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一
、
は
じ
め
に

本
論
で
は
、「
人
間
と
は
何
か

人
間
定
義
の
新
次
元
へ

仏
教
か
ら
見
る
「
人
間
」
定
義
の
新
次
元
」
と
い
う
課
題
を
前
に
、

古
典
学
で
あ
る
イ
ン
ド
仏
教
思
想
研
究
か
ら
い
か
な
る
思
索
が
可
能
か
、
先
行
研
究
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
し
た
い
。
一
九
六
七
年

に
開
催
さ
れ
た
日
本
佛
教
学
会
第
三
七
回
学
術
大
会
に
お
い
て
「
仏
教
の
人
間
観
」
が
考
察
さ
れ
て
か
ら
、
半
世
紀
が
経
過
し
て
い
る
。

当
時
の
日
本
の
社
会
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
一
九
六
四
年
に
新
幹
線
が
開
通
し
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
経

済
成
長
を
人
々
が
実
感
す
る
只
中
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
一
方
、
海
外
で
は
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
『
沈
黙
の
春
』

（
Silent
Spring,1962）
が
出
版
さ
れ
、
日
本
で
も
四
日
市
ぜ
ん
そ
く
が
発
生
す
る
な
ど
、
環
境
問
題
が
意
識
さ
れ
始
め
た
時
期
に
も

重
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
経
済
成
長
は
成
熟
期
を
迎
え
た
一
方
、
環
境
問
題
は
世
界
規
模
の
課
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
日
本
社

会
に
お
い
て
、「
人
間
観
」
な
い
し
人
間
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
最
も
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
話
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
代

か
ら
活
発
に
議
論
さ
れ
た
「
脳
死
」
の
問
題
を
挙
げ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
脳
死
判
定
基
準
（
竹
内
基
準
）
に
つ

い
て
の
議
論
は
一
段
落
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
仏
教
思
想
の
立
場
か
ら
、「
生
へ
の
執
着
」
が
問
題
と
さ
れ
る
一
方
、
臓
器
移
植
で
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し
か
助
か
ら
な
い
（
特
に
若
い
）
人
を
前
に
し
て
、
臓
器
移
植
へ
の
反
対
を
掲
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
立
場
は
依
然
共
通
し
て

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
臓
器
提
供
を
「
菩
薩
行
」（
筆
者
は
「
利
他
行
」
の
方
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
も
考
え
る
が
）
と
し

て
評
価
す
る
立
場
も
存
在
す
る
。

本
論
で
は
、
イ
ン
ド
仏
教
研
究
か
ら
「
仏
教
の
人
間
観
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
論
考
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始
め
、
さ
ら
に
、
こ

れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
脳
死
（
お
よ
び
脳
死
か
ら
の
臓
器
移
植
）
の
議
論
の
中
で
、
特
に
仏
教
研
究
者
の
立
場
か
ら
の
考
察
を
取
り
上

げ
た
い
。
同
時
に
、
生
命
倫
理
な
い
し
生
命
学
と
い
う
立
場
か
ら
脳
死
に
つ
い
て
鋭
い
考
察
を
行
っ
て
い
る
森
岡
正
博
博
士
に
よ
っ
て

取
り
上
げ
ら
れ
た
、「
哲
学
者
か
ら
の
発
信
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
仏
教
思
想
研
究
と
今
日
の
諸
科
学
の
対
話
の
可
能
性
に
つ
い
て

も
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

本
論
の
タ
イ
ト
ル
に
「
人
間
の
欲
望
」
と
い
う
語
を
使
用
し
た
が
、
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
欲
望
に
つ
い

て
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
脳
死
か
ら
の
臓
器
移
植
に
お
い
て
人
間
の
「
生
へ
の
執
着
」
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
近
年
、

研
究
者
倫
理
に
大
き
な
問
題
提
起
を
な
し
た
ST
A
P
細
胞
問
題
を
総
括
し
て
論
じ
、
脳
死
問
題
に
も
言
及
す
る
橳
島
次
郎
博
士
（『
生

命
科
学
の
欲
望
と
倫
理

科
学
と
社
会
の
関
係
を
問
い
な
お
す

』
青
土
社
、
二
〇
一
五
年
）
も
、「
人
間
の
欲
望
」「
科
学
の
欲

望
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
挙
げ
て
お
り
、
古
典
思
想
と
現
代
の
問
題
を
接
続
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
中
村
元
博
士
の
論
じ
る
「
仏
教
の
人
間
観
」

