
田
哲
学
ヘ
創
文
社
、
一
九
九
四
年
に
お
い
て
、
西
田
と
静
土
真
宗
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
西
田
が
、
真
宗
と
禅
と
を
自

己
転
換
と
し
て
同
一
に
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
:
:
:
禅
の
立
場
と
浄
土
真
宗
の
立
場
と
の
あ
い
だ
に
も
や
は
り
、
類
型
上
の
ち
が
い
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
ラ
か
」
と
い

い
、
「
西
田
の
論
理
は
禅
の
見
性
と
諦
土
真
宗
の
信
仰
と
の
こ
の
棺
違
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
ま
で
そ
の
射
程
を
伸
ば
し
て
い
な
い
が
、
西
田
の
言
葉
の
肉
声
は
論
理
以
前
の
と
こ
ろ

で
、
両
者
の
こ
の
相
違
を
直
接
に
捉
之
、
旦
つ
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
辺
は
今
後
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
四
三
六
(
)
七
頁
。
地
に
、
真
宗

と
西
田
哲
学
を
論
じ
た
も
の
に
、
武
田
龍
精
『
親
鴛
浄
土
教
と
西
田
哲
学
へ
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
一
年
が
あ
る
。
た
だ
し
、
逆
対
応
を
主
題
と
し
て
の
本
格
的
な
論
究
は
そ
こ
に
は
な

'ν
 

(
日
)
小
坂
国
継
は
、
前
掲
書
、
「
第
山
部
、

7

逆
対
応
と
平
常
底
」
に
お
い
て
、
西
国
の
逆
対
応
を
詳
し
く
検
証
し
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

逆
対
応
と
は
、

一
、
ま
ず
絶
対
と
相
対
(
個
)
と
の
間
の
自
己
矛
語
的
・
自
己
否
定
的
な
関
係
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
る
。

二
、
つ
ぎ
に
絶
対
の
自
己
自
身
に
対
す
る
自
己
矛
盾
的
・
自
己
否
定
的
な
関
係
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
る
。

三
、
さ
ら
に
椙
対
(
個
)
の
自
己
自
身
に
対
す
る
自
己
矛
盾
的
・
自
己
否
定
的
な
関
係
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
る
。

四
、
最
後
に
無
数
の
相
対
(
個
)
相
互
の
自
己
矛
盾
的
・
自
己
否
定
的
な
関
係
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
る
。
(
向
書
、
三
三
五
貰
)

こ
こ
で
、
小
坂
は
、
「
(
二
と
三
の
)
両
者
は
と
も
に
一
に
包
摂
さ
れ
、
ま
た
一
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
一
は
根
源
的
逆
対
応
、

一
一
と
三
は
派
生
的
逆
対
応
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き



ょ
う
。
(
さ
ら
に
、
四
は
類
比
的
・
第
二
義
的
な
意
味
で
の
逆
対
応
)
」
と
い
う
。
三
三
六
頁
。

一
方
、
大
峯
顕
は
、

J
自
由
は
逆
対
応
を
第
一
に
、
絶
対
者
そ
れ
自
身
の
自
己
関
係
の
中
に
発
見
し
、
第
二
に
、
人
間
と
絶
対
者
と
の
関
係
の
中
に
発
見
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
第
一
の

逆
対
応
が
第
二
の
逆
対
応
の
根
底
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
前
掲
論
文
、
四
二
九
頁
。
ま
た
、
沼
田
滋
夫
は
、
『
西
国
哲
学
へ
の
旅
|
|
哲
学
と
宗
教
と

の
接
点
を
追
っ
て

i
jへ
‘
北
樹
出
版
、
昭
和
五
九
年
に
お
い
て
、
「
第
五
章
宗
教
的
世
界
観
の
哲
学
|
|
「
場
所
的
神
学
」

!
l」
の

「
四
絶
対
者
と
わ
れ
わ
れ
の
自
己
と
の
逆
対

応
」
に
お
い
て
、
「
神
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
(
的
)
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
逆
対
応
的
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
個
々
人
と
神
と
の
逆
対
応
を
意
味
す
る
し
、
わ
れ
わ
れ
の

自
己
自
身
に
お
け
る
逆
対
応
な
絶
対
矛
盾
的
関
係
を
意
味
す
る
。
私
は
西
国
の
「
逆
対
応
」
を
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
形
、
ま
た
は
三
つ
の
象
面
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
が
、
無
論
そ
れ
ら
三
つ
は
一
つ
で
あ
る
」
と
述
べ
で
い
る
。
二
一
一
一
頁
。
こ
の
よ
う
に
、
逆
対
応
に
対
す
る
種
々
の
分
類
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
少
く
と
も
大
峯
顕
の
分
析
の

