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︿
投
稿
論
文
﹀転

換
の
場
所

親
鸞
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

木

本

伸

一

は
じ
め
に

﹃
恵
信
尼
消
息
﹄
に
よ
れ
ば
︑
延
暦
寺
の
修
行
時
代
︑
親
鸞
は

堂
僧
を
務
め
て
い
た
と
い
う
(
1
)

︒
こ
の
消
息
に
伝
え
ら
れ
る
山
の
堂

僧
と
は
不
断
念
仏
を
務
め
る
役
務
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
お
そ
ら

く
親
鸞
は
昼
夜
を
問
わ
ず
︑
常
行
三
昧
堂
で
一
心
不
乱
に
念
仏
を

称
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
の
後
︑
親
鸞
は
六
角
堂
で
の
参
籠

を
へ
て
︑
吉
水
の
教
団
へ
と
身
を
投
ず
る
︒
そ
こ
で
は
法
然
の
専

修
念
仏
の
教
え
が
説
か
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
称
名
念
仏
︵
比
叡
山
︶

か
ら
称
名
念
仏
︵
吉
水
︶
へ
の
転
身
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
︑
親

鸞
の
求
道
は
︑
つ
ね
に
称
名
念
仏
の
中
に
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
比
叡

山
か
ら
吉
水
へ
と
︑
念
仏
の
意
味
が
転
じ
た
の
で
あ
る
(
2
)
︒
そ
れ
で

は
︑
こ
の
意
味
の
転
換
は
ど
の
よ
う
に
生
起
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒

教
義
と
し
て
は
︑
こ
れ
を
諸
行
の
念
仏
か
ら
専
修
念
仏
へ
の
転

換
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︒
だ
が
︑
行
者
の
経
験
と
し
て
は
︑
称

え
る
念
仏
に
違
い
は
な
い
︒
親
鸞
と
い
う
一
人
格
に
お
い
て
︑
称

え
る
言
葉
は
同
じ
で
あ
る
︒
も
し
も
︑
こ
こ
で
言
葉
の
意
味
が
変

容
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
の
契
機
と
な
る
何
か
が
あ
っ
た
は
ず

だ
︒
﹃
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
﹄
︵
以
下
﹃
教
行
信
証
﹄
︶
﹁
後
序
﹂

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
こ
の
転
換
の
契
機
を
親
鸞
は
法
然
と
の
値

遇
に
置
く
(
3
)

︒
そ
れ
で
は
︑
ど
う
し
て
法
然
と
い
う
善
知
識
と
の
値

遇
が
意
味
転
換
の
契
機
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
こ
の
転
換

の
形
式
に
は
︑
ど
れ
ほ
ど
の
普
遍
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

善
知
識
と
は
歴
史
的
な
人
格
で
あ
る
︒
そ
の
人
格
と
の
出
遇
い
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は
個
人
的
な
体
験
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
出
遇
い
は
歴
史
的
な
偶

然
に
依
存
す
る
︒
お
そ
ら
く
﹁
遇
い
難
く
し
て
︑
今
遇
う
こ
と
を

得
た
り
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
一
五
〇
頁
﹁
総
序
﹂
︶
と
い
う
親
鸞
の
述

懐
に
は
︑
よ
き
師
と
の
邂
逅
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
︒
そ
れ

で
は
親
鸞
に
お
け
る
念
仏
の
意
味
の
転
換
は
法
然
と
い
う
稀
有
な

人
格
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
真
実
の

仏
法
へ
の
道
と
し
て
︑
あ
ま
り
に
狭
い
隘
路
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

吉
水
で
の
歴
史
的
な
師
弟
の
邂
逅
は
︑
私
た
ち
の
求
道
に
と
っ
て
︑

ど
れ
ほ
ど
原
型
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
な
善
知
識
と
の
値
遇
を
本
論
は
﹁
転
換
の
場
所
﹂
と

呼
ぶ
︒
そ
れ
は
名
号
が
行
者
に
呼
び
か
け
る
具
体
的
な
場
所
で
あ

り
︑
そ
の
意
味
で
真
実
と
行
者
の
関
係
性
が
転
じ
る
場
所
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
善
知
識
と
い
う
伝
統
的
な
言
葉
を
転
換
の
場
所
と
い

う
視
点
か
ら
捉
え
返
す
こ
と
で
︑
比
較
思
想
の
地
平
が
拓
か
れ
る
︒

本
論
で
は
親
鸞
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
比
較
検
討
さ
れ
る
(
4
)

︒
ハ
イ
デ

ガ
ー
も
ま
た
独
自
の
詩
的
言
語
の
考
察
に
よ
り
︑
真
理
と
思
索
者

の
関
係
性
の
転
換
を
経
験
し
た
︒
つ
ま
り
詩
的
言
語
が
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
転
換
の
場
所
を
な
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
従

来
の
研
究
は
親
鸞
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
を
素
朴
に
重
ね
合
わ
せ

て
き
た
︒
後
に
見
る
よ
う
に
︑
実
際
に
は
両
者
の
転
換
の
有
様
に

は
微
妙
に
し
て
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
︒
こ
の
差
異
を
明
瞭
に
す

る
こ
と
で
︑
親
鸞
の
仏
教
に
お
け
る
転
換
の
場
所
︑
つ
ま
り
善
知

識
と
の
値
遇
の
意
味
を
新
た
に
考
察
す
る
こ
と
が
︑
本
論
の
企
図

で
あ
る
︒

二

転
換
の
場
所
と
し
て
の
出
遇
い

(
�
)

阿
難
と
釈
尊

偶
然
と
も
言
え
る
︑
善
知
識
と
の
出
遇
い
︒
そ
の
意
義
を
親
鸞

は
著
述
で
組
織
化
し
て
い
く
︒
﹃
教
行
信
証
﹄
﹁
教
巻
﹂
で
は
︑
真

実
教
の
決
定
と
い
う
重
大
事
に
お
い
て
︑
﹃
無
量
寿
経
﹄
﹁
発
起

序
﹂
の
阿
難
と
釈
尊
の
出
遇
い
が
引
文
さ
れ
る
︒
冒
頭
の
御
自
釈

で
︑
﹁
経
の
大
意
﹂
か
ら
﹁
如
来
の
本
願
﹂
と
﹁
仏
の
名
号
﹂
が

み
ち
び
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
は
阿
難
と

釈
尊
の
出
遇
い
の
真
実
性
が
本
願
の
名
号
を
証
し
す
る
も
の
と
さ

れ
る
︒そ

れ
︑
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
︑
す
な
わ
ち
﹃
大
無
量
寿
経
﹄

こ
れ
な
り
︒
︵
⁝
︶
何
を
も
っ
て
か
︑
出
世
の
大
事
な
り
と

知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
︑
﹃
大
無
量
寿
経
﹄
に
言
わ
く
︑

今
日
世
尊
︑
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
︑
光
顔
魏
魏
と

ま
し
ま
す
こ
と
︑
明
ら
か
な
る
鏡
︑
浄
き
影
表
裏
に
暢
る
が

ご
と
し
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
一
五
二
頁
︶

こ
こ
で
は
阿
難
に
よ
る
釈
尊
の
発
見
に
真
実
教
決
定
の
根
拠
が
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置
か
れ
て
い
る
︒
阿
難
は
﹁
姿
色
清
浄
に
し
て
︑
光
顔
魏
魏
と
ま

し
ま
す
﹂
釈
尊
の
姿
に
初
め
て
気
づ
き
︑
そ
の
光
に
﹁
如
来
︑
無

蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
も
う
﹂
と
い
う
本
願
を
知

ら
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
教
巻
﹂
の
御
自
釈
で
は
︑
伝
統
的
な
釈
迦
・

弥
陀
の
次
第
が
弥
陀
・
釈
迦
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
(
5
)

︒
そ
れ
は
釈

迦
と
は
弥
陀
の
光
︵
本
願
︶
を
生
き
る
人
で
あ
り
︑
釈
迦
と
の
出

遇
い
に
お
い
て
︑
阿
難
が
弥
陀
の
光
に
直
接
し
た
こ
と
を
示
す
た

め
だ
ろ
う
︒
真
理
は
他
の
何
か
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
︒
真
理
だ
け
が
真
理
を
証
し
す
る
︒
阿
難
は
釈
尊
の
光
顔

に
お
い
て
︑
﹁
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
﹂
す
る
如
来

に
出
遇
っ
た
︒
こ
れ
は
真
理
の
直
接
的
な
体
験
で
あ
る
︒
こ
の

﹃
無
量
寿
経
﹄
の
出
遇
い
の
記
述
に
︑
親
鸞
は
真
実
教
決
定
の
根

拠
を
見
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
発
起
序
﹂
の
物
語
は
如
来
が
顕
れ

た
証
に
し
て
︑
そ
の
明
ら
か
な
経
典
の
証
文
で
あ
る
︒
こ
の
二
重

の
意
味
で
親
鸞
は
﹁
教
巻
﹂
を
﹁
顕
真
実
教
の
明
証
な
り
﹂
︵
﹃
定

親
全
﹄
一
・
一
五
四
頁
︶
と
い
う
言
葉
で
結
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
受
け
と
め
方
は
﹃
浄
土
和
讃
﹄
﹁
大
経
意
﹂

で
も
示
さ
れ
る
︒
そ
の
二
十
二
首
の
冒
頭
三
首
で
は
阿
難
と
釈
尊

の
出
遇
い
に
つ
い
て
︑
そ
れ
も
如
来
な
る
世
尊
の
光
に
遇
っ
た
阿

難
の
驚
き
が
詠
わ
れ
て
い
る
︒

尊
者
阿
難
座
よ
り
た
ち

世
尊
の
威
光
を
瞻
仰
し

生
希
有
心
と
お
ど
ろ
か
し

未
曾
見
と
ぞ
あ
や
し
み
し

︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
三
四
頁
︶

如
来
の
光
瑞
希
有
に
し
て

阿
難
は
な
は
だ
こ
こ
ろ
よ
く

如
是
之
義
と
と
え
り
し
に

出
世
の
本
意
あ
ら
わ
せ
り

︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
三
四
頁
︶

大
寂
定
に
い
り
た
ま
い

如
来
の
光
顔
た
え
に
し
て

阿
難
の
恵
見
を
み
そ
な
わ
し

問
斯
恵
義
と
ほ
め
た
ま
う

︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
三
五
頁
︶

こ
の
三
首
の
和
讃
で
は
︑
釈
尊
は
光
の
如
来
と
し
て
阿
難
に
顕

れ
る
︒
こ
の
発
見
に
阿
難
は
驚
く
︒
そ
れ
は
二
十
五
年
間
に
わ
た

る
常
随
昵
近
の
弟
子
に
と
っ
て
転
換
の
場
所
を
意
味
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
親
鸞
自
身
の
法
然
と
の
出
遇
い
が
重
ね
合
わ

さ
れ
て
い
る
︒

(
�
)

親
鸞
と
法
然

﹁
教
巻
﹂
に
引
文
さ
れ
る
﹃
無
量
寿
経
﹄
﹁
発
起
序
﹂
と
呼
応

す
る
よ
う
に
︑
親
鸞
は
﹃
教
行
信
証
﹄
の
﹁
後
序
﹂
で
法
然
と
の
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出
遇
い
を
語
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
建
仁
辛
の
酉
の
暦
﹂
と
い
う
具
体

的
な
日
時
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
歴
史
的
人
格
と
の
出
遇
い

の
事
実
を
確
認
す
る
た
め
だ
ろ
う
︒
続
け
て
親
鸞
は
﹃
選
択
集
﹄

の
書
写
と
真
影
の
図
画
を
許
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
真
筆
で
内
題
の

字
や
善
導
の
﹃
往
生
礼
讃
﹄
の
文
を
賜
っ
た
こ
と
を
語
る
︒
こ
こ

で
真
影
と
は
法
然
そ
の
人
で
あ
り
︑
﹃
選
択
集
﹄
は
そ
の
教
え
を

意
味
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
法
然
が
書
き
与
え
た
文
に
は
︑
﹁
南

無
阿
弥
陀
仏
﹂
や
﹁
称
我
名
号
下
至
十
声
﹂
な
ど
の
言
葉
が
記
さ

れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
﹁
後
序
﹂
の
逸
話
で
も
歴
史
的
人
格