中
村
元
博
士
は
、
日
本
佛
教
学
会
第
三
七
回
学
術
大
会
を
受
け
て
出
版
さ
れ
た
『
仏
教
の
人
間
観
』（
一
九
六
八
年
）
の
中
で
、「
仏

教
に
お
け
る
人
間
観
の
特
徴
」
の
題
で
仏
教
の
人
間
観
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
イ
ン
ド
仏
教
、
特
に
初
期
仏
教
（
原
始
仏
教
）
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の
資
料
を
中
心
と
し
て
、
以
下
の
五
項
目
を
立
て
て
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る(1)。

〔
一
〕
人
間

〔
二
〕
生
け
る
も
の

〔
三
〕
人
間
の
あ
い
だ
の
差
別

〔
四
〕
生
存
領
域

〔
五
〕
人
間
の
た
め
の
教
え

〔
一
〕
で
は
、
仏
教
思
想
全
体
が
「
偉
大
な
人
間
論
の
体
系
」
と
言
い
得
る
一
方
、
初
期
仏
教
（
原
始
仏
教
）
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い

て
、「
人
間
と
は
何
か
」
が
正
面
切
っ
て
論
述
さ
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
中
村
一
九
六
八
：
一
）。
そ
の
上
で
、
人
間
に
関
連
し

て
述
べ
ら
れ
る
語
と
し
て
、「
人
間
」
を
意
味
す
る
パ
ー
リ
語
の
m
anussa
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る(2)。

〔
二
〕
の
「
生
け
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
再
度
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
最
初
に
、
中
村
博
士
が
指
摘
す
る
「
人
間
の
本
質
規
定
」

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

中
村
博
士
は
、
人
間
の
本
質
規
定
と
し
て
二
点
を
挙
げ
る
。
第
一
は
、
人
間
が
死
滅
の
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、「
そ
の
存
在
の
中

に
否
定
の
契
機
を
つ
ね
に
蔵
し
て
い
る
」（
中
村
一
九
六
八
：
四
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、

「
人
間
が
盲
目
的
な
衝
動
に
動
か
さ
れ
て
い
て
、
自
己
に
と
っ
て
快
適
な
も
の
を
追
求
し
、
不
快
適
な
も
の
を
斥
け
る
」（
同
）
と
い
う

点
で
あ
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
、
中
村
博
士
の
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。

「
人
（
jantu）
の
快
楽
は
は
び
こ
る
も
の
で
、
ま
た
愛
執
さ
れ
る
。
実
に
人
々
は
歓
楽
に
ふ
け
り
、
安
楽
を
も
と
め
て
、
生
と
老

と
に
お
も
む
く
。」（
D
hP341、
中
村
一
九
六
八
：
四

五
）

中
村
博
士
は
、「
す
な
わ
ち
人
間
の
苦
悩
の
根
源
を
つ
き
つ
め
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
底
に
は
妄
執
（
タ
ン
ハ
ー
）
が
あ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
を
捨
て
れ
ば
苦
悩
も
な
く
な
る
」（
中
村
一
九
六
八
：
七
）
と
い
う
初
期
仏
教
に
お
け
る
苦
の
克
服
に
つ
い
て
も
言
及
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す
る
が
、
す
べ
て
の
人
間
が
楽
を
求
め
、
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
初
期
仏
教
の
人
間
観
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
人
間
の
欲
に
は
、
生
存
欲
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

「
お
よ
そ
仙
人
や
常
の
人
々
や
王
族
や
バ
ラ
モ
ン
が
こ
の
世
で
広
く
神
々
に
犠
牲
を
捧
げ
た
の
は
、
わ
れ
ら
の
現
在
の
こ
の
よ
う

な
生
存
状
態
（
itthabhāva）
を
希
望
し
て
、
老
衰
に
こ
だ
わ
っ
て
、
犠
牲
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。」（
SN
1044、
中
村
一
九
六

八
：
五
）

こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
生
存
欲
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
破
す
る
の
が
、
初
期
仏
教
の
ひ
と
つ
の
特
徴

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
観
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
時
代
を
超
え
て
有
効
性
を
持
ち
続
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

続
く
〔
三
〕「
人
間
の
あ
い
だ
の
差
別
」
で
は
、
著
名
な
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
一
説
が
引
か
れ
、
仏
教
で
は
、
生
ま
れ
な
が
ら

の
身
分
的
差
別
を
認
め
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る(3)。
そ
し
て
、
道
徳
的
な
品
性
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
卑
し
い

人
、
尊
い
人
の
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
中
村
一
九
六
八
：
一
〇
）。