両
者
は
存
在
し
、
お
そ
ら
く
絶
対
者
自
身
の
逆
対
応
が
根
本
で
あ
る
が
、
か
の
両
者
は
一
っ
と
も
い
え
よ
う
。
な
お
、
上
田
関
照
前
掲
論
文
、
一

O
七
(
)
八
真
に
も
、
絶
対
者
自
身
の
逆

対
応
へ
の
言
及
が
あ
る
。

(
ロ
)
逆
対
応
の
言
葉
は
な
い
が
、
西
国
は
、
「
私
の
神
と
云
ふ
の
は
、
所
謂
神
性

0
2吾
巴
門
の
如
き
も
の
を
云
ふ
の
で
は
な
い
、
自
己
自
身
に
於
て
絶
対
の
否
定
を
含
む
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

で
あ
る
の
で
あ
る
、
般
若
の
即
非
的
弁
証
法
が
最
も
能
く
之
を
表
し
て
居
る
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
(
四
一O
五
頁
)

(
日
)
さ
ら
に
、
西
田
が
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
乙
と
も
見
逃
せ
な
い
。
「
:
:
:
故
に
宗
教
的
自
心
と
か
、
解
脱
七
か
云
っ
て
も
、
一
一
聞
に
欲
求
的
に
、
一
面
に
理
性
的
な
る
、
此
の
意
識
的

自
己
を
離
れ
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
、
況
し
て
無
意
識
的
と
な
る
な
ど
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
益
i
明
瞭
に
意
識
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
寧
ろ
叡
知
的
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
処
ま
で
も
我
々
の
判
断
的
意
識
的
自
己
即
ち
分
別
的
自
己
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
大
拙
は
之
を
無
分
別
の
分
別
と
云
ふ
。
霊
性
と
は
無
分
別
の
分

別
で
あ
る
。
之
を
単
に
無
意
識
と
考
へ
る
も
の
は
宗
教
的
意
識
と
去
ふ
も
の
に
つ
い
て
、
何
等
の
理
解
な
く
じ
て
、
唯
対
象
論
理
の
立
場
か
ら
宗
教
的
意
識
を
推
論
す
る
に
由
る
の
で
あ

る
。
」
(
四
一
九

1
二
O
頁)。

(
日
)
即
非
の
論
理
と
西
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
「
即
非
の
論
理
」
の
宗
教
哲
学
」
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
(
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
)
第
二
二
号
、

一
九
九
七
年
参
照
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
三
号



Religious Philosophy Based on The Concept 
'Reverse Correspondence' 

「
逆
対
応
」
の
宗
教
哲
学

一一一一一

TAKEMURA Makio 

1n this work， 1 try to attain a better understanding of the religious philosophy of 

Dr. N ishida Kitaro by investigating his original technical term 'reverse correspon-

dence'， which is found repeatedly in his last work“The Logic 介。m the viewpoint 0/ 
Place and Religious Cosmology." With respect to the concept of the term， there have 

been several studies so far， but 1 think we stil1 have not caught the meaning exactly. 

So 1 intend to c1arify the meaning fully through analyzing the logical structure found 

in the sentences in his last work which have reference to the 'reverse correspondence' 

For Dr. Nishida， the problem concerning religion is what the self is or where the 

self is to be. The self is really limitted by death. And because of vanishing into eternal 

nothing， the self becomes a genuine seIf which cannot be exchanged at al1. Here is a 

deep contradiction， that is， the se1f becomes itself only by becoming nothing. 

It is because there is the Absolute， at the root of the self， which is at once nothing 

and being. The simple Absolute， ie‘ the Absolute opposed to the Relative is not 

absolute but stil1 relative. The Absolute is truly absolute only when the Absolute 

denies itse1f and transforms the se1f into multiple individuals. Therefore when one 

knows himself real1y as an individual and realizes his being as originated from the self 

-denial of the Absolute， he comes into with the Absolute or God. Then he will find 

where he is to be and attain his salvation. 

1n this case， he is not united with God， but he recognizes himself as a child of God 

through the medium of mutual denial between God and an individua1. On that point we 

can find out the meaning of the term or concept of 'reverse correspondence' 
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