と
の
値
遇
に
よ
り
選
択
本
願
の
念
仏
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
出
遇

い
の
形
式
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
教
巻
﹂
と
の
呼
応

関
係
は
︑
い
っ
そ
う
明
ら
か
だ
ろ
う
︒

﹃
高
僧
和
讃
﹄
﹁
源
空
章
﹂
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
﹁
教
巻
﹂
の
阿
難

と
釈
尊
の
出
遇
い
と
同
様
に
︑
親
鸞
も
ま
た
法
然
を
衆
生
に
顕
れ

た
光
の
如
来
と
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

源
空
存
在
せ
し
と
き
に

金
色
の
光
明
は
な
た
し
む

禅
定
博
陸
ま
の
あ
た
り

拝
見
せ
し
め
た
ま
い
け
り

︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
一
三
〇
頁
︶

源
空
光
明
は
な
た
し
め

門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き

賢
哲
愚
夫
も
え
ら
ば
れ
ず

豪
貴
鄙
賎
も
へ
だ
て
な
し

︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
一
三
三
頁
︶

阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ

本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ

化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

浄
土
に
か
え
り
た
ま
い
に
き

︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
一
三
五
頁
︶

さ
ら
に
﹃
浄
土
和
讃
﹄
は
﹁
已
上
大
勢
至
菩
薩
﹂
と
い
う
言
葉

に
続
け
て
﹁
源
空
聖
人
御
本
地
也
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
七
二
頁
︶
と

結
ば
れ
る
︒
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
と
は
応
化
身
の
諸
仏
で
あ
り
︑

み
ず
か
ら
が
他
力
の
念
仏
へ
と
転
ぜ
ら
れ
た
歴
史
的
な
出
遇
い
の

場
所
だ
っ
た
(
6
)
︒
こ
の
﹁
教
巻
﹂
と
﹁
後
序
﹂
の
呼
応
関
係
が
﹃
教

行
信
証
﹄
の
大
枠
を
形
成
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹃
教
行
信
証
﹄
と

は
︑
諸
仏
と
い
う
歴
史
的
人
格
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ

た
本
願
の
念
仏
を
思
索
す
る
書
物
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒(

�
)

法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
仏

﹃
教
行
信
証
﹄
に
は
も
う
ひ
と
つ
︑
重
要
な
出
遇
い
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
仏
の
物
語
で
あ
る
︒
法
蔵
菩
薩

は
宗
教
的
原
理
の
形
象
で
あ
り
︑
歴
史
的
人
格
で
は
な
い
︒
と
こ
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ろ
が
︑
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
救
済
の
誓
願
を
建
立
す
る
の
は
﹁
世
自

在
王
仏
の
所
﹂
と
さ
れ
る
︒
例
え
ば
﹁
正
信
念
仏
偈
﹂
で
は
次
の

よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
︒

法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
時
︑
世
自
在
王
仏
の
所
に
ま
し
ま
し
て
︑

諸
仏
の
浄
土
の
因
︑
国
土
人
天
の
善
悪
を
覩
見
し
て
︑
無
上

殊
勝
の
願
を
建
立
し
︑
希
有
の
大
弘
誓
を
超
発
せ
り
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
〇
四
頁
﹁
行
巻
﹂
︶

同
様
に
﹁
真
仏
土
巻
﹂
で
も
︑
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
仏
の
関

係
を
確
認
す
る
﹃
論
註
﹄
と
﹃
観
経
疏
﹄
﹁
玄
義
分
﹂
の
一
節
が

引
文
さ
れ
て
い
る
︒

序
め
に
法
蔵
菩
薩
︑
世
自
在
王
仏
の
所
に
し
て
無
生
忍
を
悟

る
︒
そ
の
と
き
の
位
を
聖
種
性
と
名
づ
く
︒
こ
の
性
の
中
に

し
て
四
十
八
の
大
願
を
発
し
て
︑
こ
の
土
を
修
起
し
た
ま
え

り
︒
す
な
わ
ち
安
楽
浄
土
と
曰
う
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
五
〇
～
二
五
一
頁
︶

ま
た
﹃
無
量
寿
経
﹄
に
云
わ
く
︑
法
蔵
比
丘
︑
世
饒
王
仏
の

所
に
ま
し
ま
し
て
︑
菩
薩
の
道
を
行
じ
た
ま
い
し
時
︑
四
十

八
願
を
発
し
て
︑
一
一
の
願
に
言
わ
く

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
五
七
頁
︶

な
ぜ
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
は
﹁
世
自
在
王
仏
の
所
﹂
で
起
こ
さ
れ

る
の
か
︒
世
自
在
と
は
善
悪
の
価
値
を
超
え
た
﹁
超
世
﹂
︵
﹃
真
聖

全
﹄
一
三
頁
﹃
無
量
寿
経
﹄
︶
に
し
て
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
世
に
お
い
て
自
在
に
あ
ら
し
め
ら
れ
る
平
等
の
原
理
で
あ

る
(
7
)
︒
こ
の
世
自
在
王
仏
の
所
に
お
い
て
︑
法
蔵
比
丘
は
深
く
感
動

し
︑
﹁
願
わ
く
は
我
作
仏
し
て
︑
聖
法
の
王
と
斉
し
か
ら
ん
﹂

︵
﹃
真
聖
全
﹄
一
・
六
頁
︶
と
発
願
す
る
︒
つ
ま
り
浄
土
を
体
現
す

る
人
格
と
の
出
遇
い
が
等
し
く
浄
土
を
建
立
し
た
い
と
い
う
志
願

を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
原
理
的
に
は
衆
生
に
も
起
き

う
る
出
来
事
で
あ
る
︒
﹃
平
等
覚
経
﹄
の
阿
闍
世
王
太
子
の
次
の

言
葉
は
︑
こ
れ
を
示
し
て
い
る
︒

阿
闍
世
王
太
子
お
よ
び
五
百
の
長
者
子
︑
無
量
清
浄
仏
の
二

十
四
願
を
聞
き
て
︑
み
な
大
き
に
歓
喜
し
踊
躍
し
て
︑
心
中

に
と
も
に
願
じ
て
言
わ
ま
く
︑
﹁
我
等
後
に
︑
作
仏
せ
ん
時
︑

み
な
無
量
清
浄
仏
の
ご
と
く
な
ら
し
め
ん
﹂
と
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
〇
頁
﹁
行
巻
﹂
︶

阿
闍
世
王
太
子
と
五
百
の
長
者
子
は
無
量
清
浄
仏
の
二
十
四
願

を
聞
い
て
︑
み
ず
か
ら
も
無
量
清
浄
仏
の
ご
と
く
あ
り
た
い
と
願

う
(
8
)

︒
こ
の
後
の
御
自
釈
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
心
中
に
芽
生
え
た

願
い
に
呼
応
し
て
︑
﹁
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
﹂
︵
﹃
定
親

全
﹄
一
・
二
三
頁
﹁
行
巻
﹂
︶
た
す
名
号
が
回
向
さ
れ
る
と
読
む
こ

と
が
で
き
る
︒
そ
も
そ
も
︑
名
号
に
結
実
す
る
法
蔵
菩
薩
の
志
願

を
生
み
出
し
た
の
は
︑
世
自
在
王
仏
と
の
出
遇
い
だ
っ
た
︒
こ
の
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二
重
構
造
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
阿
難
と
釈
尊
お
よ
び
親
鸞
と
法
然
の

出
遇
い
の
背
景
に
は
︑
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
仏
の
出
遇
い
が
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
後
者
が
前
者
の
根
拠
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
要
約
し
よ
う
︒
﹃
教
行
信
証
﹄
で
は
︑
法

蔵
菩
薩
の
物
語
の
舞
台
と
し
て
﹁
世
自
在
王
仏
の
所
﹂
と
い
う
言

葉
が
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
と
い
う
宗
教
原
理
の
神

話
的
形
象
に
お
い
て
も
出
遇
い
の
契
機
が
不
可
欠
で
あ
り
︑
そ
の

普
遍
性
を
確
認
す
る
た
め
だ
ろ
う
︒
宗
教
的
人
格
と
の
出
遇
い
に

よ
っ
て
︑
初
め
て
行
者
に
前
後
を
画
す
る
意
味
の
転
換
が
生
起
す

る
︒
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
と
の
出
遇
い
は
個
人
的
体
験
に
と
ど
ま

ら
な
い
︒
﹁
教
巻
﹂
と
﹁
後
序
﹂
で
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
︑
善
知

識
と
の
値
遇
は
︑
そ
の
ま
ま
で
如
来
︵
光
︶
と
の
出
遇
い
を
意
味

し
て
お
り
︑
そ
れ
が
本
願
の
念
仏
に
遇
う
唯
一
の
道
で
あ
る
︒
親

鸞
は
法
然
に
お
い
て
︑
法
蔵
比
丘
が
世
自
在
王
仏
の
所
で
出
遇
っ

た
も
の
と
︑
同
じ
も
の
に
出
遇
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
出
遇

い
に
よ
る
転
換
と
い
う
宗
教
原
理
が
示
さ
れ
て
い
る
(
9
)

︒

三

出
遇
い
の
宗
教
原
理
の
危
険
性

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
出
遇
い
の
宗
教
原
理
に
は
︑
あ
る
危
険
が
潜

ん
で
い
る
︒
そ
れ
は
宗
教
的
人
格
に
お
い
て
真
理
に
直
接
す
る
と

い
う
︑
こ
の
原
理
の
中
心
点
に
由
来
す
る
問
題
で
あ
る
︒
真
理
の

直
接
的
な
体
験
は
他
者
の
批
判
を
許
容
し
な
い
︒
そ
れ
は
自
己
の

真
理
体
験
の
絶
対
化
へ
と
通
じ
て
い
く
︒
仮
に
対
立
す
る
双
方
が

自
己
の
真
理
性
を
主
張
す
る
な
ら
︑
ほ
と
ん
ど
調
停
は
不
可
能
で

あ
る
︒
﹃
教
行
信
証
﹄
﹁
後
序
﹂
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
﹁
諸
寺

の
釈
門
﹂
や
﹁
洛
都
の
儒
林
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
三
八
〇
頁
︶
が

各
々
の
主
張
を
掲
げ
る
状
況
に
お
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
真
理
の
根

拠
の
問
題
に
親
鸞
が
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

ブ
ー
バ
ー
が
﹃
我
と
汝
﹄
で
教
示
す
る
よ
う
に
︑
人
間
は
感
情

の
動
物
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
真
理
︵
汝
︶
と
の
﹁
直
接
性
が
つ

く
り
出
す
本
質
活
動
は
︑
普
通
︑
感
情
的
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
︑

誤
解
を
招
き
や
す
い
︒
感
情
は
愛
の
形
而
上
学
︑
超
心
理
学
的
事

実
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
感
情
が
愛
を
つ
く

り
出
す
の
で
は
な
い
(
10
)
︒
﹂
つ
ま
り
真
理
に
値
え
ば
︑
少
な
か
ら
ず

喜
び
の
こ
こ
ろ
が
起
き
る
︒
し
か
し
︑
喜
び
が
真
理
を
証
し
す
る

わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
も
︑
そ
の
喜
び
は
偽
り
が
も
た
ら
す
喜
び

と
外
か
ら
は
区
別
で
き
な
い
︒
ま
た
真
理
が
も
た
ら
す
喜
び
も
︑

そ
の
感
情
に
執
わ
れ
る
な
ら
ば
︑
真
理
︵
因
︶
が
見
失
わ
れ
︑
自

己
体
験
︵
果
︶
の
み
が
実
体
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
︒﹁

信
巻
﹂
に
は
以
上
の
考
察
の
手
が
か
り
と
な
る
引
文
︵
﹃
涅
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槃
経
﹄
︶
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
提
婆
達
多
に
籠

絡
さ
れ
た
善
見
太
子
︵
阿
闍
世
︶
は
﹁
す
な
わ
ち
愛
心
・
喜
心
・

敬
信
の
心
を
生
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
一
七
八
～
一
七
九
頁
︶
じ
た
と

い
う
︒
そ
も
そ
も
親
鸞
に
と
っ
て
﹁
敬
信
(
11
)

