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生
じ
、
そ
の
中
に
含
有
す
る
と
す
る
。 

阿
頼
耶
は
、
旧
称
は
阿
梨
耶
で
「
無
没
」
の
意
で
、
有
情
根
本
の
心
識
で
、
其
の
人
の
受
用

す
べ
き
一
切
の
事
物
の
種
子
を
含
蔵
す
る
義
、
新
称
は
阿
頼
耶
で
「
蔵
」
の
意
、
又
は
「
室
」
の

意
で
あ
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
一
動
因
の
「
思
惟
の
思
惟
」
を
神
と
称
し
た
。
仏
教
で
は
、
六
識
の
上

に
第
七
の
末
那
識
（
ま
な
し
き
）
を
立
て
、
之
は
唯
識
所
説
に
第
八
識
を
所
依
と
し
て
、
且
つ

第
八
識
の
見
方
を
所
縁
と
し
て
生
ず
る
識
な
り
。
末
那
識
を
「
意
」
と
訳
す
。
意
は
思
量
の

義
、
此
識
常
に
第
八
識
の
見
方
を
縁
じ
て
、
我
は
法
な
り
と
思
量
す
る
故
に
末
那
と
名
づ
く
。

恒
に
審
ら
か
に
思
量
し
て
余
識
に
勝
り
、
第
六
意
識
と
異
る
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
阿
頼

耶
識
を
立
て
て
第
八
識
と
す
る
。
こ
の
阿
頼
耶
識
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
思
惟
の
思
惟
」
に

あ
た
り
、潜
勢
は
種
々
で
あ
り
、
現
勢
は
、現
行
で
あ
り
、
こ
の
種
子
を
現
行
せ
し
む
る
も
の
を

薫
習
と
い
い
運
動
が
十
二
因
縁
に
当
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
阿
頼
耶
識
の
本
体
か
ら
、夫

夫
内
的
な
原
因
と
目
的
に
よ
っ
て
発
展
す
る
。
そ
の
属
性
と
、
構
造
と
素
材
と
に
よ
っ
て
、
夫
夫

の
過
去
の
業
力
の
作
用
、
運
命
に
よ
っ
て
夫
夫
の
一
定
の
方
向
に
導
か
れ
て
現
前
す
る
の
で
あ

る
と
す
る
の
で
、
夫
夫
の
目
的
が
形
相
因
や
動
力
因
や
目
的
因
に
当
る
と
観
ら
れ
る
が
、
更
に

仏
教
哲
学
で
は
、
宇
宙
の
実
体
を
五
位
七
十
五
位
に
分
け
、
六
因
四
縁
を
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
が
詳
し
く
は
「
ひ
」
の
第
一
〇
三
～
一
〇
六
号
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。 

    

が
論
理
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
る
以
上
は
、
存
在
の
ア
ポ
リ
ヤ
に
解
く
べ
か
ら
ざ
る
最
後
の

矛
盾
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
此
処
に
ア
ポ
リ
ヤ
と
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
の
一
方
で
相

通
じ
な
が
ら
他
方
で
正
反
対
な
る
点
が
あ
る
。
弁
証
法
は
此
ア
ポ
リ
ヤ
の
段
階
に
於
け
る
要

求
を
二
律
背
反
の
段
階
に
高
め
、二
律
背
反
と
し
て
解
く
こ
と
の
出
来
な
い
矛
盾
を
、却
て
対

立
の
統
一
と
し
て
思
惟
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
然
し
、
哲
学
者
の
第
一
の
任
務
は
、ア

ポ
リ
ヤ
の
難
問
を
論
理
的
に
解
く
こ
と
で
、安
易
に
弁
証
法
に
逃
げ
込
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
竹
葉
）
そ
こ
に
至
っ
て
始
め
て
理
性
的
思
惟
が
具
体
的
な
る
個
体
的
存
在
の
究
極

的
反
省
た
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
ア
ポ
リ
ヤ
の
不
可
通
性
は
絶
対
否
定
的

に
自
己
を
開
通
せ
し
め
る
。然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
此
ア
ポ
リ
ヤ
の
二
律
背
反
的
不
可
通

性
を
問
題
と
せ
ず
、
直
接
に
論
理
の
存
在
に
対
す
る
十
全
性
を
信
じ
て
存
在
論
を
立
せ
ん
と

し
た
。
其
結
果
が
却
て
論
理
の
制
限
を
暴
露
す
る
に
至
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。（
論
理
に
由
っ

て
開
通
せ
し
め
な
い
二
律
背
反
的
の
不
可
通
性
を
論
理
に
よ
っ
て
弁
証
法
が
開
通
せ
し
め
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
開
通
し
な
い
二
者
を
統
一
す
る
こ
と
は
、
そ
の
二
者
を
抱
擁
す
る
も
の
に
よ

っ
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
究
極
に
於
て
絶
対
者
を
認
め
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
論
理
的
と
言
え

る
か
ど
う
か
。
即
ち
二
律
背
反
が
あ
る
と
す
る
も
の
が
統
一
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
、
弁
証
法

は
真
の
論
理
的
な
る
も
の
で
な
く
、逆
に
こ
の
宇
宙
間
に
真
の
二
律
背
反
的
な
る
も
の
は
な
い

と
言
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
反
宇
宙
と
正
宇
宙
と
反
で
は
あ
る
が
別
な
る
も
の
で
は
な
い
。
竹

葉
、
徹
底
を
要
す
る
）
併
し
哲
学
は
究
極
の
絶
対
反
省
で
あ
る
以
上
、
彼
の
究
極
原
理
と
し

た
神
を
思
惟
し
得
る
論
理
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
如
く
解
く
べ
か
ら
ざ
る

ア
ポ
リ
ヤ
の
存
在
を
強
調
し
て
問
題
論
を
問
題
論
に
止
め
、
唯
存
在
の
断
片
的
非
全
体
的
な

る
思
惟
に
満
足
し
て
絶
対
の
統
一
を
断
念
せ
ん
と
す
る
の
は
、
哲
学
の
否
定
で
あ
る
。
氏
が
唱

え
る
実
在
弁
証
法P

e
a

ld
ia

le
k
tik

の
如
き
も
の
は
、
絶
対
自
覚
に
達
せ
ざ
る
客
観
的
存
在

の
思
惟
に
止
ま
ら
ん
と
す
る
も
の
な
る
限
り
、
真
に
弁
証
法
と
い
う
べ
き
も
の
と
は
思
わ
れ

な
い
。
（
前
括
弧
内
で
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
易
な
る
も
の
不
徹
底
な
る
も
の
が
生
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
。
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
希
臘
精
神
に
於
て
直
接
に
統
一
せ
ら
れ
た
存

在
論
を
、
近
代
の
実
在
論
的
精
神
に
由
っ
て
二
元
論
に
分
裂
し
た
も
の
が
氏
の
実
在
論
で

あ
っ
て
、
哲
学
と
し
て
甚
だ
不
十
分
な
る
も
の
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
（
実
在
が
二
元

で
あ
る
筈
が
な
い
、
竹
葉
） 

れ
な
い
。
個
体
は
限
定
せ
ら
れ
た
対
象
的
普
遍
で
な
く
限
定
無
き
作
用
的
普
遍
に
由
っ
て
の

み
規
定
せ
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
は
正
に
斯
か
る
作
用
的
普
遍
、
即
ち
凡
て
の
個
体

を
し
て
夫
々
の
本
質
に
於
て
固
有
の
活
動
を
な
さ
し
む
る
如
き
内
包
的
全
体
に
外
な
ら
な

い
。
（
天
之
御
中
主
神
と
結
び
の
作
用
の
二
神
、
大
和
世
界
を
顕
現
す
る
神
）
併
し
そ
れ
が
既

に
普
遍
の
論
理
を
越
え
る
超
越
的
全
体
で
あ
っ
て
、
客
観
の
思
惟
原
理
と
し
て
の
論
理
に
盛

り
切
れ
ざ
る
主
観
の
自
覚
が
始
め
て
こ
れ
を
捉
え
得
る
も
の
な
る
こ
と
も
明
で
あ
る
。
彼
の

潜
勢
の
概
念
は
、
現
勢
に
於
て
矛
盾
的
に
統
一
せ
ら
れ
る
を
媒
介
す
る
為
め
に
思
惟
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
却
て
作
用
的
飛
躍
的
に
の
み
統
一
し
得
べ
き
対
立
を
、
対
象
的
に