さ
て
今
、
本
論
で
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
人
間
観
の
変
遷
を
考
察
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
中
村
博
士
に
よ
る
人
間
と
そ
れ
以
外

の
生
物
（
主
に
動
物
）
の
取
り
扱
い
に
着
目
し
て
み
た
い
。
そ
れ
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
る
〔
二
〕
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
冒
頭
で
明
確

に
指
摘
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
イ
ン
ド
人
の
間
に
お
け
る
顕
著
な
傾
向
の
一
つ
と
し
て
人
間
と
動
物
と
を
含
め
て
「
生
け
る
も
の
」
と
い
う
概
念
を
立

て
る
。（
中
村
一
九
六
八
：
二
）

イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
人
間
観
を
考
え
る
場
合
に
、
人
間
と
動
物
を
区
別
し
な
い
視
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
上

で
、
バ
ラ
モ
ン
教
文
献
に
お
い
て
、「
い
の
ち
」
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
prān.a
と
い
い
、「
い
き
も
の
」
の
こ
と
を
prān.in
と
呼

ぶ
こ
と
、
さ
ら
に
、
bhūta
や
jantu
と
い
う
語
に
続
け
て
、
仏
教
に
お
い
て
sattva（
漢
訳
「
衆
生
」「
有
情
」）
の
語
が
最
も
頻
繁

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
中
村
一
九
六
八
：
二
）。
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た
だ
し
、
現
在
か
ら
見
る
と
目
を
引
か
れ
る
の
は
、
引
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
へ
の
中
村
元
博
士
の
評
価
で
あ
る
。
中
村
博
士
は
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
傍
線
は
筆
者
、
以
下
同
様
）。

人
間
を
生
存
者
一
般
と
区
別
し
な
い
で
論
ず
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
し
か
し
結
局
は
実
際
問
題
と
し
て
人
間
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。（
中
村
一
九
六
八
：
三
）

こ
の
説
明
に
続
け
て
、
以
下
に
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
存
在
は
、
必
ず
し
も
人
間
に
限
定
さ

れ
る
と
考
え
な
く
と
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
世
間
（
loka）
は
行
為
に
よ
っ
て
存
在
し
、
人
々
（
pajā）
は
行
為
に
よ
っ
て
存
在
す
る
。
生
き
と
し
生
け
る
者
（
sattā）
は

業
（
行
為
kam
m
a）
に
縛
せ
ら
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
進
み
行
く
車
が
轄
に
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」（
SN
654、

中
村
一
九
六
八
：
三
）

こ
の
訳
文
中
で
「
人
々
」
と
訳
さ
れ
た
pajā
は
、
他
の
箇
所
で
は
、
中
村
博
士
自
ら
に
よ
っ
て
「
生
き
も
の
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る(4)。
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
る
。

人
間
は
他
の
生
存
者
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
は
例
え
ば
牛
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
で
は
区
別
が
な
い
。
人
は
し
ば
し
ば
〈
死
す
べ
き
も
の
〉（
m
acca）
と
よ
ば
れ
て
い
る
。（
中
村
一
九
六
八
：
三
）

こ
の
よ
う
な
言
明
か
ら
、
人
間
を
他
の
生
物
か
ら
区
別
す
る
意
識
が
無
意
識
の
う
ち
に
も
働
い
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、〔
四
〕
の
「
生
存
領
域
」
で
は
、
イ
ン
ド
哲
学
一
般
に
お
い
て
、
生
存
者
は
、
神
々
と
人
間
と
畜
生
（
動
物
）
に
分
類
さ

れ
、
人
間
は
、
神
々
と
等
し
い
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
同
時
に
地
上
的
な
も
の
に
常
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
古
代
の
イ
ン
ド
人
が
切

実
に
感
じ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
仏
教
文
献
に
お
い
て
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
（
動
物
）・
人
間
・
天
上
と
い
う
五
つ
の
生

存
領
域
の
み
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
、
阿
修
羅
を
加
え
た
「
六
つ
の
生
存
領
域
」（
六
道
ま
た
は
六
趣
）
の
観
念
が
登
場
す
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る
と
さ
れ
る
（
中
村
一
九
六
八
：
一
九

二
〇
）。
そ
の
中
で
、
人
間
が
神
よ
り
低
く
、
動
物
（
畜
生
）
よ
り
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、（
神
々
と
獣
と
の
間
に
位
置
す
る
）
人
間
の
中
間
者
的
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
中
村
一
九
六