﹂
と
は
真
実
信
心
で
あ

り
︑
﹁
喜
愛
心
(
12
)

﹂
は
信
心
に
と
も
な
う
心
を
意
味
し
て
い
る
︒
こ

の
善
見
太
子
の
物
語
は
敬
信
や
喜
愛
心
な
ど
の
感
情
が
必
ず
し
も

真
理
を
証
し
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
で
は
善
見
太
子
と
提
婆
達
多
の
出
遇
い
を

阿
難
と
釈
尊
の
出
遇
い
と
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う

か
︒宗

教
的
人
格
と
の
出
遇
い
に
お
い
て
真
理
に
直
接
す
る
と
い
う

原
理
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
難
問
が
潜
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ

を
超
え
る
道
も
︑
こ
の
原
理
自
体
に
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
親
鸞
は

﹃
教
行
信
証
﹄
の
引
文
で
︑
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︵
最
終
節
を
参
照
︶
︒
こ
の
問
題
に
論
及
す
る
ま
え
に
︑
本
論

で
は
真
理
と
の
関
係
に
お
い
て
転
換
の
場
所
を
思
索
し
た
も
う
一

人
の
思
想
家
を
一
瞥
し
た
い
︒
親
鸞
と
重
ね
合
わ
せ
両
者
の
差
異

を
考
え
る
こ
と
で
︑
﹃
教
行
信
証
﹄
に
示
さ
れ
た
宗
教
原
理
の
意

味
を
よ
り
明
瞭
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

四

ハ
イ
デ
ガ
ー
︑
存
在
の
真
理
へ

真
理
と
の
関
係
に
お
い
て
劇
的
な
転
換
を
経
験
し
た
︑
も
う
一

人
の
思
想
家
が
い
る
︒
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ハ
イ
デ
ガ
ー

︵
M
a
rtin
H
e
id
e
g
g
e
r
一
八
八
九
～
一
九
七
六
︶
で
あ
る
︒
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
生
涯
を
通
し
て
存
在
の
真
理
を
思
索
し
た
︒
刊
行
中
の
百

二
巻
に
お
よ
ぶ
彼
の
全
集
に
は
︑
ど
の
頁
を
開
い
て
も
存
在
を
意

味
す
る
言
葉
︵
S
e
in
,
S
e
y
n
,
S
e
ie
n
d
e
s,
D
a
se
in
︶
が
あ
る
と
言
わ
れ

る
︒
こ
こ
で
存
在
と
は
﹁
存
在
者
の
存
在
﹂
︵
d
a
s
S
e
in
e
in
e
s

S
e
ie
n
d
e
n
︶
を
意
味
す
る
(
13
)
︒
そ
の
意
味
で
存
在
の
思
索
と
は
︑
存

在

と

存

在

者

の
﹁
存

在

論

的

差

異
﹂
︵
d
ie

o
n
to
lo
g
isc
h
e

D
iffe
re
n
z
(
14
)
︶
を
思
索
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
で
仏
教
の
術
語
と
対
応
さ
せ
る
な
ら
︑
存
在
者
と
存
在
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
法
︵
現
象
︶
と
法
性
︵
現
象
の
本
来
性
︶
に
あ
た
る
だ
ろ

う
︒
私
た
ち
が
思
惟
し
感
覚
す
る
も
の
は
︑
す
べ
て
存
在
者
で
あ

る
︒
つ
ま
り
現
前
の
存
在
者
を
お
い
て
存
在
は
ど
こ
に
も
な
い
︒

そ
の
存
在
者
の
本
来
性
︑
あ
る
い
は
後
期
思
想
の
語
法
で
は
︑
そ

の
ま
ま
に
存
在
者
を
あ
ら
し
め
る
﹁
開
か
れ
た
場
所
﹂
︵
L
ich
tu
n
g
︶

が
存
在
で
あ
る
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
西
欧
の
歴
史
に
お
い
て

存
在
は
長
く
見
失
わ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
で
も
存
在
は
存
在
者
に
は

た
ら
き
続
け
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
存
在
は
如
来
︵
ta
th
ā
ā
g
a
ta
︶
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に
比
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
(
15
)

︒

そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
存
在
は
見
失
わ
れ
る
の
か
︒
そ
れ
は
人
間
の

認
識
能
力
の
た
め
で
あ
る
︒
人
間
の
認
識
能
力
は
存
在
者
を
自
己

の
前
に
立
て
る
︵
v
o
rste
lle
n
︶
︒
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
西
欧
形
而
上

学
と
︑
そ
の
歴
史
的
帰
結
と
し
て
の
近
代
の
技
術
社
会
は
主
観
的

に
存
在
者
を
表
象
す
る
︵
v
o
rste
lle
n
︶
こ
と
で
︑
存
在
を
見
失
っ

て
き
た
︒
こ
の
表
象
す
る
は
た
ら
き
を
彼
は
﹁
存
在
忘
却
﹂

︵
S
e
in
sv
e
rg
e
sse
n
h
e
it︶
と
呼
ぶ
(
16
)
︒
こ
の
存
在
忘
却
を
め
ぐ
る
思

想
が
深
め
ら
れ
る
の
は
後
期
著
作
だ
が
︑
す
で
に
﹃
存
在
と
時

間
﹄
の
序
論
で
も
︑
﹁
今
日
︑
存
在
へ
の
問
い
は
忘
却
さ
れ
て
い

る
﹂
︵
G
A
2
,
3
︶
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

そ
こ
で
彼
は
現
存
在
の
実
存
分
析
を
通
し
て
存
在
を
問
う
地
平

を
拓
こ
う
と
す
る
︒
こ
の
現
存
在
か
ら
存
在
へ
と
い
う
探
究
の
方

向
性
が
﹃
存
在
と
時
間
﹄
を
特
徴
づ
け
て
い
る
︒
こ
こ
で
﹁
現
存

在
﹂
︵
D
a
se
in
︶
と
は
存
在
に
つ
い
て
一
定
の
了
解
を
持
つ
存
在

者
︑
つ
ま
り
人
間
の
こ
と
で
あ
る
︒
現
存
在
は
日
常
的
に
﹁
あ

る
﹂
に
つ
い
て
一
定
の
了
解
を
有
し
て
い
る
︒
例
え
ば
﹁
空
は
青

い
﹂
︵
D
e
r
H
im
m
e
l
ist
b
la
u
︶
と
か
﹁
私
は
楽
し
い
﹂
︵
Ich
b
in

fro
h
︶
と
言
う
と
き
も
︑
す
で
に
﹁
あ
る
﹂
︵
ist,
b
in
=
se
in
の
現

在
人
称
変
化
形
︶
が
前
提
さ
れ
て
い
る
︵
G
A
2
,
6
︶
︒
そ
の
意
味
で

現
存
在
︵
D
a
se
in
︶
に
は
存
在
︵
S
e
in
︶
が
宿
る
︵
d
a
︶
と
考
え
ら

れ
る
︒
と
は
い
え
︑
現
存
在
は
日
常
的
に
﹁
あ
る
﹂
の
内
実
を
明

瞭
に
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
意
味
で
﹁
私
た
ち
は

す
で
に
何
ら
か
の
存
在
了
解
︵
S
e
in
sv
e
rstä
n
d
n
is︶
を
生
き
て
お

り
︑
し
か
も
同
時
に
存
在
の
意
味
は
暗
が
り
に
蔽
わ
れ
て
い
る
﹂

︵
G
A
2
,
6
︶
︒
そ
こ
で
﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
は
﹁
良
心
﹂
﹁
死
﹂

﹁
負
い
目
﹂
な
ど
の
実
存
現
象
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
現
存
在
か

ら
存
在
へ
の
道
が
探
究
さ
れ
た
(
17
)

︒

し
か
し
︑
こ
の
現
存
在
の
実
存
分
析
と
い
う
方
法
は
挫
折
し
︑

﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
執
筆
は
第
一
部
第
二
編
で
打
ち
切
ら
れ
て
し

ま
う
︒
そ
れ
は
現
存
在
か
ら
存
在
へ
と
い
う
真
理
の
方
法
に
構
造

的
困
難
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

五

転
回
の
必
然
性
︵
方
法
論
的
挫
折
︶

こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
挫
折
は
比
叡
山
時
代
の
親
鸞
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
探
求
者
か
ら
真
理
へ
と
い
う
道
の
途
絶
に

逢
着
し
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
聖
道
門
の
行
者

で
は
な
い
︒
彼
は
初
期
の
主
著
で
現
象
学
的
方
法
を
採
用
す
る
︒

そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
︑
﹁
現
象
学
と
は
自
己
を
示
す
も
の
を
︑
そ

れ
が
そ
れ
自
身
か
ら
自
己
を
示
す
ま
ま
に
︑
そ
れ
自
身
か
ら
見
せ

し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
﹂
︵
G
A
2
,
4
6
︶
︒
こ
の
よ
う
に
現
象
を

あ
り
の
ま
ま
に
記
述
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
彼
の
企
図
に
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現
象
学
は
合
致
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
あ

ら
し
め
る
態
度
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
た
め
に

採

用

さ

れ

た

厳

密

な

学

と

し

て

の
﹁
基

礎

的

存

在

論
﹂

︵
F
u
n
d
a
m
e
n
ta
lo
n
to
lo
g
ie
︶
な
い
し
﹁
解
釈
学
的
現
象
学
﹂
︵
h
e
r-

m
e
n
e
u
tisch
e
P
h
ä
n
o
m
e
n
o
lo
g
ie
︶
は
︑
こ
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
く

な
か
っ
た
︒
﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
は
﹁
哲
学
と
は
現
存
在
の
解
釈

学
か
ら
出
発
す
る
普
遍
的
現
象
学
的
存
在
論
︵
u
n
iv
e
rsa
le
p
h
ä
n
o
-

m
e
n
o
lo
g
isch
e
O
n
to
lo
g
ie
︶
で
あ
る
﹂
︵
G
A
2
,
5
1
︶
と
述
べ
ら
れ
て

い
た
が
︑
後
年
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
哲
学
的
立
場
か
ら
距
離
を

取
り
︑
﹃
存
在
と
時
間
﹄
が
第
二
編
で
打
ち
切
ら
れ
た
理
由
を
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
︒

問
題
の
第
三
編
が
差
し
控
え
ら
れ
た
の
は
︑
思
索
が
こ
の
転

回
を
十
分
に
言
い
述
べ
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
か
ず
︑
ま

た
形
而
上
学
の
言
葉
の
助
け
を
借
り
て
も
切
り
抜
け
ら
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
︵
⁝
︶
こ
の
転
回
は
﹃
存
在
と
時
間
﹄

の
立
場
の
変
更
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
こ
の
転
回
に
お
い
て
︑

か
つ
て
試
み
ら
れ
た
思
索
が
︑
そ
こ
か
ら
﹃
存
在
と
時
間
﹄

が
経
験
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
も
存
在
忘
却
の
根
本
経
験
に
お

い
て
経
験
さ
れ
て
い
る
次
元
を
な
す
場
面
へ
と
初
め
て
到
達

す
る
の
で
あ
る
︒
︵
G
A
9
,
3
2
8
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
﹄
︶

つ
ま
り
﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
本
来
の
企
図
を
達
す
る
た
め
に
思

想
的
転
回
が
果
た
さ
れ
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
か
つ
て
の
形
而
上

学
の
立
場
が
放
棄
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
︒
こ
こ
で
﹁
転
回
﹂

︵
K
e
h
re
︶
と
は
︑
現
存
在
か
ら
存
在
へ
と
い
う
初
期
の
立
場
か

ら
︑
存
在
か
ら
現
存
在
へ
と
い
う
後
期
の
立
場
へ
の
転
換
を
意
味

し
て
い
る
(
18
)

︒
後
者
の
立
場
は
﹁
こ
の
主
観
性
を
捨
て
去
る
別
の
思

索
﹂
︵
d
ie
s
e
s

a
n
d
e
r
e
n
,
d
ie

S
u
b
je
k
tiv
itä
t
v
e
r
la
s
s
e
n
d
e
n

D
e
n
k
e
n
s︶
︵
G
A
9
,
3
2
7
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
﹄
︶
と
も
呼
ば