連
続
化
す
る
要
求
に
堕
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
論
理
的
存
在
論
は
此
処
に
破
綻
を
暴
露

し
、
一
度
其
制
限
を
自
覚
し
て
主
観
の
自
覚
を
論
理
以
上
の
も
の
と
し
て
解
放
す
る
こ
と
に

由
り
、
再
び
自
覚
を
否
定
の
否
定
的
に
論
理
に
止
揚
す
る
弁
証
法
に
至
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
所
以
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
的
論
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
的
論
理
に
問
題
を
残
し
、
後
者
に
至
っ
て
始
め
て
解
か
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
べ
き
趣
き

が
あ
る
の
も
是
に
由
る
の
で
あ
る
。 
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１ 

存
在
論
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
２
） 

こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
始
源
及
び
原
因
、
理
由
（
原
理
）
は
、
仏
教
哲
学
の
「
縁
起
論
」

及
び
「
本
質
論
」
と
照
合
し
て
観
る
と
一
層
意
味
深
く
な
る
の
で
、
読
者
は
是
非
「
ひ
」
の

第
一
〇
三
、一
〇
四
、
一
〇
五
、
一
〇
六
号
を
読
み
返
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
皆
さ
ん
の
そ

の
記
憶
を
呼
び
起
こ
さ
ん
た
め
に
「
阿
頼
耶
識
縁
起
論
」
の
一
部
を
再
録
す
る
。 

 

仏
教
で
は
、
総
て
の
も
の
は
縁
起
の
法
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
も
の
と
考
え
る
。
先
ず
因

が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
流
れ
出
て
縁
に
よ
っ
て
相
寄
り
相
影
響
し
あ
っ
て
果
を
生
じ
報
い
、

ま
た
そ
れ
が
因
と
な
っ
て
流
れ
て
や
ま
な
い
。
即
ち
前
に
述
べ
た
十
二
因
縁
を
深
く
考
え

る
。
阿
頼
耶
識
と
は
宇
宙
万
物
の
第
一
原
因
、
大
元
で
、こ
の
中
に
一
切
の
も
の
が
出
て
来

る
種
子
が
全
部
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、こ
の
種
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
因
縁
に
よ

っ
て
果
を
生
じ
て
発
展
し
て
い
く
と
す
る
。
こ
れ
を
現
行
と
い
う
て
い
る
。
こ
の
種
子
を
現

行
せ
し
め
る
原
動
力
を
法
相
宗
で
は
薫
習
と
説
い
て
い
る
。
種
子
が
因
縁
に
よ
っ
て
発
展

開
発
さ
れ
て
い
く
状
態
は
、
恰
も
香
り
が
浸
み
込
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
自
然
に
発
す
る
よ
う

な
も
の
で
、
我
々
は
無
始
以
来
な
し
て
来
た
善
悪
諸
諸
の
業
が
細
大
漏
さ
ず
薫
じ
込
ん
で

い
て
、
そ
れ
が
時
に
応
じ
機
に
触
れ
て
外
に
現
わ
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
こ
の
世
界
の
森
羅
万
象
は
す
べ
て
唯
一
絶
対
の
根
源
た
る
阿
頼
耶
識
か
ら

生
じ
、
そ
の
中
に
含
有
す
る
と
す
る
。 

 

阿
頼
耶
は
、
旧
称
は
阿
梨
耶
で
「
無
没
」
の
意
で
、
有
情
根
本
の
心
識
で
、
其
の
人
の
受

用
す
べ
き
一
切
の
事
物
の
種
子
を
含
蔵
す
る
義
、
新
称
は
阿
頼
耶
で
「
蔵
」
の
意
、
又

は
「
室
」
の
意
で
あ
る
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
一
動
因
の
「
思
惟
の
思
惟
」
を
神
と
称
し
た
。
仏
教
で
は
、

六
識
の
上
に
第
七
の
末
那
識
（
ま
な
し
き
）
を
立
て
、
之
は
唯
識
所
説
に
第
八
識
を
所

依
と
し
て
、
且
つ
第
八
識
の
見
方
を
所
縁
と
し
て
生
ず
る
識
な
り
。
末
那
識
を
「
意
」

と
訳
す
。
意
は
思
量
の
義
、
此
識
常
に
第
八
識
の
見
方
を
縁
じ
て
、
我
は
法
な
り
と
思

量
す
る
故
に
末
那
と
名
づ
く
。
恒
に
審
ら
か
に
思
量
し
て
余
識
に
勝
り
、
第
六
意
識
と

異
る
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
阿
頼
耶
識
を
立
て
て
第
八
識
と
す
る
。
こ
の
阿
頼
耶

識
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
思
惟
の
思
惟
」
に
あ
た
り
、
潜
勢
は
種
々
で
あ
り
、
現
勢

は
、
現
行
で
あ
り
、
こ
の
種
子
を
現
行
せ
し
む
る
も
の
を
薫
習
と
い
い
運
動
が
十
二
因

縁
に
当
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
阿
頼
耶
識
の
本
体
か
ら
、
夫
夫
内
的
な
原
因
と
目

的
に
よ
っ
て
発
展
す
る
。
そ
の
属
性
と
、
構
造
と
素
材
と
に
よ
っ
て
、
夫
夫
の
過
去
の

業
力
の
作
用
、
運
命
に
よ
っ
て
夫
夫
の
一
定
の
方
向
に
導
か
れ
て
現
前
す
る
の
で
あ

る
と
す
る
の
で
、
夫
夫
の
目
的
が
形
相
因
や
動
力
因
や
目
的
因
に
当
る
と
観
ら
れ
る

が
、
更
に
仏
教
哲
学
で
は
、
宇
宙
の
実
体
を
五
位
七
十
五
位
に
分
け
、
六
因
四
縁
を
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
が
詳
し
く
は
「
ひ
」
の
第
一
〇
三
～
一
〇
六
号
を
見
て
い
た
だ
き

た
い
。 

此
処
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
と
し
て
前
に
指
摘
し
た
問
題
論
の
中
心
た

る
ア
ポ
リ
ヤ
と
、
次
に
述
ぶ
る
カ
ン
ト
の
先
験
論
的
方
法
に
重
要
な
る
関
係
を
有
す
る
既

述
の
二
律
背
反A

n
tin

o
m

ie

と
の
対
照
が
一
層
明
に
存
在
論
的
方
法
の
制
限
を
示
す
で

あ
ろ
う
。
ア
ポ
リ
ヤ
と
は
前
に
述
べ
た
如
く
、
路
を
通
ぜ
ざ
る
難
関
、
行
詰
ま
り
、
難
問
の

意
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
畢
竟
思
惟
が
矛
盾
に
逢
着
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
其
矛
盾
が
相

対
立
す
る
二
つ
の
主
張
（
定
立
と
反
定
立
）
と
し
て
夫
々
そ
れ
に
相
当
す
る
理
由
に
よ
り

証
明
せ
ら
れ
た
も
の
が
二
律
背
反
に
外
な
ら
な
い
。二
律
背
反
が
真
に
二
律
背
反
で
あ
る

以
上
は
そ
れ
は
論
理
的
に
解
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
論
理
的
に
解

か
る
る
二
律
背
反
は
真
の
二
律
背
反
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ポ
リ
ヤ
の
中
に
は
一
見
矛