れ
る
︒
現
存
在
︵
実
存
︶
か
ら
出
発
し
て
存
在
の
真
理
を
捉
え
よ

う
と
す
る
立
場
は
主
観
性
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
主
観
性

を
超
え
よ
う
と
す
る
努
力
が
︑
す
で
に
主
観
性
の
中
に
あ
る
か
ら

だ
︒
こ
こ
に
は
方
法
上
の
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
︒
そ
の
た
め

﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
現
象
学
的
方
法
は
放
棄
さ
れ
︑
彼
は
﹁
別
の

思
索
﹂
の
立
場
へ
と
転
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
﹁
定
水
を

凝
ら
す
と
雖
も
識
浪
頻
り
に
動
き
︑
心
月
を
観
ず
と
雖
も
妄
雲
猶

覆
う
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
四
・
言
行
篇
・
一
七
六
頁
﹃
歎
徳
文
﹄
︶
と
い
う
︑

親
鸞
が
比
叡
山
時
代
に
逢
着
し
た
困
難
と
構
造
的
に
重
な
る
だ
ろ

う
︒
そ
れ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ど
の
よ
う
な
﹁
別
の
思
索
﹂
へ
と

転
じ
る
の
か
︒
そ
れ
は
存
在
の
呼
び
声
を
聞
く
詩
作
的
思
索
の
立

場
で
あ
る
︒
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六

詩
作
的
思
索
︵
転
換
の
場
所
︶

存
在
の
呼
び
声
を
聞
く
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
な
の
か
︒

人
間
的
認
識
者
は
現
前
す
る
も
の
を
対
象
的
に
捉
え
て
し
ま
う
︒

こ
の
と
き
現
前
す
る
は
た
ら
き
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
︑
存
在
忘
却

と
呼
ば
れ
る
事
態
が
出
来
す
る
︒
つ
ま
り
︑
現
前
す
る
存
在
の
は

た
ら
き
は
︑
そ
れ
を
直
接
思
惟
す
る
と
失
わ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の

た
め
存
在
の
は
た
ら
き
を
受
け
る
に
は
︑
存
在
が
宿
り
︑
こ
ち
ら

へ
は
た
ら
き
か
け
る
具
体
的
な
場
所
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
そ
こ
が

転
換
の
場
所
で
あ
る
︒
探
究
さ
れ
る
真
理
か
ら
︑
呼
び
か
け
る
真

理
へ
︒
転
換
の
場
所
の
発
見
が
こ
の
真
理
の
意
味
の
逆
転
を
可
能

に
す
る
︒
事
は
言
葉
を
﹁
如
来
の
回
向
﹂
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
︒

如
来
の
回
向
を
思
索
す
る
と
き
︑
如
来
は
概
念
と
な
る
︒
そ
こ
に

回
向
の
は
た
ら
き
は
な
い
︒
親
鸞
が
本
願
の
念
仏
に
遇
え
た
の
は
︑

本
願
力
が
宿
り
は
た
ら
く
善
知
識
と
い
う
場
所
を
発
見
し
た
か
ら

だ
ろ
う
︒
法
然
の
不
回
向
と
い
う
宣
言
が
本
願
力
回
向
を
意
味
す

る
こ
と
は
︑
諸
仏
の
発
見
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
︒
こ
の
転
換

の
場
所
の
必
然
性
に
お
い
て
︑
親
鸞
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
構
造

は
共
通
し
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
何
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
転
換
の
場
所
を
な
し
た
の
か
︒

そ
れ
は
詩
の
言
葉
で
あ
る
︒
﹁
詩
作
と
は
語
に
よ
る
存
在
の
建
立

で
あ
る
﹂
︵
D
ich
tu
n
g
ist
w
o
rth
a
fte
S
tiftu
n
g
d
e
s
S
e
in
s.︶
︵
G
A
4
,

4
1
﹃
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
詩
作
の
本
質
(
19
)
﹄
︶
︒
こ
こ
が
存
在
と
の
出
遇
い

の
場
所
と
な
る
︒
そ
れ
は
世
界
と
の
出
遇
い
の
場
所
で
も
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
存
在
と
は
存
在
者
の
本
来
性
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
︒

詩
が
生
ま
れ
る
と
き
世
界
が
現
成
す
る
︒
そ
れ
は
他
の
何
者
に
よ

っ
て
も
根
拠
付
け
ら
れ
な
い
︑
原
初
の
出
来
事
で
あ
る
︒
そ
の
た

め
︑
こ
の
出
来
事
は
一
種
の
同
語
反
復
に
よ
っ
て
し
か
語
り
え
な

い
︒

言
葉
が
語
る
︒
︵
D
ie
S
p
ra
ch
e
sp
rich
t.︶︵

G
A
1
2
,
1
0
﹃
言
葉
﹄
︶

言
葉
を
言
葉
と
し
て
言
葉
へ
も
た
ら
す
︒

︵
D
ie
S
p
ra
ch
e
a
ls
d
ie
S
p
ra
ch
e
z
u
r
S
p
ra
ch
e
b
rin
g
e
n
︶

︵
G
A
1
2
,
2
3
9
﹃
言
葉
へ
の
道
﹄
︶

物
が
物
と
な
る
︒
︵
D
a
s
D
in
g
d
in
g
t.︶

︵
G
A
7
9
,
1
3
﹃
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
﹄
︶

世
界
が
世
界
す
る
︒
︵
W
e
lt
w
e
lte
t.︶
︵
G
A
7
9
,
4
7
同
右
︶

こ
の
世
界
の
現
成
と
い
う
出
来
事
(
20
)

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う

に
語
る
︒

世
界
が
世
界
す
る
こ
と
で
︑
世
界
が
現
成
す
る
︵
W
e
lt

w
e
st,
in
d
e
m

sie
w
e
lte
t.︶
︒
世
界
が
世
界
す
る
こ
と
は
他
の

何
か
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
し
︑
他
の
何
か
か
ら
根
拠

54



付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
こ
の
不
可
能
性
の
理
由
は
︑
私

た
ち
の
人
間
的
思
考
に
そ
う
し
た
説
明
や
根
拠
付
け
の
力
が

な
い
か
ら
で
は
な
い
︒
世
界
が
世
界
す
る
こ
と
を
説
明
し
た

り
︑
根
拠
付
け
た
り
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
は
︑
む
し
ろ
︑

そ
う
し
た
説
明
や
根
拠
な
ど
が
世
界
が
世
界
す
る
こ
と
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

︵
G
A
7
9
,
1
9
同
右
︶

世
界
は
言
葉
と
し
て
現
成
す
る
︒
そ
の
言
葉
は
言
葉
の
ま
ま
に

受
け
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
こ
に
思
索
が
介
在
す
る
︒
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
い
て
﹁
思
索
的
詩
作
﹂
︵
d
e
n
k
e
n
d
e
D
ich
tu
n
g
︶

︵
G
A
5
,
2
7
3
﹃
何
の
た
め
の
詩
人
た
ち
か
﹄
︶
と
﹁
詩
作
的
思
索
﹂

︵
d
e
s
d
ich
te
n
d
e
n
D
e
n
k
e
n
s︶
︵
G
A
5
,
2
7
3
同
右
︶
は
相
俟
っ
て
世

界
の
現
成
と
い
う
事
業
を
な
す
︒
﹁
言
葉
は
存
在
の
家
で
あ
る

︵
D
ie
S
p
ra
ch
e
ist
d
a
s
H
a
u
s
d
e
s
S
e
in
s︶
︒
言
葉
の
住
ま
い
に
人

間
は
住
む
︒
思
索
す
る
も
の
と
詩
作
す
る
も
の
が
︑
こ
の
住
ま
い

の
番
人
で
あ
る
(
21
)
︒
﹂
︵
G
A
9
,
3
1
3
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
﹄
︶
た

だ
し
詩
作
と
思
索
に
は
次
第
が
あ
る
︒
ま
ず
詩
が
な
け
れ
ば
︑
そ

れ
を
思
索
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

詩
人
た
ち
が
詩
作
的
に
住
む
こ
と
は
︑
人
間
た
ち
が
詩
作
的

に
住
む
こ
と
に
先
立
つ
︒

︵
G
A
4
,
9
1
﹃
追
想
﹄
︶

存
在
の
真
理
が
言
葉
と
な
り
︑
思
索
が
こ
の
言
葉
に
至
る
︒

︵
G
A
9
,
3
4
4
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
﹄
︶

詩
に
宿
る
存
在
は
容
易
に
見
失
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
思
索
が
詩

作
を
受
け
と
り
︑
忘
却
や
歪
曲
か
ら
守
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
科

学
は
存
在
者
を
た
ん
な
る
存
在
者
と
し
て
表
象
す
る
︒
そ
の
と
き

存
在
は
隠
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
科
学
は

思
索
し
な
い
﹂
︵
G
A
7
,
1
3
3
﹃
思
惟
と
は
何
か
﹄
︶
と
宣
言
す
る
︒
そ

の
一
方
で
彼
は
﹁
雲
は
詩
作
す
る
﹂
︵
G
A
4
,
1
5
f.
﹃
帰
郷
﹄
︶
と
も

言
う
︒
こ
の
神
秘
的
な
表
現
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

言
葉
が
存
在
の
言
葉
︵
d
ie
S
p
ra
ch
e
d
e
s
S
e
in
s︶
で
あ
る
の

は
︑
雲
が
空
の
雲
︵
d
ie
W
o
lk
e
n
d
e
s
H
im
m
e
ls︶
で
あ
る
の

と
同
様
で
あ
る
︒
思
索
は
言
葉
を
発
す
る
こ
と
で
言
葉
の
中

に
目
立
た
な
い
畝
を
作
る
︒
そ
の
畝
は
農
夫
が
ゆ
っ
く
り
と

し
た
足
取
り
で
畑
に
作
る
畝
よ
り
も
︑
ず
っ
と
目
立
た
な
い

も
の
で
あ
る
︒

︵
G
A
9
,
3
6
4
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
﹄
︶

科
学
は
雲
を
限
定
的
に
考
察
す
る
︒
そ
こ
に
存
在
の
は
た
ら
き

は
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
雲
︵
存
在
者
︶
は
空
と
い
う
開
け

︵
存
在
︶
に
あ
る
︒
た
だ
思
索
だ
け
が
︑
こ
の
雲
と
い
う
存
在
者

を
存
在
︵
空
︶
に
お
い
て
確
保
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
詩
の
言
葉
を

世
界
の
現
成
と
し
て
︑
ま
た
雲
を
空
の
雲
と
し
て
受
け
と
め
る
の

が
思
索
の
営
み
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
思
索
は
言
葉
と
い
う
住
ま

い
の
番
人
︵
H
irt︶
で
あ
り
︑
事
実
上
︑
真
理
の
最
終
審
級
を
な
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す
の
で
あ
る
(
22
)

︒

そ
の
た
め
思
索
に
は
︑
あ
る
属
性
が
要
求
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
自

由

で

あ

る
︒
ハ

イ

デ

ガ
ー

は
﹁
真

理

の

本

質
﹂
を
﹁
自

由

︵
F
r
e
ih
e
it︶
﹂
︵
G
A
9
,
1
8
6
﹃
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
﹄
︶
と
呼
ぶ
︒

言
葉
は
多
様
に
解
釈
さ
れ
︑
そ
の
決
定
は
思
索
者
に
委
ね
ら
れ
る
︒

そ
の
意
味
で
思
索
者
は
自
由
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
真
理
を
人
間
の

任
意
︵
B
e
lie
b
e
n
︶
に
委
ね
る
こ
と
﹂
︵
G
A
9
,
1
8
6
同
右
︶
で
は
な

く
︑
む
し
ろ
﹁
自
由
と
は
存
在
者
を
存
在
せ
し
め
る
こ
と
と
し
て
︑

決
然
と
し
て
︑
つ
ま
り
自
己
を
閉
ざ
さ
な
い
関
係
性
で
あ
る
﹂

︵
G
A
9
,
1
9
4
同
右
︶
︒
換
言
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
人
間
的
な
我
意

︵
E
ig
e
n
sin
n
︶
を
抑
え
て
﹂
︵
G
A
7
9
,
7
6
﹃
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
﹄
︶
﹁
存

在
者
の
ま
え
で
退
歩
す
る
こ
と
︵
Z
u
rü
c
k
tre
te
n
︶
﹂
︵
G
A
9
,
1
8
8
f.