盾
を
含
む
も
、実
は
窮
極
的
に
矛
盾
で
は
な
く
、
従
っ
て
必
ず
も
二
律
背
反
で
な
い
も
の
が

あ
る
か
ら
、
そ
れ
等
は
勿
論
論
理
的
に
解
け
る
筈
で
あ
る
。
併
し
真
の
二
律
背
反
に
基
く

ア
ポ
リ
ヤ
は
論
理
的
に
解
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
ア
ポ
リ
ヤ
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
而
も
そ
れ
を
解
い
て
居
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と

は
、
今
日
ハ
ル
ト
マ
ン
な
ど
の
注
意
し
た
通
り
で
あ
る
。然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
的

存
在
論
は
凡
て
ア
ポ
リ
ヤ
を
解
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
前
提
の
下
に
成
立
す
る
。
存
在

が
論
理
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
る
以
上
は
、
存
在
の
ア
ポ
リ
ヤ
に
解
く
べ
か
ら
ざ
る

最
後
の
矛
盾
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
此
処
に
ア
ポ
リ
ヤ
と
ア
ン
テ
ィ
ノ

ミ
ー
と
の
一
方
で
相
通
じ
な
が
ら
他
方
で
正
反
対
な
る
点
が
あ
る
。
弁
証
法
は
此
ア

ポ
リ
ヤ
の
段
階
に
於
け
る
要
求
を
二
律
背
反
の
段
階
に
高
め
、
二
律
背
反
と
し
て
解

く
こ
と
の
出
来
な
い
矛
盾
を
、
却
て
対
立
の
統
一
と
し
て
思
惟
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。（
然
し
、
哲
学
者
の
第
一
の
任
務
は
、
ア
ポ
リ
ヤ
の
難
問
を
論
理
的
に
解
く

こ
と
で
、
安
易
に
弁
証
法
に
逃
げ
込
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
竹
葉
）
そ
こ
に

至
っ
て
始
め
て
理
性
的
思
惟
が
具
体
的
な
る
個
体
的
存
在
の
究
極
的
反
省
た
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
ア
ポ
リ
ヤ
の
不
可
通
性
は
絶
対
否
定
的
に
自
己
を

開
通
せ
し
め
る
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
此
ア
ポ
リ
ヤ
の
二
律
背
反
的
不
可
通

性
を
問
題
と
せ
ず
、
直
接
に
論
理
の
存
在
に
対
す
る
十
全
性
を
信
じ
て
存
在
論
を
立

せ
ん
と
し
た
。
其
結
果
が
却
て
論
理
の
制
限
を
暴
露
す
る
に
至
っ
た
の
は
当
然
で
あ

る
。（
論
理
に
由
っ
て
開
通
せ
し
め
な
い
二
律
背
反
的
の
不
可
通
性
を
論
理
に
よ
っ
て

弁
証
法
が
開
通
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
開
通
し
な
い
二
者
を
統
一
す
る
こ
と
は
、

そ
の
二
者
を
抱
擁
す
る
も
の
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
究
極
に
於
て
絶
対
者

を
認
め
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
論
理
的
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
即
ち
二
律
背
反
が
あ
る
と

す
る
も
の
が
統
一
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
、
弁
証
法
は
真
の
論
理
的
な
る
も
の
で
な

く
、
逆
に
こ
の
宇
宙
間
に
真
の
二
律
背
反
的
な
る
も
の
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
は
な

い
か
。
反
宇
宙
と
正
宇
宙
と
反
で
は
あ
る
が
別
な
る
も
の
で
は
な
い
。
竹
葉
、
徹
底
を

要
す
る
）
併
し
哲
学
は
究
極
の
絶
対
反
省
で
あ
る
以
上
、
彼
の
究
極
原
理
と
し
た
神
を

思
惟
し
得
る
論
理
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
如
く
解
く
べ
か
ら
ざ

る
ア
ポ
リ
ヤ
の
存
在
を
強
調
し
て
問
題
論
を
問
題
論
に
止
め
、
唯
存
在
の
断
片
的
非

全
体
的
な
る
思
惟
に
満
足
し
て
絶
対
の
統
一
を
断
念
せ
ん
と
す
る
の
は
、
哲
学
の
否

定
で
あ
る
。
氏
が
唱
え
る
実
在
弁
証
法P

e
a
ld

ia
le

k
tik

の
如
き
も
の
は
、
絶
対
自
覚

に
達
せ
ざ
る
客
観
的
存
在
の
思
惟
に
止
ま
ら
ん
と
す
る
も
の
な
る
限
り
、
真
に
弁
証

法
と
い
う
べ
き
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。（
前
括
弧
内
で
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
易

な
る
も
の
不
徹
底
な
る
も
の
が
生
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
希
臘

精
神
に
於
て
直
接
に
統
一
せ
ら
れ
た
存
在
論
を
、
近
代
の
実
在
論
的
精
神
に
由
っ
て

二
元
論
に
分
裂
し
た
も
の
が
氏
の
実
在
論
で
あ
っ
て
、
哲
学
と
し
て
甚
だ
不
十
分
な

る
も
の
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
（
実
在
が
二
元
で
あ
る
筈
が
な
い
、
竹
葉
） 

こ
れ
は
如
来
林
菩
薩
が
仏
の
神
力
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
承
け
て
、
現
象
界
の
事

物
、
個
体
は
悉
く
心
の
所
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
り
、
讃
偈
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
心
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
基
体
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
あ
っ
て

形
相
、
現
象
界
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
心
の
完
成
体
と
し
て
、
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
じ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
運
動
で
あ
る
。
が
現
勢
は
潜
勢
の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
、
其
完
成
せ
る

本
質
、
即
ち
心
が
運
動
に
お
い
て
自
己
の
姿
（
心
を
本
、
現
象
界
を
迹
、
影
、
末
と
し
て
い

る
）
を
現
わ
す
と
し
て
い
る
の
で
、
よ
ほ
ど
類
似
し
て
お
り
、
共
に
彫
刻
家
と
画
師
の
芸
術

製
作
に
譬
え
て
い
る
の
も
頷
か
れ
る
も
の
が
あ
る
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
因
四
つ
の
区

別
と
仏
教
の
十
二
因
縁
と
も
考
え
合
せ
て
思
考
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
側
道
に

入
り
過
ぎ
る
の
で
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
は
論
理
主
義
と
個
体
主
義
と
の
統
一
を
そ
の
神
学
に
求

め
、
存
在
自
体
の
学
た
る
存
在
論
と
し
て
の
形
而
上
学
は
、
第
一
原
理
と
し
て
の
神
の
学

た
る
神
学
に
窮
極
す
る
。
併
し
そ
れ
は
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
的
存
在
論
の
立
場

を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。論
理
的
思
惟
の
述
語
は
如
何
に
普
遍
な
る
も
常
に
限
定
さ
れ
た

る
普
遍
に
止
ま
る
。
然
る
に
斯
か
る
限
定
せ
ら
れ
た
普
遍
に
由
っ
て
は
個
体
は
規
定
せ
ら

れ
な
い
。
個
体
は
限
定
せ
ら
れ
た
対
象
的
普
遍
で
な
く
限
定
無
き
作
用
的
普
遍
に
由 

っ
て
の
み
規
定
せ
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
は
正
に
斯
か
る
作
用
的
普
遍
、
即

ち
凡
て
の
個
体
を
し
て
夫
々
の
本
質
に
於
て
固
有
の
活
動
を
な
さ
し
む
る
如
き
内
包

的
全
体
に
外
な
ら
な
い
。
（
天
之
御
中
主
神
と
結
び
の
作
用
の
二
神
、
大
和
世
界
を
顕

現
す
る
神
）
併
し
そ
れ
が
既
に
普
遍
の
論
理
を
越
え
る
超
越
的
全
体
で
あ
っ
て
、
客
観

の
思
惟
原
理
と
し
て
の
論
理
に
盛
り
切
れ
ざ
る
主
観
の
自
覚
が
始
め
て
こ
れ
を
捉
え

得
る
も
の
な
る
こ
と
も
明
で
あ
る
。
彼
の
潜
勢
の
概
念
は
、
現
勢
に
於
て
矛
盾
的
に
統

一
せ
ら
れ
る
を
媒
介
す
る
為
め
に
思
惟
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
却
て
作

用
的
飛
躍
的
に
の
み
統
一
し
得
べ
き
対
立
を
、
対
象
的
に
連
続
化
す
る
要
求
に
堕
す

る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
論
理
的
存
在
論
は
此
処
に
破
綻
を
暴
露
し
、
一
度
其
制
限
を
自

覚
し
て
主
観
の
自
覚
を
論
理
以
上
の
も
の
と
し
て
解
放
す
る
こ
と
に
由
り
、
再
び
自

覚
を
否
定
の
否
定
的
に
論
理
に
止
揚
す
る
弁
証
法
に
至
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所

以
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
的
論
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

弁
証
法
的
論
理
に
問
題
を
残
し
、
後
者
に
至
っ
て
始
め
て
解
か
れ
る
に
至
っ
た
と
い

う
べ
き
趣
き
が
あ
る
の
も
是
に
由
る
の
で
あ
る
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
「
実
在
」
「
神
」
と
観
た
か
。
前
述
の
如
く
潜
勢
と
現
勢
、
質
料

と
形
相
と
の
間
を
動
く
も
の
と
し
て
現
実
の
存
在
は
凡
て
中
間
的
で
あ
る
。
最
後
の
質
料

は
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
実
に
あ
る
質
料
は
そ
れ
に
相
当
す
る
形

相
的
な
る
も
の
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
更
に
そ
れ
を
形
相
と
す
る
他
の
質

料
的
な
る
も
の
に
対
し
て
却
て
形
相
的
で
あ
る
。
斯
く
て
現
実
の
中
間
的
存
在
は
即
ち
運

動
の
世
界
を
成
す
。
併
し
運
動
は
今
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
自
ら
動
か
ず
し
て
他
の
も
の
が

凡
て
そ
れ
を
目
的
に
し
て
動
く
如
き
最
後
の
純
粋
な
る
形
相
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
基
体
）
純
粋
形
相
は
運
動
の
目
的
因
と
し
て
現
実
の
最
後
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
純
粋
形
相
は
純
粋
形
相
で
あ
る
限
り
質
料
を
混
入
せ
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

け
れ
ど
も
、
而
も
そ
れ
が
形
相
と
し
て
存
在
す
る
以
上
は
活
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
運
動
の
原
理
と
し
て
他
を
動
か
す
形
相
た
る
も
の
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
純
粋
形
相
は
質
料
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活
動
を
な
す

か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
無
い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
此
「
思
惟
の
思
惟
」
を
「
第
一
動
因
」
と
呼
び
「
神
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ
る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神

の
内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の

自
由
の
意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る

自
由
活
動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の

芸
術
観
照
的
世
界
観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自

覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ
い
。 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品

第
十
六
（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
を
「
実
在
」
「
神
」
と
観
た
か
。
前
述
の
如
く
潜
勢
と
現
勢
、
質
料

と
形
相
と
の
間
を
動
く
も
の
と
し
て
現
実
の
存
在
は
凡
て
中
間
的
で
あ
る
。
最
後
の
質
料

は
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
実
に
あ
る
質
料
は
そ
れ
に
相
当
す
る
形

相
的
な
る
も
の
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
更
に
そ
れ
を
形
相
と
す
る
他
の
質

料
的
な
る
も
の
に
対
し
て
却
て
形
相
的
で
あ
る
。
斯
く
て
現
実
の
中
間
的
存
在
は
即
ち
運

動
の
世
界
を
成
す
。
併
し
運
動
は
今
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
自
ら
動
か
ず
し
て
他
の
も
の
が

凡
て
そ
れ
を
目
的
に
し
て
動
く
如
き
最
後
の
純
粋
な
る
形
相
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
基
体
）
純
粋
形
相
は
運
動
の
目
的
因
と
し
て
現
実
の
最
後
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
純
粋
形
相
は
純
粋
形
相
で
あ
る
限
り
質
料
を
混
入
せ
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

け
れ
ど
も
、
而
も
そ
れ
が
形
相
と
し
て
存
在
す
る
以
上
は
活
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
運
動
の
原
理
と
し
て
他
を
動
か
す
形
相
た
る
も
の
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
純
粋
形
相
は
質
料
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活
動
を
な
す

か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
無
い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
此
「
思
惟
の
思
惟
」
を
「
第
一
動
因
」
と
呼
び
「
神
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

 

凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ
る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神
の

内
容
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神
は
自
慊
の
活
動
自
ら
に
し
て
自
ら
で
あ
る
普
遍
の
自
由

の
意
味
で
な
い
自
慊
の
活
動
に
よ
っ
て
万
象
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。） 

 

恰
も
芸
術
の
鑑
賞
に
現
る
る
、
質
料
が
凡
て
形
相
化
せ
ら
れ
た
完
成
態
に
於
け
る

自
由
活
動
と
い
う
如
き
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
の
内
容
を
成
す
。
希
臘
人
の

芸
術
観
照
的
世
界
観
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
、
神
学
に
基
典
型
的
な
る
自

覚
を
見
出
す
と
云
っ
て
よ
い
。 

 

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
大
方
広
仏
華
厳
経
・
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品

第
十
六
（
唯
心
偈
）
に
あ
る
次
の
経
で
あ
る
。 

 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
物
を
認
識
す
る
は
其
物
の
始
源
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。

哲
学
は
存
在
の
始
源
と
し
て
の
原
理
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
始
源
は
そ
れ
か
ら
其

物
の
生
ず
る
原
因
で
あ
り
論
理
的
に
は
理
由
で
あ
る
。
論
理
的
存
在
論
の
立
場
に
於
て
は

理
由
（
原
理
）
と
原
因
と
は
一
つ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
原
因
に
資
料
因

c
,a

u
s
a

 

m
a

te
ria

lis
 

形
相
因c

fo
rm

a
lis

動
力
因c

.e
ffic

ie
n
s
 

目
的
因c

.fin
a
lis

の
四
つ

を
区
別
し
た
。
こ
れ
は
芸
術
的
表
象
の
立
場
か
ら
存
在
を
彫
塑
的
に
観
照
す
る
希
臘
的

存
在
論
の
典
型
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
物
の
底
に
存
在
の
隠
さ
れ
た
る
原
理
を
認
め
ず
、

凡
て
顕
わ
な
る
原
理
に
由
っ
て
生
ず
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
彫
刻
家
が
ア
ポ
ロ
の
像
を
造

る
時
に
は
、其
質
料
た
る
大
理
石
と
か
青
銅
と
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
質
料
因
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
造
ら
る
べ
き
ア
ポ
ロ
の
形
姿
形
相
が
予
め
彫
刻
家
の
脳
裏
に
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
彫
像
の
制
作
は
出
来
ぬ
。
そ
れ
が
形
相
因
で
あ
る
。
而
し
て
此
形
相
を
質

料
に
於
て
実
現
す
る
芸
術
家
の
活
動
が
動
力
因
で
あ
り
、
其
制
作
の
目
的
と
す
る
所
が

目
的
因
で
あ
る
。
凡
て
の
存
在
は
此
の
四
種
の
原
因
に
由
っ
て
生
ず
る
。
併
し
人
工
物
で

は
此
の
四
種
が
夫
夫
別
の
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
る
が
、
自
然
物
に
於
て
は
形
相
因
と

目
的
因
と
は
一
致
し
、
質
量
の
実
現
す
べ
き
本
質
に
帰
す
る
。
と
こ
ろ
で
質
料
は
そ
れ
自

身
で
は
不
定
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る
に
存
在
は
ロ

ゴ
ス
に
於
て
論
理
的
に
捉
え
ら
る
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
就
い
て
語
り
そ
れ
に
定