﹃
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
﹄
︶
な
の
で
あ
る
︒

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
詩
の
言
葉
は
転
換
の
場
所
だ
っ
た
︒
晩

年
に
至
る
ま
で
︑
彼
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
愛
好
し
︑
そ
の
葬
儀
で

は
故
人
の
遺
志
に
従
い
︑
こ
の
詩
人
の
作
品
が
朗
読
さ
れ
た
︒
そ

れ
は
死
し
て
な
お
︑
存
在
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
道
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
詩
を
詩
と
し
て
受
け
と
め
る
に
は
思
索
と
い
う
契

機
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
我
意
を
抑
え
て
存
在
者
か
ら
退

歩
す
る
自
由
が
前
提
さ
れ
て
い
た
︒
換
言
す
れ
ば
︑
自
由
と
は
思

索
者
の
智
慧
と
意
志
で
あ
る
︒
こ
こ
は
親
鸞
と
の
相
違
点
と
し
て

注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒
親
鸞
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
転
換
の
あ

り
方
は
︑
こ
こ
で
大
き
く
分
岐
す
る
︒

こ
の
思
索
者
の
自
由
に
は
危
険
が
潜
む
︒
な
ぜ
な
ら
思
索
は
真

理
の
最
終
審
級
と
し
て
自
己
の
解
釈
の
み
を
妥
当
と
す
る
過
ち
に

陥
り
か
ね
な
い
か
ら
だ
︒
事
実
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
特
定
の
詩
句
を

全
体
か
ら
切
り
離
し
て
偏
愛
す
る
傾
向
が
あ
り
︑
当
時
か
ら
︑
そ

の
解
釈
の
恣
意
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
彼
自
身
は
存

在
の
真
理
を
盾
と
し
て
︑
文
献
学
の
指
摘
に
耳
を
貸
す
こ
と
は
な

か
っ
た
(
23
)

︒
こ
れ
は
真
理
と
の
出
遇
い
が
も
た
ら
す
確
信
ゆ
え
の
危

険
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
親
鸞
に
お
け
る
出
遇
い
の
宗
教
原
理
で
は
︑

こ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

七

お
わ
り
に

回
向
さ
れ
る
愚
者
の
自
覚

こ
れ
ま
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
仏
教
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が
語
ら

れ
て
き
た
︒
親
鸞
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
論
考

が
あ
る
(
24
)

︒
そ
れ
ら
の
多
く
は
両
者
の
思
想
的
親
縁
性
を
語
っ
て
い

る
︒
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
仏
教
と
の
近
し
さ
を

思
わ
せ
る
︒
そ
れ
で
は
親
鸞
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
り
︑
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
親
鸞
な
の
か
︒
両
者
の
共
通
点
は
︑
む
し
ろ
差
異
点
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
︒

本
論
の
主
題
で
あ
る
転
換
の
場
所
に
つ
い
て
も
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
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と
親
鸞
は
構
造
的
に
類
似
し
つ
つ
も
︑
内
容
に
お
い
て
袂
を
わ
か

つ
︒
詩
と
善
知
識
と
い
う
転
換
の
場
所
の
異
な
り
は
︑
そ
の
は
た

ら
き
を
受
け
る
人
間
観
の
違
い
に
帰
結
す
る
︒
前
者
の
思
索
者
の

自
由
に
は
真
理
の
言
葉
を
受
け
と
め
る
智
慧
と
意
志
が
前
提
と
さ

れ
て
い
る
が
︑
後
者
の
名
号
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
衆
生
に
は
真
理

へ
の
道
は
絶
た
れ
て
い
る
︒
両
者
の
真
理
観
に
も
同
様
の
違
い
が

あ
る
︒
詩
の
言
葉
に
存
在
が
成
就
す
る
と
い
う
真
理
観
は
︑
法
性

が
方
便
の
名
号
と
し
て
衆
生
に
名
告
る
と
い
う
浄
土
教
の
原
理
と

は
大
き
く
異
な
る
︒
前
者
は
世
界
が
世
界
す
る
詩
的
言
語
の
宇
宙

で
あ
り
︑
後
者
は
目
覚
め
な
き
も
の
に
呼
び
か
け
る
悲
願
で
あ
る
︒

名
号
は
真
理
に
背
く
も
の
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
り
︑
聖
者
が
耳
を

澄
ま
す
存
在
の
声
で
は
な
い
︒
こ
こ
に
は
聖
道
と
浄
土
の
か
わ
り

め
と
も
言
え
る
相
違
が
あ
る
だ
ろ
う
(
25
)

︒

そ
れ
で
は
真
理
に
背
く
も
の
に
︑
ど
う
す
れ
ば
名
号
は
と
ど
く

の
か
︒
そ
れ
は
愚
者
の
自
覚
が
回
向
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
︒
親
鸞

は
﹁
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
三
・

書
簡
篇
・
七
五
﹃
末
灯
鈔
﹄
第
六
通
︶
と
い
う
︑
法
然
の
述
懐
を
伝

え
て
い
る
︒
ま
た
﹃
愚
禿
鈔
﹄
巻
頭
の
二
十
四
字
で
も
﹁
賢
者
の

信
﹂
と
そ
の
﹁
愚
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
二
・
漢
文
篇
・
三
︑
二
〇
頁
︶
な

る
あ
り
方
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
真
理
に
背
く
ゆ
え
に
︑
衆
生
は

真
理
の
は
た
ら
き
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
愚
者
と
は
︑
こ

の
真
理
に
背
く
愚
か
さ
を
知
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味

で
﹁
愚
者
に
な
る
﹂
と
は
真
理
の
は
た
ら
き
を
受
け
る
法
の
器
と

な
る
こ
と
で
あ
る
︒
実
は
諸
仏
は
愚
者
の
自
覚
ゆ
え
に
名
号
を
称

え
る
の
で
あ
り
︑
諸
仏
称
名
に
よ
っ
て
名
号
の
真
実
と
愚
者
の
自

覚
が
と
も
に
衆
生
に
回
向
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
親

鸞
に
お
い
て
名
号
の
信
受
は
愚
者
の
自
覚
と
と
も
に
語
ら
れ
る
︒

現
に
こ
れ
生
死
の
凡
夫
︑
罪
障
深
重
に
し
て
六
道
に
輪
回
せ

り
︒
苦
し
み
言
う
べ
か
ら
ず
︒
い
ま
善
知
識
に
遇
い
て
弥
陀

本
願
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
四
四
頁
﹁
行
巻
﹂
﹃
往
生
礼
讃
﹄
︶

し
か
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
︑
生
死
罪
濁
の
群
萌
︑
往
相
回

向
の
心
行
を
獲
れ
ば
︑
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る

な
り
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
一
九
五
頁
﹁
証
巻
﹂
御
自
釈
︶

凡
夫
人
︑
煩
悩
成
就
せ
る
あ
り
て
︑
ま
た
か
の
浄
土
に
生
ま

る
る
こ
と
を
得
ん
に
︑
三
界
の
繋
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
︒
す

な
わ
ち
こ
れ
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
︒
い
ず
く
ん

ぞ
思
議
す
べ
き
や
︑
と
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
五
〇
頁
﹁
真
仏
土
巻
﹂
﹃
論
註
﹄
︶

こ
れ
ら
の
引
文
で
示
さ
れ
る
﹁
生
死
の
凡
夫
﹂
や
﹁
煩
悩
成
就

の
凡
夫
﹂
と
は
真
理
に
冥
い
愚
者
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
表
現
は
愚

者
の
事
実
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
自
覚
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

57 転換の場所



そ
れ
ゆ
え
に
愚
者
は
逆
説
的
に
﹁
弥
陀
本
願
の
名
号
を
聞
﹂
き
︑

﹁
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
﹂
り
︑
﹁
涅
槃
分
を
得
﹂
る
︒
つ
ま
り

愚
者
の
自
覚
と
真
理
の
受
容
は
直
接
的
な
対
関
係
に
あ
る
︒
こ
の

宗
教
原
理
は
西
谷
啓
治
の
言
葉
を
借
り
て
︑
次
の
よ
う
に
要
約
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

自
己
の
救
ひ
に
対
す
る
自
己
自
身
の
全
く
の
無
力
︵
⁝
︶
自

己
が
大
き
な
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
の
罪
の
実
現
と
な
り
罪
が

体
認
さ
れ
る
時
︑
そ
こ
に
成
立
す
る
絶
望
︑
即
ち
脱
却
の
可

能
性
へ
の
望
み
の
喪
失
︑
︵
⁝
︶
そ
れ
が
或
る
意
味
で
神
の

側
か
ら
の
救
ひ
の
愛
が
受
取
ら
れ
る
︑
い
は
ば
無
な
る
場
と

も
い
ふ
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
︵
⁝
︶
そ
の
場
所

自
身
も
︑
自
己
の
望
み
の
尽
き
た
と
こ
ろ
︑
自
己
の
無
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
︑
神
の
側
か
ら
神
の
愛
に
よ
っ
て
開
か

れ
る
と
言
へ
る
が
︑
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
愛
そ
の
も
の
を
受

取
る
場
所
と
し
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
(
26
)

︒

右
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
愚
者
と
は
﹁
自
己
の
救
ひ
に
対
す
る

自
己
自
身
の
全
く
の
無
力
﹂
を
知
る
人
で
あ
る
︒
善
知
識
は
愚
者

ゆ
え
に
法
の
器
と
な
り
︑
名
号
を
称
え
る
︒
こ
の
愚
者
の
人
格
だ

け
が
愚
者
の
自
覚
が
衆
生
に
回
向
さ
れ
る
場
所
と
な
る
︒
愚
者
と

い
う
無
の
器
と
な
る
と
き
︑
そ
こ
に
は
︑
も
は
や
真
理
を
自
己
主

張
の
盾
と
す
る
余
地
は
な
い
︒
こ
う
し
て
真
理
は
暴
力
性
か
ら
解

放
さ
れ
る
︒
こ
の
愚
者
の
自
覚
も
ま
た
︑
親
鸞
が
法
然
と
の
出
遇

い
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
善
知
識
と
い

う
転
換
の
場
所
は
歴
史
的
な
出
遇
い
に
依
存
す
る
︒
だ
が
︑
そ
こ

だ
け
が
名
号
が
回
向
さ
れ
る
場
所
な
の
で
あ
る
(
27
)

︒

凡
例親

鸞
の
著
作
は
﹃
定
本

親
鸞
聖
人
全
集
﹄
︵
法
藏
館
︶
に
よ
り
︑

﹃
真
宗
聖
典
﹄
︵
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
︶
に
従
い
書
き
下
し

た
︒
引
用
後
の
括
弧
内
に
﹃
定
親
全
﹄
と
略
記
し
て
︑
前
者
の
巻
数

と
頁
数
を
示
し
て
い
る
︒
和
讃
は
底
本
︵
上
段
︶
で
は
な
く
対
校
本

︵
下
段
︶
を
採
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
﹃
真
宗
聖
教
全
書
・
第

一
巻
﹄
︵
大
八
木
興
文
堂
︶
か
ら
の
引
用
は
﹃
真
聖
全
﹄
と
略
記
し

て
︑
同
様
に
括
弧
内
に
頁
数
を
示
し
た
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
引
用
は
次

の
も
の
に
よ
り
︑
引
用
後
に

G
A
と
略
記
し
て
巻
数
と
頁
数
を
示
し

た
︒
﹃
存
在
と
時
間
﹄
か
ら
の
引
用
︵
G
A
2
︶
は
書
名
を
省
略
し
て

い
る
︒
M
a
rtin
H
e
id
e
g
g
e
r:
G
e
sa
m
ta
u
sg
a
b
e
,
F
ra
n
k
fu
rt
a
.

M
.︵
K
lo
ste
rm
a
n
n
︶
1
9
7
5
ff.
そ
の
他
の
も
の
は
︑
そ
の
都
度
出

典
を
示
し
た
︒
ド
イ
ツ
哲
学
の
文
献
引
用
に
際
し
て
は
︑
こ
の
分
野

の
慣
例
に
従
っ
て
い
る
︒

(
1
)

﹃
恵
信
尼
消
息
﹄
第
三
通
に
次
の
記
述
が
あ
る
︒
﹁
殿
の
ひ
え

の
や
ま
に
だ
う
そ
う
つ
と
め
て
お
は
し
ま
し
け
る
が
﹂
︵
﹃
定
親
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全
﹄
三
・
書
簡
篇
・
一
八
六
頁
︶
な
お
﹃
定
本

親
鸞
聖
人
全
集
﹄

で
は
﹃
恵
信
尼
書
簡
﹄
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
論
で
は
一
般
的
に

通
用
し
て
い
る
﹃
恵
信
尼
消
息
﹄
と
い
う
呼
称
を
採
用
す
る
︒

(
2
)

次
の
指
摘
を
参
照
︒
﹁
親
鸞
が
比
叡
山
に
お
い
て
源
信
の
念
仏

を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
︑
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
︒
そ
し
て
︑
六
角
堂
で
夢
告
を
得
た
後
︑
向
か
っ
た
と
こ
ろ
は

専
修
念
仏
を
教
え
る
法
然
の
も
と
だ
っ
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
親

鸞
に
お
い
て
念
仏
の
課
題
は
一
貫
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
と

い
う
推
察
も
可
能
と
な
る
︒
﹂
織
田
顕
祐
﹁
求
道
的
主
体
に
お
け

る
能
所
の
転
換
﹂
︵
﹃
︿
教
行
信
証
﹀
の
思
想
﹄
二
〇
一
一
年
︑
筑

摩
書
房
︑
一
三
九
～
一
四
〇
頁
︒

(
3
)

本
論
は
善
知
識
と
の
値
遇
の
意
味
を
転
換
の
場
所
と
し
て
考
察

す
る
︒
た
だ
し
︑
﹃
正
像
末
和
讃
﹄
で

三
恒
河
沙
の
諸
仏
の

出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き

大
菩
提
心
お
こ
せ
ど
も

自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
一
六
六
頁
︶

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
諸
仏
に
遇
っ
て
も
仏
道
が
成
就
し
な
い
こ

と
も
あ
る
︒
つ
ま
り
善
知
識
と
の
出
遇
い
は
︑
実
は
仏
道
成
就
の

必
要
条
件
に
す
ぎ
な
い
︒
﹃
恵
信
尼
消
息
﹄
に
よ
れ
ば
︑
親
鸞
は

吉
水
の
法
然
を
訪
れ
る
ま
え
に
︑
六
角
堂
で
夢
告
を
受
け
る
︒
こ

の
夢
告
の
内
容
は
い
わ
ゆ
る
﹁
行
者
宿
報
偈
﹂
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
て
い
る
が
︑
こ
の
偈
文
は
本
願
文
の
原
型
を
な
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
親
鸞
は
法
然
を
訪
れ
る
ま
え
に
本
願
の
予
感

を
得
る
ほ
ど
の
宗
教
的
深
み
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
予

感
な
し
に
法
然
の
教
え
を
十
分
に
領
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
だ
ろ
う
︒
こ
の
問
題
は
本
論
の
主
題
で
は
な
い
た
め
︑
こ
れ
以

上
は
論
及
し
な
い
︒

(
4
)

デ
ニ
ス
・
ヒ
ロ
タ
は
﹁
な
ぜ
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
親
鸞
と
比
較
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
か
﹂
と
い
う
問
い
を
立
て
︑
﹁
人
間
の
限
界
に

つ
い
て
の
彼
ら
の
根
本
的
な
見
方
﹂
と
し
て
﹁
人
間
の
本
性
に
特

有
な
分
別
的
把
握
は
言
語
に
よ
る
﹂
と
い
う
共
通
点
を
あ
げ
て
い

る
︒
さ
ら
に
﹁
二
人
の
思
想
家
に
と
っ
て
中
心
問
題
は
自
覚
の
可

能
性
と
︑
そ
の
自
覚
が
ど
の
よ
う
に
無
知
の
内
に
起
こ
り
う
る
の

か
﹂
︵
﹁
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
ホ
ー
リ
ズ
ム
と
そ
の
意
義
︑
ハ
イ

デ
ガ
ー
哲
学
に
照
ら
し
て
﹂
二
〇
一
七
年
︑
武
蔵
野
大
学
出
版
会
︑

一
七
四
～
一
七
七
頁
︶
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
共

通
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
さ
ら
に
両
者
の
差
異
点
を
明
確
に
す
る
こ

と
で
︑
本
論
は
親
鸞
の
思
想
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

(
5
)

伝
統
的
な
釈
迦
・
弥
陀
の
次
第
は
善
導
の
二
河
譬
な
ど
に
認
め

ら
れ
る
︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
一
一
〇
頁
﹁
信
巻
﹂
︶
︒
こ
れ
は
釈
迦

に
遇
い
︑
阿
弥
陀
の
浄
土
へ
発
遣
さ
れ
る
と
い
う
出
遇
い
の
次
第

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
釈
迦
に
遇
っ
て
も
西
岸

招
喚
の
真
意
を
受
け
と
め
得
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
親
鸞
が
﹁
化

身
土
巻
﹂
で
第
十
九
願
と
第
二
十
願
を
釈
迦
・
弥
陀
の
次
第
で
語

る
の
は
︑
こ
の
釈
迦
に
遇
っ
て
も
弥
陀
に
は
値
え
な
い
と
い
う
問

題
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︵
第
十
九
願
︶
こ
こ
を
も
っ
て
釈
迦
牟
尼
仏
︑
福
徳
蔵
を
顕
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説
し
て
群
生
海
を
誘
引
し
︑
阿
弥
陀
如
来
︑
本
誓
願
を
発
し

て
あ
ま
ね
く
諸
有
海
を
化
し
た
ま
う
︒
す
で
に
し
て
悲
願
い

ま
す
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
六
九
頁
︶

︵
第
二
十
願
︶
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
釈
迦
牟
尼
仏
は
︑
功
徳

蔵
を
開
演
し
て
︑
十
方
濁
世
を
勧
化
し
た
ま
う
︒
阿
弥
陀
如

来
は
︑
も
と
果
遂
の
誓
い
を
発
し
て
︑
諸
有
の
群
生
海
を
悲

引
し
た
ま
え
り
︒
す
で
に
し
て
悲
願
い
ま
す
︒

︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
六
五
頁
︶

(
6
)

善
知
識
を
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
受
け
と
め
︑
そ
の
声
に
本
願
の

名
号
を
聞
く
と
い
う
出
遇
い
の
形
式
は
︑
親
鸞
を
慕
う
人
々
に
よ

っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
︒
恵
信
尼
が
常
陸
の
下
妻
で
見
た
と

い
う
夢
で
は
︑
親
鸞
は
観
音
菩
薩
の
光
と
し
て
顕
れ
る
︵
﹃
定
親

全
﹄
三
・
書
簡
篇
・
一
八
九
頁
︶
︒
ま
た
﹃
歎
異
抄
﹄
前
序
の

﹁
幸
不
依
有
縁
知
識
者

争
得
入
易
行
一
門
哉
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄

四
・
言
行
篇
・
三
頁
︶
と
い
う
言
葉
も
善
知
識
と
い
う
出
遇
い
の

場
所
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
﹃
歎
異
抄
﹄
第

二
章
で
示
さ
れ
る
釈
尊
か
ら
親
鸞
に
至
る
法
統
は
︑
善
導
が
﹃
観

経
疏
﹄
で
釈
迦
仏
に
依
り
︑
法
然
が
﹃
選
択
集
﹄
で
﹁
偏
依
善
導

一
師
﹂
と
宣
言
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
歴
史
的
人
格
に
お
い

て
本
願
の
念
仏
に
出
遇
っ
た
記
録
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

(
7
)

次
の
指
摘
を
参
照
︒
﹁
超
世
の
願
と
い
う
こ
と
は
︑
世
に
超
え

て
勝
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
︒
︵
⁝
︶
こ
の
世
と
い

う
の
は
三
界
で
︑
我
々
の
娑
婆
の
こ
と
で
す
︒
︵
⁝
︶
そ
の
三
界

を
超
え
た
願
︑
超
世
の
願
で
す
︒
﹂
宮
城
顗
﹃
選
集
﹄
第
七
巻
・

浄
土
三
部
経
聞
記
︑
二
〇
一
二
年
︑
法
藏
館
︑
四
一
二
頁
︒

(
8
)

こ
の
引
文
の
阿
闍
世
王
太
子
に
つ
い
て
は
︑
阿
闍
世
︑
そ
の
息

子
の
和
休
太
子
︵
﹃
香
月
﹄
︶
︑
あ
る
い
は
両
者
を
指
す
︵
﹃
圓
乗
﹄

﹃
徴
決
﹄
︶
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
︵
﹃
教
行
信
証
講
義
集
成
﹄
第
一

巻
︑
一
九
七
五
年
︑
法
藏
館
︑
五
五
九
～
五
六
九
頁
︶
︒
金
子
大

榮
は
直
前
の
﹁
前
世
に
悪
の
た
め
に
我
が
名
字
を
聞
き
﹂
︵
﹃
定
親

全
﹄
一
・
二
〇
頁
﹁
行
巻
﹂
︶
と
い
う
言
葉
を
ふ
ま
え
て
︑
﹁
悪
業

の
悲
痛
に
於
て
如
来
の
名
を
聞
く
﹂
阿
闍
世
を
指
す
も
の
と
指
摘

す
る
︵
﹃
著
作
集
﹄
第
六
巻
︑
一
九
八
一
年
︑
春
秋
社
︑
一
二
七

頁
︶
︒
本
論
は
︑
衆
生
は
愚
者
の
自
覚
ゆ
え
に
真
理
の
器
と
な
る

と
い
う
結
論
︵
最
終
節
︶
か
ら
︑
こ
の
金
子
の
指
摘
を
採
用
し
た

い
︒
次
の
論
考
も
金
子
と
同
様
の
立
場
を
示
し
て
い
る
︒
信
楽
峻

麿
﹃
教
行
証
文
類
講
義
﹄
第
二
巻
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
法
藏
館
︑
一

一
七
頁
︒
岡
亮
二
﹃
教
行
信
証
口
述
五
〇
講
﹄
一
九
九
三
年
︑
教

育
新
潮
社
︑
一
二
三
頁
︒
な
お
︑
次
の
香
月
院
の
指
摘
は
﹁
浄
土

を
体
現
す
る
人
格
と
の
出
遇
い
が
等
し
く
浄
土
を
建
立
し
た
い
と

い
う
志
願
を
生
み
出
す
﹂
と
い
う
︑
本
論
の
主
張
を
支
持
す
る
も

の
だ
ろ
う
︒
﹁
心
中
俱
願
言
と
は
︒
和
休
太
子
は
勿
論
︒
長
者
も

共
に
こ
こ
ろ
の
中
に
願
を
起
す
こ
と
︒
︵
⁝
︶
法
蔵
菩
薩
の
如
く

二
十
四
願
を
起
し
︒
無
量
清
浄
仏
に
な
り
た
い
と
云
ふ
願
な
り
︒

こ
れ
す
な
は
ち
こ
の
大
経
を
聞
か
れ
た
る
聞
経
の
得
益
な
り
︒
﹂

﹃
教
行
信
証
講
義
集
成
﹄
前
掲
書
︑
五
六
二
頁
︒

(
9
)

本
論
で
は
善
知
識
と
の
値
遇
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
が
︑

清
沢
満
之
や
住
岡
夜
晃
の
よ
う
に
直
接
の
師
な
く
し
て
本
願
の
念
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仏
に
遇
っ
た
と
い
う
先
人
も
い
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
の
先
人
た
ち

は
尾
張
や
安
芸
な
ど
の
仏
法
の
篤
い
地
に
生
ま
れ
て
お
り
︑
篤
信

の
念
仏
者
の
家
庭
で
育
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
長
じ
て
﹃
歎
異

抄
﹄
な
ど
を
開
い
た
と
き
︑
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
念
仏
者
と
は

い
か
な
る
も
の
か
︑
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
善
知
識
と
は
狭
義
の
教
化
者
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
そ
れ

は
家
庭
や
地
域
の
身
近
な
念
仏
者
で
も
あ
り
う
る
︒
こ
れ
ら
の
先

人
た
ち
は
直
接
の
師
は
な
く
と
も
︑
す
で
に
念
仏
者
に
は
遇
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
︒
吉
田
久
一
﹃
清
沢
満
之
﹄
一
九
八
六
年
︑
吉
川