義
を
与
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
形
相
、(

本
質)

が
真
の
存
在
で
あ

る
と
す
る
。
実
体
も
原
因
の
見
地
か
ら
観
る
時
、
個
体
の
本
質
（
形
相
）
に
帰
す
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は
質
料
と
存
在
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
。
此
二
つ

が
若
し
単
に
離
れ
存
す
る
な
ら
ば
個
物
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
の
離
在
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
既
に
前
に
述
べ
た
所
で
あ

る
。
彼
自
身
は
内
在
の
立
場
か
ら
形
相
と
質
料
と
を
現
勢
と
潜
勢
と
の
関
係
に
於
て

考
え
、
質
料
は
形
相
に
な
り
得
べ
く
し
て
未
だ
形
相
と
な
ら
ぬ
も
の
（
可
能
性
）
、
形

相
は
即
ち
其
実
現
（
現
実
性
）
で
あ
る
と
し
た
。
本
質
を
単
に
可
能
の
状
態
に
含
む
の

が
質
料
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
相
に
実
現
す
る
の
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
運
動
で

あ
る
。
一
般
に
潜
勢
か
ら
現
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
運
動
と
い
う
。
運
動
は
単
に
継
起
す

る
状
態
の
み
で
成
立
す
る
も
の
で
な
い
。
運
動
に
は
変
化
す
る
状
態
の
基
底
に
不
変

な
る
も
の
（
基
体
）
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
運
動
に
先
だ
っ
て
運
動
の
実
現
す
る
本
質

が
気
体
と
し
て
存
し
（
是
即
天
之
御
中
主
神
の
世
界
）、
そ
れ
が
潜
勢
か
ら
現
勢
に
自

己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。（
高
御
産
巣
日
、
神
産
巣
日
、
二
神
の
結
び
蒸
力
の
作
用

に
よ
っ
て
）
。
其
故
現
勢
は
潜
勢
の
後
に
現
れ
る
の
で
な
く
て
却
て
潜
勢
に
先
だ
ち
、

其
完
成
せ
る
本
質
が
運
動
に
於
て
自
己
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
即
ち

現
勢
は
完
成
の
意
味
を
有
す
る
。
現
勢
に
は
動
く
方
面
と
共
に
動
か
ぬ
方
面
が
無
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
不
動
の
完
成
態
は
始
よ
り
潜
勢
の
中
に
あ
り
、
潜
勢
が
現
勢
に
な
る

の
は
此
完
成
態
が
目
的
と
な
る
か
ら
、
質
料
の
潜
勢
が
形
相
の
現
勢
に
転
ず
る
の
は

本
質
が
自
己
自
身
に
な
ら
ん
と
し
て
自
己
自
身
に
向
う
運
動
を
な
す
も
の
と
い
わ
れ

る
。
此
処
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
特
色
た
る
目
的
論
が
成
立
つ
。（
成
り
い
ず

る
神
で
あ
り
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
神
・
本
質
自
ら
の
自
己
の
顕
現
で
あ
る
。
神
道

の
成
生
の
相
で
あ
る
） 

 
 

 

          

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
た
だ
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個

物
の
活
動
的
本
質
の
統
一
原
理
と
し
て
飽
く
ま
で
世
界
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
単

に
世
界
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
て
同
時
に
之
を
超
え
る
全
体
的
統
一
原
理
と
し
て
超

越
的
で
あ
る
。
而
も
そ
の
超
越
的
一
者
に
至
る
に
は
個
体
の
多
な
る
世
界
を
媒
介
と
す
る

の
で
な
く
て
（
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
て
存
在
論
を
生
み
弁
証
論
を
生
む
。
竹
葉
）
之
を
否
定

し
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
に
由
っ
て
す
る
。
即
ち
論
理
を
否
定
し
思
惟
を
超
越
し
、
一
切
の

対
立
の
消
え
る
所
に
直
観
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
神
秘
的
方
法
の
特
色
が
あ

り
、
其
の
後
西
洋
哲
学
に
於
て
基
督
教
の
地
盤
に
そ
れ
が
移
植
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
愈
々

宗
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
神
秘
神
学
の
形
を
採
る
に
至
っ
た
所
以
が
あ
る
。 

第
五
世
紀
の
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
書P

s
e
u
c
o
-
D

io
n
y
s
iu

s

が
神
を
「
名
く
べ
き
名
無

き
輝
け
る
暗
」
と
し
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
老
子
の
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
非

ず
」
と
言
い
、「
玄
の
又
玄
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
似
る
。 

第
九
世
紀
の
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
（
ウ
）
ゲ
ナ
（Se

c
tu

s
E

ri(u
)g

e
n
a

,8
1

0
-
8

7
7

）

が
、
「
造
っ
て
造
ら
れ
ざ
る
神
」
の
底
に
「
造
ら
れ
も
せ
ず
造
り
も
せ
ざ
る
神
」
を
考
え
、
斯

か
る
神
が
矛
盾
を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯

不
知
に
於
て
直
接
に
神
と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の

は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の
代
表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま

せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ
神
」
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ

ス

（T
h

o
m

a
s
A

q
u

in
a
s
,1

2
2
5
-7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

超
理
性
的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」G

o
tth

e
t

を
、
三
位
一
体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h

s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

（E
e
k

ch
a
rt1

2
6
0
-1

3
2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一

体
の
前
の
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認

む
る
汎
神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に

し
て
多
な
る
以
上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は

「
反
対
の
一
致
」C

o
in

cid
e
n

tia
 O

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神

に
就
い
て
は
肯
定
も
否
定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚
（
所
謂
「
無
知
の
知
」D

o
cta

ig
n

o
ra

n
tia

）
に
於
て

の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
（N

ico
la

u
s
 C

u
s
a
n

u
s
,1

4
0
1
-

6
4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し
て
い
る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極
右
は
極
左
と
同
一
で
あ
る
。
第
六
、

第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き
始
め
な
く
、
終
り
と
す
べ
き
終

り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
超

え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有

す
る
に
止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与

え
、
之
を
神
の
啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原

理
た
る
も
の
と
解
し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘

主
義
を
建
て
た
ボ
ェ
ー
メ
（B

o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔

雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意
義
を
も
つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者

を
有
す
る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代

表
と
普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た

に
拘
ら
ず
、
最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知

S
cie

n
tia

 in
tu

iv
a

に
認
め
た
事

は
最
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
三
節 

農
道
的
自
覚
～ 

 

陋
室
銘 

こ
の
意
味
に
於
て
農
村
人
の
為
に
万
丈
の
気
を
吐
い
た
も
の
が
劉
禹
錫
の
陋
室
銘
で
あ
ろ

う
。 

 
 

山
は
高
き
に
在
ら
ず
、仙
有
れ
ば
則
ち
名
あ
り
。 

水
は
深
き
に
在
ら
ず
、
龍
有
れ
ば
則
ち
靈
な
り
。 

斯
れ
是
の
陋
室
、
惟
れ
吾
が
德
馨
（
か
ん
ば
）
し
。 

苔
痕
（
た
い
こ
ん
）
堦
に
上
っ
て
緑
に
、
艸
色
簾
（
れ
ん
）
に
入
っ
て
青
し
。 

談
笑
鴻
儒
（
こ
う
じ
ゅ
）
有
り
、
往
来
白
丁
（
て
い
）
無
し
。 

以
て
素
琴
を
調
べ
、
金
経
を
閲
（
け
み
）
す
可
し
。 

絲
竹
（
し
ち
く
）
の
耳
を
乱
る
無
く
、案
牘
（
と
く
）
の
形
を
労
（
つ
か
）
ら
す
こ
と
無
し
。 

南
陽
の
諸
葛
が
廬
（
ろ
）
、
西
蜀
の
子
雲
が
亭
（
て
い
）
。 

孔
子
の
云
う
、
何
の
陋
か
こ
れ
有
ら
ん
。 

試
み
に
之
を
意
訳
し
て
見
よ
う
。
「
山
は
海
抜
何
万
尺
と
、
唯
高
い
ば
か
り
で
有
名
な
も
の

で
は
な
い
。
仮
令
そ
れ
程
高
か
ら
ず
と
も
、
仙
人
が
居
れ
ば
有
名
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
淵
は
又