弘
文
館
︑
八
～
四
二
頁
︒
﹃
新
住
岡
夜
晃
選
集
﹄
第
一
巻
︑
二
〇

一
八
年
︑
法
藏
館
︑
三
～
六
頁
︒

(
10
)

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
︵
植
田
重
雄
訳
︶
﹃
我
と
汝
﹄
一
九

七
九
年
︑
岩
波
文
庫
︑
二
三
頁
︒

(
11
)

﹁
真
宗
の
教
行
証
を
敬
信
し
て
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
七
頁
﹁
総

序
﹂
︶
﹁
経
家
・
論
家
の
正
説
︑
浄
土
宗
師
の
解
義
︑
仰
い
で
敬
信

す
べ
し
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
一
・
二
六
六
頁
﹁
真
仏
土
﹂
︶
な
ど
の
用

例
を
参
照
︒

(
12
)

次
の
用
例
を
参
照
︒
﹁
能
発
一
念
喜
愛
心
と
い
う
は
︑
能
は
よ

く
と
い
う
︑
発
は
お
こ
す
と
い
う
︑
ひ
ら
く
と
い
う
︒
一
念
喜
愛

心
は
︑
一
念
慶
喜
の
真
実
信
心
よ
く
ひ
ら
け
︑
か
な
ら
ず
本
願
の

実
報
土
に
う
ま
る
と
し
る
べ
し
︒
﹂
︵
﹃
定
親
全
﹄
三
・
一
一
八
頁

﹃
尊
号
真
像
銘
文
﹄
︶

(
13
)

﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
存

在
と
は
︑
つ
ね
に
存
在
者
の
存
在
で
あ
る
﹂
︵
S
e
in
ist
je
w
e
ils

d
a
s
S
e
in
e
in
e
s
S
e
ie
n
d
e
n
.︶
︵
G
A

2
,
1
2
︶

(
14
)

こ
の
﹁
存
在
論
的
差
異
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹃
存
在
と
時
間
﹄
の

基
本
的
発
想
を
示
す
も
の
と
言
え
る
が
︑
同
書
で
直
接
用
い
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
刊
行
年
で
あ
る
一
九
二
七
年
夏
学

期
の
講
義
﹃
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
﹄
︵
V
g
l.
G
A
2
4
,
2
2
.︶
で
初

め
て
現
れ
る
表
現
で
あ
る
︒

(
15
)

こ
れ
ま
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
仏
教
の
術
語
の
対
応
は
様
々
に
試
み

ら
れ
て
き
た
︒
例
え
ば
存
在
と
存
在
者
を
真
如
と
衆
生
に
比
す
る

論
考
も
あ
る
が
︑
存
在
の
は
た
ら
き
と
存
在
者
の
包
括
性
を
意
味

す
る
も
の
と
し
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︵
マ
ル

ク
ス
・
リ
ュ
ウ
シ
ュ
﹁
親
鸞
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
︿
対
話
﹀

︿
自
然
﹀
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て

﹂
人
文
学
報
︑
一
一
〇
号
︑
二

〇
一
七
年
︑
二
七
頁
︶
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
仏
教
の
対
話
は
︑
そ
の

初
期
に
は
京
都
学
派
な
い
し
禅
仏
教
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
き
た

︵
梅
原
猛
・
武
市
明
弘
﹁
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
仏
教
﹂
理
想
︑
四
四

四
号
︑
一
九
七
〇
年
五
月
︑
一
〇
五
頁
︶
︒
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
﹁
弁
道

話
﹂
に
依
り
つ
つ
存
在
と
存
在
者
を
性
と
相
に
配
当
す
る
見
方
も
︑

そ
の
成
果
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
︵
杉
尾
玄
有
﹁
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
最
近

の
境
涯
と
道
元
禅
﹂
印
度
学
仏
教
学
研
究
︑
第
一
九
号
・
二
︑
一

九
七
一
年
三
月
︑
七
一
〇
頁
︶
︒
と
こ
ろ
で
存
在
は
認
識
の
対
象

と
は
な
ら
ず
︑
﹁
拒
絶
が
原
存
在
の
最
初
に
し
て
最
高
の
贈
与
で

あ
る
﹂
︵
G
A
6
5
,
2
4
1
﹃
哲
学
へ
の
寄
与
﹄
︶
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言

う
︒
そ
の
た
め
彼
は
存
在
︵
S
e
in
︶
に
抹
消
記
号
︵
×
︶
さ
え
付

す
︵
G
A
9
,
3
8
5
﹃
存
在
の
問
い
へ
﹄
︶
︒
こ
の
存
在
の
否
定
性
を
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ふ
ま
え
れ
ば
︑
般
若
思
想
の
空
な
い
し
虚
空
と
の
対
応
も
検
討
可

能
で
あ
る
︵
杉
尾
玄
有
﹁
生
動
す
る
虚
空
﹂
理
想
︑
六
一
〇
号
︑

一
九
八
四
年
三
月
︑
二
三
〇
頁
︶
︒
後
期
思
想
で
は
存
在
者
を
生

起
さ
せ
る
原
存
在
︵
S
e
y
n
︶
の
内
実
は
エ
ア
ア
イ
ク
ニ
ス

︵
E
re
ig
n
is︶
と
呼
ば
れ
る
︵
G
A
6
5
,
3
0
︶
︒
こ
の
特
異
な
概
念

は
﹁
現
成
﹂
︵
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
﹁
現
成
公
案
﹂
︶
や
﹁
性
起
﹂
︵
﹃
華
厳

経
﹄
︶
な
ど
と
訳
出
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
渡
邉
二
郎
は

エ
ア
ア
イ
ク
ニ
ス
の
動
的
側
面
を
ふ
ま
え
て
﹁
呼
び
求
め
る
促

し
﹂
あ
る
い
は
﹁
呼
び
求
め
て
促
す
﹂
と
い
う
意
訳
を
提
案
す
る

︵
﹃
著
作
集
﹄
第
四
巻
︑
二
〇
一
〇
年
︑
筑
摩
書
房
︑
二
六
三
～

二
六
四
頁
︶
︒
こ
れ
を
手
が
か
り
に
長
谷
正
當
は
﹁
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
︿
呼
び
求
め
る
促
し
﹀
︵
d
a
s
E
re
ig
n
is︶
と
い
う
概
念

の
内
に
︑
親
鸞
の
説
く
弥
陀
の
本
願
や
回
向
の
思
想
に
共
振
す
る

も
の
が
あ
る
﹂
と
主
張
す
る
︵
﹃
本
願
と
は
何
か
﹄
二
〇
一
五
年
︑

法
藏
館
︑
一
五
四
頁
︶
︒
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
意
味

で
存
在
者
に
は
た
ら
き
続
け
る
存
在
は
如
来
に
比
す
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
︒

(
16
)

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
の
立
て
る
営
み
の
総
体
を
﹁
集

立

︵
G
e
-
ste
ll︶
﹂
と
呼
ぶ
︒
﹃
何
の
た
め
の
詩
人
た
ち
か
﹄
で
は
︑

︵
自
分
に
︶
向
け
て
立
て
る
︵
z
u
ste
lle
n
︶
︑
こ
ち
ら
に
立
て
る

︵
h
e
r
s
te
lle
n
︶
︑
手
を
加
え
る
︵
b
e
s
te
lle
n
︶
︑
置
き
換
え
る

︵
u
m
s
te
lle
n
︶
︑
ふ
さ
ぐ
︵
v
e
r
s
te
lle
n
︶
︑
展
示
す
る
︵
a
u
s
-

ste
lle
n
︶
︑
外
に
立
て
る
︵
h
e
ra
u
sste
lle
n
︶
な
ど
︑
基
礎
動
詞

ste
lle
n
の
用
法
が
列
挙
さ
れ
る
︵
G
A
5
,
2
8
8
︶
︒
こ
れ
ら
は
存
在

者
を
様
々
に
立
て
る
︵
ste
lle
n
︶
こ
と
で
認
識
と
利
用
の
対
象
と

す
る
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る
︒
﹁
集

立
﹂
は
存
在
を
忘
却
す

る
近
代
社
会
の
原
理
だ
が
︑
そ
れ
も
ま
た
存
在
の
真
理
の
一
表
現

で
あ
り
︑
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
見
失
わ
れ
た
存
在
の
声
を
聞
こ

う
と
す
る
︒
こ
の
歪
め
ら
れ
た
真
理
に
も
真
理
の
痕
跡
を
見
い
だ

す
視
点
は
︑
﹁
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
﹂
︵
﹃
定

親
全
﹄
一
・
三
〇
九
頁
︶
第
二
十
願
の
対
機
が
主
題
化
さ
れ
る

﹁
化
身
土
巻
﹂
に
通
じ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

(
17
)

﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
企
図
し
た
こ
と
は
︑
彼
自

身
が
書
い
た
同
書
へ
の
広
告
文
に
わ
か
り
や
す
く
要
約
さ
れ
て
い

る
︒
﹁
存
在
了
解
が
現
存
在
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
存

在
了
解
の
構
造
や
条
件
や
そ
の
可
能
性
は
︑
こ
の
現
存
在
と
い
う

存
在
者
の
分
析
を
つ
う
じ
て
解
明
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑

現
存
在
の
分
析
論
は
︑
い
く
つ
か
の
本
質
的
な
実
存
現
象
︵
良
心
︑

死
︑
負
い
目
︶
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
解
釈
を
つ
う
じ
て
︑
現
存

在
の
根
本
的
構
成
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
︒
﹂
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
︵
細
谷
貞
雄
訳
︶
﹃
存
在
と
時
間
﹄
上
巻
︑
一
九
九
四
年
︑

ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
頁
︒
こ
の
原
文
は
訳
者
の
細
谷
氏
が
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
直
弟
子
で
あ
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
よ
り
提
供
さ
れ
た
も

の
だ
と
い
う
︒
同
訳
書
四
七
七
頁
参
照
︒

(
18
)

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
己
の
思
想
的
展
開
の
叙
述
に
お
い
て
︑
﹁
思

索
に
値
す
る
も
の
と
思
索
そ
の
も
の
の
内
容
と
方
法
に
お
い
て
﹂

﹁
こ
こ
で
す
べ
て
が
転
回
す
る
﹂
︵
H
ie
r
k
e
h
rt
sich

d
a
s

G
a
n
z
e
u
m
.︶
︵
G
A
9
,
3
2
8
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
﹄
︶
と
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述
べ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
何
ら
か
の
思
想
的
転
換
が
起
き
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
︒
事
実
︑
そ
の
後
の
著
述
は
文
体
や
内
容
に
お
い

て
大
き
く
変
化
し
て
い
く
︒
例
え
ば
﹃
存
在
と
時
間
﹄
︵
S
e
in

u
n
d
Z
e
it,
1
9
2
7
︶
の
主
題
は
﹃
時
間
と
存
在
﹄
︵
Z
e
it
u
n
d
S
e
in
,

1
9
6
2
︶
と
し
て
問
い
直
さ
れ
︑
﹃
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
﹄

︵
W
e
se
n
d
e
r
W
a
h
rh
e
it,
1
9
3
0
︶
で
は
︑
表
題
の
問
い
が
﹁
本

質
の
真
理
﹂
︵
W
a
h
rh
e
it
d
e
s
W
e
se
n
s︶
︵
G
A
9
,
2
0
1
︶
へ
と
逆

転
さ
れ
て
い
く
︒
た
だ
︑
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が

あ
る
︒
西
欧
の
存
在
忘
却
の
歴
史
か
ら
の
転
換
を
重
ね
合
わ
せ
る

も
の
や
︑
こ
の
転
換
の
萌
芽
は
す
で
に
﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
連
続
的
な
思
想
的
発
展
に
す
ぎ

ず
︑
文
字
通
り
の
転
換
な
ど
は
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
も
あ
る
︒

本
論
は
上
記
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
言
に
従
い
︑
彼
自
身
の
思
索
の

﹁
内
容
と
方
法
﹂
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
転
換
を
位
置
づ
け
て
い