唯
深
い
だ
け
で
は
未
だ
霊
な
り
と
は
謂
い
得
な
い
。
仮
令
そ
れ
程
深
か
ら
ず
と
も
、
龍
が
棲
ん
で

居
れ
ば
冒
し
難
き
霊
畏
の
気
が
漂
う
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
住
居
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
俺
の

住
ん
で
い
る
こ
の
家
な
ど
、
都
門
の
大
廈
高
楼
に
比
ぶ
れ
ば
陋
室
で
は
あ
ろ
う
が
、此
の
中
に
住

ん
で
い
る
俺
の
徳
は
馨
し
い
ぞ
。
（
我
等
は
仮
令
陋
室
に
住
む
も
こ
の
気
概
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）

だ
か
ら
俺
の
住
居
に
は
俗
臭
が
無
い
。
試
み
に
見
よ
！
苔
痕
は
堦
に
上
っ
て
緑
に
、
艸
色
は
簾
に

入
っ
て
青
し
じ
ゃ
。
そ
し
て
往
来
し
、
談
笑
す
る
者
は
何
れ
も
大
人
物
（
鴻
儒
）
で
、
下
ら
ぬ
奴

等
（
白
丁
）
は
来
ぬ
わ
い
。
俺
は
此
の
中
に
在
っ
て
、
素
琴
を
調
べ
黄
金
の
経
書
を
読
ん
で
い
る
。

（
「
素
琴
」
と
は
飾
り
な
き
素
木
の
琴
の
意
。
陶
淵
明
は
常
に
無
弦
の
素
琴
を
撫
し
て
楽
し
み
、

人
の
問
う
に
答
え
て
、
琴
中
の
心
を
得
た
り
、
何
ぞ
弦
上
の
声
を
弄
せ
ん
や
と
謂
え
り
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
）
無
弦
の
素
琴
、―

―

琴
や
弦
は
ど
う
で
も
よ
い
、
自
然
の
素
韻
が
聴
き
得
れ
ば

以
て
足
る
の
で
あ
る
。
「
金
経
」―

―

銅
や
鉛
の
書
で
は
な
い
、
黄
金
の
経
書
で
あ
る
。
古
人
も

『
我
汝
の
如
く
書
を
読
ま
ず
、
故
に
汝
の
如
く
愚
な
ら
ず
』
と
言
う
て
い
る
が
、
現
今
世
に
あ
る

書
は
余
り
に
も
多
過
ぎ
る
。
毎
日
毎
日
新
刊
書
が
幾
冊
出
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
然
し
其
の
中
、

一
年
後
、
二
年
後
、十
年
後
、百
年
後
ま
で
、
人
に
読
ま
れ
る
価
値
あ
る
も
の
は
何
程
残
る
で
あ

ろ
う
か
。
思
え
ば
実
に
屑
の
よ
う
な
下
ら
ぬ
雑
書
の
み
が
如
何
に
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
銅
銭
百

枚
は
金
貨
一
箇
に
如
か
ず
、
山
澤
の
陋
室
に
在
り
て
、素
琴
を
調
べ
金
経
を
閲
す
る
の
邃
養
は
、

都
門
の
高
楼
朱
門
に
在
り
て
の
流
行
的
雑
書
の
乱
読
に
勝
る
こ
と
幾
何
ぞ
や
。更
に
わ
が
田
園

の
住
居
は
絲
竹
（
ジ
ャ
ズ
）
の
耳
を
乱
る
こ
と
も
な
く
、
案
（
つ
く
え
）
の
上
に
堆
（
う
づ
た
か
）
く

積
ま
れ
て
い
る
事
務
の
書
類
に
よ
っ
て
身
を
労
ら
す
こ
と
も
無
い
。わ
が
こ
の
住
居
は
陋
室
で
は

あ
る
が
、
南
陽
の
臥
龍
先
生
諸
葛
孔
明
の
蘆
の
如
く
、
又
、
西
蜀
の
子
雲
（
漢
の
楊
雄
）
の
岷
山

の
亭
の
如
き
も
の
で
あ
る
。孔
子
が
嘗
つ
て
九
夷
（
田
舎
）
に
行
こ
う
と
し
た
時
、
人
々
が
『
陋
な

り
、
之
を
如
何
せ
ん
』
と
い
う
の
に
対
し
て
、
『
君
子
之
に
居
る
。
何
の
陋
か
之
れ
有
ら
ん
』
と
い

っ
て
、
真
の
君
子
な
ら
ば
、如
何
な
る
陋
巷
陋
室
に
在
っ
て
も
、
其
の
徳
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
其

の
所
を
化
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ら
る
る
が
、
陋
室
に
住
む
者
、
方
に
此
の
心
が
無

け
れ
ば
な
ら
ぬ
ー
ー
。」 

 

農
道
的
自
覚
の
上
に
立
て
る
農
村
生
活
者
に
取
っ
て
、
ま
こ
と
に
う
れ
し
い
揚
言
で
は
な
い
か
。

然
も
世
人
の
多
く
は
徒
に
粗
衣
茅
屋
を
憎
ん
で
、
其
の
間
に
何
等
の
誇
り
も
安
け
さ
も
有
ち

得
ぬ
自
ら
の
心
術
の
醜
陋
を
恥
じ
ず
、
山
澤
に
居
る
を
厭
う
て
、
専
ら
城
市
に
住
ま
ん
こ
と
の

み
を
希
う
が
、
吾
々
は
希
く
は
山
林
蓬
蘆
の
気
味
を
解
し
得
る
農
道
的
自
覚
を
有
た
ね
ば
な

ら
ぬ
。
第
二
章
の
終
り
に
も
記
し
た
よ
う
な
、
真
の
農
村
人
と
し
て
の
矜
恃
（
ほ
こ
り
）
は
、こ
の

深
き
自
覚
の
中
か
ら
の
み
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
私
共
は
か
か
る
自
覚
の
下
に
、
新

た
な
る
眼
を
以
て
王
陽
明
の
何
陋
軒
の
記
を
読
み
直
し
て
見
た
な
ら
ば
、
又
新
た
な
る
感
悟

を
も
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。 
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今
年
の
終
わ
り
に                              

三
浦 

夏
南 

 
今
年
は
日
本
自
治
集
団
の
活
動
が
始
ま
り
、
完
全
な
自
給
自
足
に
向
け
て
の
研
究
と
実
践

に
明
け
暮
れ
る
変
化
の
多
い
一
年
と
な
っ
た
。
毎
月
の
よ
う
に
県
外
に
出
か
け
て
は
、
会
合
が
あ

っ
た
り
、調
査
に
行
っ
た
り
と
、昨
年
と
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
活
動
的
な
日
々
と
な
っ
た
。こ

の
十
二
月
に
は
自
治
集
団
の
総
会
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会
の
事
業
内
容
が
決
定
し
、
来
年

か
ら
が
本
格
的
始
動
と
な
る
。
今
年
一
年
皆
で
話
し
合
い
な
が
ら
描
い
て
き
た
理
想
を
ど
れ
だ

け
こ
の
現
実
に
体
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
そ
こ
が
全
て
の
鍵
と
な
っ
て
く
る
。
素
晴
ら
し

い
理
想
を
口
に
出
す
も
の
は
多
い
が
、
そ
れ
を
行
い
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
圧
倒
的

に
少
な
い
。有
言
実
行
と
は
当
た
り
前
の
よ
う
で
難
し
い
の
が
実
際
で
あ
る
。 

コ
ロ
ナ
禍
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
弊
害
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
目
に
見

え
る
形
で
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
今
ま
で
先
覚
者
た
ち
だ
け
が
口
に
し
た
こ
と
を
、
多
く

の
人
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
時
代
が
悪
い
意
味
で
追
い
つ
き
始

め
て
い
る
の
で
あ
る
。人
類
及
び
地
球
の
癌
と
な
っ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
、
人
類
の

本
来
あ
る
べ
き
生
き
方
へ
と
帰
っ
て
行
く
こ
と
が
、
先
覚
者
の
理
想
で
は
な
く
、
人
類
及
び
地
球

の
緊
急
的
な
要
請
と
な
っ
て
き
て
い
る
。 

そ
ん
な
加
速
度
的
に
早
ま
る
時
代
情
勢
の
中
で
、
我
々
の
活
動
も
今
ま
で
以
上
に
慌
た
だ

し
く
、
忙
し
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
ん
な
多
忙
な
状
況
に
あ
っ
て
も

常
に
謙
虚
な
姿
勢
で
心
を
養
う
事
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
逆
に
こ
ん
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、

心
を
養
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
。現
実
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
と
、
そ
れ
に

対
応
す
る
こ
と
に
追
わ
れ
て
、
心
は
常
に
外
に
向
か
い
や
す
く
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
解

決
す
る
鍵
は
い
つ
も
自
分
の
内
側
に
し
か
な
い
こ
と
を
忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
。
恐
る
べ
き
現
実

の
変
化
に
対
し
て
様
々
な
戦
略
や
戦
術
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
の
戦
略
、戦
術
を
完
遂
す

る
こ
と
の
出
来
る
根
本
的
な
力
は
、
至
誠
仁
義
か
ら
し
か
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。い
く
ら
戦
略

や
戦
術
が
整
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
人
々
の
和
合
を
以
て
せ
ね
ば
、
行
う
こ
と
が
出
来
ず
、

人
々
の
和
合
は
、
己
の
内
に
ど
れ
だ
け
至
誠
を
蓄
え
て
い
る
か
が
分
か
れ
目
で
あ
る
。
仁
義
を
後

に
し
、
自
分
達
が
生
き
残
り
た
い
と
の
私
欲
を
先
に
す
れ
ば
、
皆
が
利
に
向
か
い
義
を
忘
れ
、
超

え
る
は
ず
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
我
々
自
身
が
飲
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

来
年
は
今
年
に
も
増
し
て
極
め
て
変
化
の
多
い
一
年
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
多
忙

な
日
々
の
中
で
も
常
に
学
問
を
積
む
こ
と
を
忘
れ
ず
、
身
は
た
と
え
変
転
す
る
浮
世
に
振
り
回

さ
れ
て
も
、
心
は
常
に
祖
神
と
と
も
に
静
清
た
る
境
地
に
あ
る
よ
う
努
め
た
い
と
思
う
。 

                  

小
野
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
③                      

庄 

宏
樹 

 

 
周
知
の
よ
う
に
、
『
大
学
』
は
次
の
よ
う
な
一
文
で
始
ま
る
。 

 
大
學
の
道
は
、
明
德
を
明
ら
か
に
す
る
に
在
り
、民
を
新
た
に
す
る
に
在
り
、
至
善
に
止
ま

る
に
在
り
。 

大
學
之
道
、
在
明
明
德
、在
新
民
、
在
止
於
至
善
。 
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こ
の
文
章
に
つ
い
て
、
小
野
鶴
山
の
講
義
を
見
て
み
る
と
、 

 

さ
て
明
徳
新
民
と
云
が
又
学
術
の
次
第
ぞ
。
我
明
徳
、
明
に
な
ら
い
で
は
、
人
を
明
に
せ
ふ

と
云
こ
と
は
な
ら
ぬ
。
又
我
独
り
明
に
な
り
て
、
人
は
ま
ヽ
よ
と
云
こ
と
も
な
ら
ぬ
。
人
同

士
よ
り
合
て
立
た
天
下
故
、わ
れ
も
明
に
な
り
、
人
を
も
明
に
し
て
や
る
と
云
が
、
い
や
と

云
は
れ
ぬ
人
道
の
さ
し
あ
た
り
ぞ
。 

 

と
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
天
下
」
と
は
、
今
日
の
言
葉
で
は
「
社
会
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

社
会
と
い
う
の
は
「
人
同
士
よ
り
合
て
立
た
」
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
こ

う
し
た
視
点
を
欠
い
た
ま
ま
で
、
何
か
し
ら
の
社
会
の
変
革
を
起
こ
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は

ほ
と
ん
ど
実
質
的
な
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
社
会
が
人
と
人
と
の
関
係

性
の
総
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
人
一
人
が
他
者
と
よ
り
良
い
関
係
を
と
り
む
す
ぼ
う
と
す
る

こ
と
が
、
社
会
機
構
の
改
善
の
根
柢
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
際
の
基
盤
と
な
る

の
が
「
明
徳
」
で
あ
る
。
こ
の
「
明
徳
」
に
つ
い
て
、鶴
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

何
を
す
る
も
、
人
の
身
か
ら
す
る
こ
と
は
、
全
体
皆
明
徳
ぞ
。…

…
 

盗
を
す
る
も
す
ぐ
に

明
徳
ぞ
。
そ
れ
は
只
わ
る
い
方
へ
用
ひ
て
暗
ふ
な
つ
て
を
る
ま
で
の
こ
と
ぞ
。…

…
 

立
も

居
も
、
寝
る
も
起
き
る
も
、
人
全
体
が
明
徳
の
か
た
ま
り
ぞ
。
か
ふ
生
れ
つ
い
た
人
で
、
わ

る
い
こ
と
は
あ
り
そ
む
な
い
が
、こ
ヽ
に
一
つ
気
の
毒
は
、
序
文
に
も
あ
る
通
り
、
人
の
形
を

な
す
は
気
か
ら
な
す
故
、
陰
陽
五
行
の
気
に
か
た
づ
り
が
あ
り
て
、
気
質
の
偏
が
あ
る
ぞ
。

其
偏
な
り
か
ら
世
間
の
な
り
へ
も
て
ゆ
く
と
、
好
き
嫌
い
あ
り
て
、
ど
し
た
い
か
く
し
た
い

と
云
心
念
の
思
惑
で
き
る
。こ
れ
を
人
欲
と
云
。 

 

こ
こ
で
鶴
山
が
「
序
文
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
朱
子
が
著
し
た
「
大
学
章
句
序
」
の
冒
頭
部

分
に
あ
る
、
「
天
が
人
民
を
こ
の
地
上
に
生
み
降
す
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
仁
義
礼
智
の
性
を
賦

与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
気
質
の
稟ひ

ん

は
必
ず
し
も
同
等
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」

（
蓋
自
天
降
生
民
、
則
既
莫
不
與
之
以
仁
義
禮
智
之
性
矣
。
然
其
氣
質
之
禀
、
或
不
能
齊
）
と

い
う
文
章
を
指
し
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

現
実
の
社
会
に
は
様
々
な
不
正
が
横
行
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
行
為
へ
の
弁
解
と

し
て
し
ば
し
ば
持
ち
だ
さ
れ
る
の
が
、
例
え
ば
家
族
に
対
す
る
愛
情
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か

ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
明
徳
は
本
来
一
人
一
人
の
中
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
。
た
だ
、
そ

れ
が
人
欲
に
よ
っ
て
悪
い
方
へ
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
故
に
学
問

の
意
義
は
、
各
人
が
自
ら
の
人
欲
を
去
っ
て
、
明
徳
の
本
来
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
と

こ
ろ
に
存
す
る
。 

 