る
︒
次
の
論
考
を
参
照
の
こ
と
︒
V
g
l.
D
ie
te
r
T
h
o
m
ä
:
D
ie

K
e
h
r
e
,
w
ie

w
ä
r
e
,
w
e
n
n

e
s
s
ie

n
ic
h
t
g
ä
b
e
?
In
:

H
e
id
e
g
g
e
r
H
a
n
d
b
u
ch
.
H
rsg
.v
.
d
e
m
se
lb
e
n
.
S
tu
ttg
a
rt

︵
M
e
tz
le
r︶
2
0
1
3
.
S
.
1
0
2
ff.
渡
邉
二
郎
﹃
著
作
集
﹄
第
一
巻
︑

二
〇
一
〇
年
︑
筑
摩
書
房
︑
二
七
三
～
三
〇
六
頁
︒

(
19
)

﹃
芸
術
作
品
の
根
源
﹄
で
は
﹁
芸
術
の
本
質
︵
d
a
s
W
e
se
n

d
e
r
K
u
n
st︶
﹂
は
﹁
存
在
者
の
真
理
を
作
品
の
中
へ
す
え
る
こ

と
︵
d
a
s
S
ic
h
-in
s-W
e
r
k
-S
e
tz
e
n

d
e
r
W
a
h
r
h
e
it
d
e
s

S
e
ie
n
d
e
n
︶
﹂
︵
G
A
5
,
2
1
︶
で
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
あ
ら
ゆ
る
芸
術

は
︵
⁝
︶
本
質
に
お
い
て
詩
作
で
あ
る
﹂
︵
G
A
5
,
5
9
︶
と
定
義

さ
れ
て
い
る
︒

(
20
)

こ
う
し
た
本
来
的
世
界
は
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
﹁
四
方
域
﹂

︵
G
e
v
ie
rt︶
と
呼
ば
れ
る
︒
そ
れ
は
天
空
と
大
地
︑
神
々
と
死

す
べ
き
も
の
と
い
う
四
者
か
ら
な
る
神
話
的
世
界
で
あ
る
︒
壺
の

水
と
い
う
日
常
的
事
物
も
︑
本
来
的
に
思
索
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
こ

の
四
者
の
一
体
な
る
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
と
い
う

︵
G
A
7
9
,
1
1
ff.
﹃
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
﹄
︶
︒
そ
も
そ
も
四
方
域
と

い
う
発
想
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
﹁
パ
ン
と
葡
萄
酒
﹂
の
解
釈
を

通
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
思
索
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ

た
詩
的
世
界
観
と
言
え
る
︵
G
A
7
5
,
5
2
ff.﹃
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ

る
ド
イ
ツ
的
天
命
の
詩
作
に
つ
い
て
﹄
︶
︒

(
21
)

言
葉
が
存
在
の
家
で
あ
る
と
き
︑
こ
の
家
と
住
人
は
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
か
︒
人
間
が
言
葉
を
生
き
る
存
在
者
で
あ
る
か

ぎ
り
﹁
言
葉
の
外
の
領
域
﹂
は
考
察
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
︒
そ

の
た
め
問
題
は
言
葉
の
あ
り
方
に
定
位
さ
れ
る
︒
こ
の
意
味
で
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
人
間
と
は
言
語
内
存
在
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で

あ
り
︑
﹁
非
本
来
的
な
言
葉
か
ら
本
来
的
な
言
葉
へ
の
移
行
﹂
を

課
題
と
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
V
g
l.
D
ie
te
r
T
h
o
m
ä
:

S
p
ra
ch
e
.
V
o
n
d
e
r
B
e
w
a
n
d
tn
isg
a
n
z
h
e
it
z
u
m

H
a
u
s
d
e
s

S
e
in
s.
In
:
A
.a
.O
.
S
.
3
0
0
ff.

(
22
)

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
転
回
﹂
︵
K
e
h
re
︶
と
は
詩
的
言
語
を
介
し

た
思
索
の
方
向
性
の
逆
転
で
あ
る
と
い
う
の
が
︑
本
論
の
立
場
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
の
詩
作
的
思
索
で
は
︑
詩
句
を
受
け
と
め
る

思
索
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
転
回
を
思
索
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の
深
ま
り
と
捉
え
る
見
方
も
あ
る
︒
﹁
存
在
そ
の
も
の
を
凝
視
し
︑

思
索
す
る
と
い
う
こ
と
︑
︵
⁝
︶
ケ
ー
レ
と
は
︑
本
来
︑
そ
の
意

味
で
︑
存
在
そ
の
も
の
を
思
索
す
る
こ
と
︑
即
ち
広
く
言
え
ば
︑

存
在
を
忘
却
し
去
っ
て
い
る
状
態
か
ら
脱
出
し
て
︑
存
在
を
思
索

す
る
と
い
う
︑
そ
の
転
回
を
言
う
︵
⁝
︶
﹂
渡
邉
二
郎
︑
前
掲
書
︑

二
七
四
頁
︒

(
23
)

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
句
で
は
な
い
疑
い
が
あ
る

こ
と
を
知
り
つ
つ
も
︑
彼
自
身
の
思
想
的
解
釈
に
と
っ
て
有
用
な

テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
た
お
そ
れ
が
あ
る
︒

こ
の
テ
ク
ス
ト
利
用
の
恣
意
性
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
多
々
指

摘
さ
れ
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
は
当
時
の
文
学
研
究
者
の
疑
義
と
そ

れ
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
応
答
を
伝
え
る
︑
全
集
第
四
巻
の
編

集
者
後
記
を
参
照
し
て
ほ
し
い
︵
G
A
4
,
2
0
6
f.︶
︒
邦
訳
版
全
集
・

第
四
巻
︵
創
文
社
︑
二
八
五
頁
以
降
︶
の
訳
者
後
記
で
も
︑
こ
の

記
事
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
美
術
史
家
の
パ
ノ
フ
ス

キ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
論
に
お
け
る
﹁
い
か
な
る
解
釈
も

必
然
的
に
暴
力
︵
G
e
w
a
lt︶
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
い
う

発

言

を

引

用

し
︑
作

品

解

釈

に

お

い

て
﹁
伝

承

史
﹂

︵
Ü
b
e
rlie
fe
ru
n
g
sg
e
sch
ich
te
︶
を
無
視
し
︑
﹁
理
念
﹂
や
﹁
解

釈
者
自
身
の
世
界
観
的
な
根
本
態
度
﹂
に
主
導
さ
れ
る
︑
彼
の
解

釈
の
恣
意
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
V
g
l.
E
rw
in
P
a
n
o
fsk
y
:
Z
u
m

P
ro
b
le
m

d
e
r
B
e
sch
re
ib
u
n
g

u
n
d

In
h
a
ltsd
e
u
tu
n
g

v
o
n

W
e
rk
e
n
d
e
r
b
ild
e
n
d
e
n
K
u
n
st.
In
:
D
e
rse
lb
e
:
A
u
fsä
tz
e
z
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a
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e
rla
g
V
o
lk
e
r
S
p
ie
ss︶
1
9
9
8
,
S
.
9
2
ff.

(
24
)

本
論
に
関
連
す
る
二
次
文
献
に
つ
い
て
は
︑
註
四
︑
一
五
︑
二

五
を
参
照
︒

(
25
)

こ
の
点
で
本
論
は
次
の
見
解
と
は
立
場
を
異
に
す
る
︒
﹁
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
︑
言
葉
と
い
う
も
の
の
一
番
本
来
の
姿
は
ど
こ
に
現

れ
て
い
る
か
と
い
う
と
︑
優
れ
た
詩
人
の
言
葉
の
中
に
現
れ
て
い

る
と
言
っ
て
い
ま
す
︒
︵
⁝
︶
私
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
い

う
も
の
を
︑
そ
う
い
う
詩
的
言
語
に
似
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
﹂
大
峯
顕
﹃
親
鸞
の
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
﹄
一
九
九
〇
年
︑
法
藏
館
︑
一
五
〇
～
一
五
一
頁
︒
﹁
私

は
こ
の
︿
言
葉
が
語
る
﹀
﹇
引
用
者
：
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
﹈
と

い
う
こ
と
が
︑
法
性
法
身
と
い
う
も
の
が
方
便
法
身
の
名
号
と
い

う
か
た
ち
を
に
な
っ
て
く
る
消
息
を
︑
い
ち
ば
ん
よ
く
言
い
表
し

て
い
る
と
思
う
の
で
す
︒
﹂
大
峯
顕
﹁
浄
土
真
宗
の
現
在

名
号

に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
龍
谷
教
学
﹄
第
二
五
号
︑
一
九
九
〇
年
︑
九
三

頁
︶
︒
右
の
大
峯
の
発
言
を
引
用
し
つ
つ
︑
堤
正
史
も
﹁
正
鵠
を

得
た
も
の
﹂
と
賛
意
を
示
し
て
い
る
︵
﹁
名
号
を
め
ぐ
る
一
試
論

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
語
論
に
寄
せ
て
﹂
﹃
真
宗
研

究
﹄
第
五
八
号
︑
二
〇
一
四
年
︑
二
八
七
頁
︶
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑

次
の
論
考
で
は
異
な
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
本
論
の
立
場
は
︑

こ
ち
ら
に
近
い
︒
ち
な
み
に
︑
以
下
の
引
用
箇
所
の
前
頁
で
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
自
己
の
哲
学
の
根
幹
に
位
置
づ
け

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
語
ら
れ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
芭
蕉
や
ヘ
ル
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ダ
ー
リ
ン
で
は
︑
詩
に
お
い
て
人
間
が
本
来
の
人
間
に
な
る
と
い

う
こ
と
が
︑
人
間
は
夷
狄
や
鳥
獣
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
ヴ
ェ
ー
ユ
で
は
︑
詩

が
人
間
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
洞
察
が
︑
自
己
が
夷
狄

や
鳥
獣
に
落
ち
た
と
こ
ろ
の
経
験
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
︒
こ
れ
は
同
じ
こ
と
の
よ
う
で
す
が
︑
決
定
的
な
違
い
が

あ
る
︒
文
化
と
宗
教
の
違
い
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
︒
﹂
長
谷
正
當

﹃
欲
望
の
哲
学
﹄
二
〇
〇
三
年
︑
法
藏
館
︑
一
六
頁
︒

(
26
)

西
谷
啓
治
﹃
著
作
集
﹄
第
一
〇
巻
・
宗
教
と
は
何
か
︑
一
九
八

七
年
︑
創
文
社
︑
三
〇
～
三
一
頁
︒

(
27
)

本
論
で
は
出
遇
い
の
宗
教
原
理
の
根
拠
と
し
て
︑
法
蔵
比
丘
と

世
自
在
王
仏
の
出
遇
い
に
言
及
し
た
︒
そ
れ
で
は
法
蔵
比
丘
に
も

愚
者
の
目
覚
め
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
法
蔵
菩
薩
は
宗
教
原
理
の

神
話
的
形
象
で
あ
り
︑
歴
史
的
人
格
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
世
自

在
王
仏
に
﹁
こ
の
義
弘
深
に
し
て
我
が
境
界
に
あ
ら
ず
︒
唯
願
わ

く
は
世
尊
︑
広
く
た
め
に
諸
仏
・
如
来
の
浄
土
の
行
を
敷
衍
し
た

ま
え
﹂
︵
﹃
真
聖
全
﹄
七
﹃
無
量
寿
経
﹄
︶
と
語
り
︑
存
在
全
体
を

あ
げ
て
問
い
と
な
り
教
え
を
請
う
と
こ
ろ
に
は
︑
愚
者
と
い
う
法

の
器
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
次
の
指
摘

を
参
照
︒
﹁
︿
我
が
境
界
に
あ
ら
ず
﹀
と
い
う
の
は
︑
自
分
を
投
げ

出
し
て
い
け
る
願
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
︵
⁝
︶
そ
の
こ
と
の
た

め
な
ら
自
分
の
全
存
在
を
投
げ
出
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
よ
う
な

願
い
︑
そ
れ
が
非
我
境
界
の
願
で
す
︒
︵
⁝
︶
非
我
境
界
の
願
と

い
う
の
は
︑
自
己
本
来
の
願
な
の
で
す
︒
﹂
宮
城
顗
︑
前
掲
書
︑

四
一
三
頁
︒
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