刀
と
云
も
の
が
よ
く
切
れ
る
徳
あ
れ
ば
、
さ
び
る
と
云
病
あ
り
。
あ
れ
が
石
の
様
な
も
の

な
れ
ば
、
さ
び
も
せ
ぬ
。
明
徳
も
、
根
か
ら
暗
ひ
も
の
な
れ
ば
わ
る
い
こ
と
も
せ
ぬ
が
、
な
に

か
切
た
も
の
故
、
気
質
人
欲
と
云
病
が
付
て
く
る
ぞ
。…

…
 

よ
く
切
れ
る
刀
ゆ
へ
、
あ
や

ま
ち
も
す
る
様
な
も
の
。
そ
れ
で
人
欲
は
や
は
り
明
徳
が
さ
す
る
ぞ
。
か
ふ
し
た
病
が
あ

る
故
、其
病
ぬ
か
ず
を
け
ば
、
生
み
の
ま
ヽ
の
明
徳
が
明
に
な
ら
ぬ
ぞ
。明
徳
が
く
ら
め
ば
、

あ
た
ヽ
ま
り
あ
つ
て
も
死
ん
だ
身
ぞ
。
こ
ヽ
で
学
が
入
り
用
ぞ
。
其
気
質
人
欲
の
病
を
去

る
を
、明
に
す
る
と
云
。 

 

刀
は
時
々
砥
石
を
使
っ
て
手
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、こ
れ
が
た
だ
の
石
で
あ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
手
間
を
か
け
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
石
で
は
絶
対
に
人
を

斬
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
と
同
様
に
、
人
の
性
が
悪
で
あ
り
、
明
徳
な
ど
と
い
う
も
の
も
存

在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
学
問
な
ど
す
る
必
要
も
な
い
し
、
善
に
関
し
て
は
そ
の
片
鱗

す
ら
、
人
間
の
行
為
に
は
見
出
し
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
結
論
は
、
我
々
の
経

験
的
事
実
に
反
す
る
。
そ
れ
故
に
、
朱
子
学
で
は
性
善
説
を
唱
え
、
明
徳
が
天
か
ら
人
に
賦
与

さ
れ
て
い
る
、と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
一
か
月
と
な
っ
た
師
走
の
初
日
、
つ
い
に
三
浦
家
の
自
給
自
足
畑

「
お
寺
さ
ん
」
に
、
鶏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
今
治
ま
で
軽
ト
ラ
で
迎
え
に
行
き
、
二
十
羽
の
雌
を

連
れ
て
き
た
初
日
は
狭
い
ゲ
ー
ジ
に
慣
れ
て
い
た
か
ら
か
、
怯
え
、
隅
っ
こ
で
固
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
鶏
達
も
数
日
経
つ
と
慣
れ
、
今
で
は
広
い
小
屋
内
を
自
由
に
走
り
回
っ
て
い
ま
す
。
途
中
で

雄
も
一
羽
迎
え
、
さ
ら
に
番
犬
チ
ャ
チ
ャ
も
加
わ
り
、す
っ
か
り
朝
の
子
供
達
と
す
る
餌
や
り
の

お
仕
事
が
定
着
し
ま
し
た
。
餌
は
、
各
地
を
見
学
し
て
学
び
、
現
在
は
古
米
を
五
割
、
米
ぬ
か
三

割
、
お
か
ら
一
割
弱
、
魚
か
す
一
割
弱
、
少
し
の
手
作
り
発
酵
飼
料
と
料
理
・
食
事
中
に
出
る
残

渣
を
混
ぜ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
毎
朝
子
供
達
と
鶏
の
様
子
を
観
察
し
、
前
日
の
餌
の
残
り
具
合
、

水
の
減
り
具
合
、
卵
を
生
ん
で
い
な
い
か
を
確
認
す
る
の
で
す

が
、
卵
は
ま
だ
生
ん
で
い
ま
せ
ん
。
出
生
日
齢
か
ら
換
算
す
る

と
、
い
つ
生
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
の
で
、
毎
日
子
供
達
と
ワ
ク
ワ

ク
産
卵
箱
を
覗
い
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
塩
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。
塩
は
毎
日

か
き
混
ぜ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ハ
ウ
ス
は
庭
に
建
て
る
こ

と
に
決
め
ま
し
た
。
近
く
の
農
家
さ
ん
か
ら
譲
っ
て
い
た
だ
い
た

ハ
ウ
ス
用
資
材
を
、
土
地
の
面
積
に
合
わ
せ
て
切
り
、
組
み
立
て

て
い
き
ま
す
。
レ
ベ
ル
を
測
り
、
水
平
に
な
る
よ
う
下
に
コ
ン
ク
リ

ー
ト
を
敷
き
詰
め
、
ハ
ウ
ス
の
大
枠
は
ほ
ぼ
完
成
し
ま
し
た
。
こ

の
後
は
塩
に
よ
る
浸
食
を
防
げ
る
よ
う
、
塗
料
を
塗
っ
た
り
、
透

度
の
高
い
ビ
ニ
ー
ル
を
張
っ
た
り
、
塩
を
か
き
混
ぜ
る
た
め
の
容

器
を
作
成
し
て
完
成
と
な
り
ま
す
。
塗
料
と
容
器
の
一
部
と
な

る
木
の
乾
燥
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、
十
二
月
中
に
完
成
と
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
来
月
に
は
良
い
も
の
が
完
成
し
そ
う
で

す
。 今

月
は
そ
の
他
に
も
、
収
穫
し
て
い
た
ソ
バ
の
実
を
つ
い
に
製

粉
・
製
麺
し
て
、
蕎
麦
の
自
給
に
成
功
し
ま
し
た
。
脱
穀
・
唐
箕
が

け
の
後
に
も
石
抜
き
、
洗
い
、
乾
燥
と
い
っ
た
工
程
が
あ
り
、
ま
た

製
粉
と
ふ
る
い
も
何
度
か
繰
り
返
す
手
間
も
あ
り
、
蕎

麦
を
蒔
い
た
時
に
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
作
業
の
大

変
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
手
塩
に
か
け
た
蕎
麦

を
初
め
て
食
べ
た
時
の
感
動
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

そ
の
他
に
も
、
醒
庵
忌
の
開
催
、
栽
培
し
た
小
粒
大

豆
か
ら
の
納
豆
づ
く
り
、
黒
糖
づ
く
り
の
お
手
伝
い
、
浴

衣
製
作
、
柿
酢
づ
く
り
、
秋
野
菜
の
収
穫
・
手
入
れ
、
栽

培
中
の
麦
踏
み
も
行
い
ま
し
た
。
家
族
お
揃
い
の
三
年

手
帳
を
開
い
て
今
年
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
七
月
か
ら

超
特
急
で
自
給
自
足
が
進
み
、
今
年
中
に
か
な
り
の
分

野
に
手
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
来
年
は
さ
ら
に

麹
づ
く
り
や
加
工
品
、
馬
耕
等
に
取
り
組
み
、
今
年
取
り
組
め
た
も
の
に
関
し
て
は
さ
ら
に
良

い
も
の
に
な
る
よ
う
工
夫
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
年
も
竹
葉
先
生
の
「
ひ
」
の
精
神
を
継
い
で
、
家
族
一
同
協
力
し
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
こ
れ

ま
し
た
。
家
族
が
協
力
し
て
や
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
簡
単
な
よ
う
で
非
常
に
難
し
い
も
の
で
、

こ
こ
に
日
々
の
学
問
の
成
果
が
問
わ
れ
る
と
感
じ
ま
す
。
自
給
自
足
に
夢
中
に
な
っ
て
本
を
忘

れ
な
い
よ
う
、
来
年
も
朝
夕
の
参
拝
や
「
御
稜
威
輝
や
か
し
め
給
へ
」
の
念
唱
、
毎
朝
の
主
人
と

の
勉
強
会
、
自
分
の
勉
強
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。皆
さ
ま
ど
う
ぞ
良
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ

さ
い
。 



  
 

    ~ 6 ~ 
 

月報「ひ」               令和 4年 12月 23日発行 第 57号 

  

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 
 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

★
振
込
口
座 

愛
媛
銀
行 

普
通
預
金 

本
町
支
店 

口
座
番
号 

六
一
四
二
七
三
五 

『
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
』 

 