八
：
二
〇
）。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、「
一
切
衆
生
」
と
い
う
場
合
に
、
そ
こ
に
動
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
同
様
に
、
神
々
が
含
ま
れ
る
こ
と
を

強
調
し
た
解
説
が
な
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

ま
た
仏
教
で
「
一
切
衆
生
」
と
い
う
場
合
に
は
、
神
々
を
も
含
め
て
い
る
。（
中
略
）
神
々
も
ひ
と
び
と
も
欲
望
に
と
ら
わ
れ
て

執
着
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
と
も
に
仏
の
教
を
聞
い
て
解
脱
が
得
ら
れ
る
と
説
く
。

し
た
が
っ
て
仏
教
に
お
い
て
は
、
人
間
の
み
な
ら
ず
、
神
々
や
動
物
を
含
め
て
の
一
切
衆
生
が
宗
教
的
意
義
あ
る
も
の
と
見
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
仏
教
の
説
く
慈
悲
が
、
人
類
を
さ
え
も
超
え
た
全
く
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
り
得
る
。
も
し
も
そ
こ
に
差
別
を
と
ど
め
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
る
べ
き
す
が
た
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
慈
悲
と

は
い
わ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。（
中
村
一
九
六
八
：
二
一
）

さ
ら
に
、
本
論
の
最
後
に
、〔
五
〕
の
「
人
間
の
た
め
の
教
え
」
と
い
う
一
節
が
設
け
ら
れ
、
人
間
の
優
位
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
興
味
深
い
。
そ
こ
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
論
的
に
は
生
存
主
体
と
し
て
の
神
々
や
鳥
獣
に
対
し
て
も
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
問
題
と

し
て
は
人﹅

間﹅

の﹅

た﹅

め﹅

に﹅

道
を
説
い
た
の
で
あ
る
。（
中
村
一
九
六
八
：
二
三
）

こ
こ
で
、
若
干
奇
異
に
も
思
わ
れ
る
の
は
、
仏
教
以
外
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
テ
キ
ス
ト
（『
マ
ヌ
法
典
』
一
・
九
六
）
を
引
い
て
、「
人
間

が
最
も
尊
い
と
い
う
思
想
」
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

生
類
（
bhūta）
の
う
ち
で
は
生
命
あ
る
者
（
prān.in）
が
最
も
勝
れ
て
い
る
。
生
命
あ
る
者
ど
も
の
う
ち
で
は
統
覚
機
能

（
buddhi）
に
よ
っ
て
生
活
す
る
者
が
最
も
勝
れ
て
い
る
。
統
覚
機
能
あ
る
者
ど
も
の
う
ち
で
は
人
間
（
nara）
が
最
も
勝
れ
て
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い
る
。
人
間
ど
も
の
う
ち
で
は
バ
ラ
モ
ン
が
最
も
勝
れ
て
い
る
、
と
（
古
伝
書
に
）
伝
え
ら
れ
て
い
る
。」（
中
村
一
九
六
八
：
二

四
）

続
け
て
、「
人
身
受
け
難
し
」
と
い
う
思
想
が
後
代
の
非
仏
教
文
献
（
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
）
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、

論
考
の
最
終
部
に
お
け
る
中
村
博
士
の
説
明
に
、
当
時
の
研
究
者
が
仏
教
の
人
間
観
を
評
価
す
る
場
合
の
難
し
さ
が
表
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

し
か
し
生
命
あ
る
者
ど
も
の
中
で
人
間
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
人
間
の
独
断
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
客
観

的
に
断
定
で
き
る
根
拠
は
何
も
な
い
。
し
か
し
人
間
が
仏
道
修
行
に
最
も
適
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
い
得
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
原
始
仏
教
の
主
張
は
反
駁
さ
れ
得
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。（
中
村
一
九
六
八
：
二
四
）

以
上
、
中
村
博
士
の
論
考
を
中
心
に
、
仏
教
の
人
間
観
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
か
を
見
て
き
た
。
中
村
博
士
に
よ
り
、
人
間
の

持
つ
「
死
に
向
か
う
存
在
」
と
し
て
の
本
質
、
さ
ら
に
は
「
本
性
的
に
快
楽
や
生
存
を
欲
す
る
」
本
質
は
、
時
代
を
超
え
た
普
遍
性
を

持
つ
指
摘
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
方
、
人
間
を
、
動
植
物
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
は
、
人
間
を
動
植
物
と
同
列
に
扱
う
の
か
、
あ
る
い
は
人
間
を
優
れ
た
存
在
と
捉
え
る
の
か
、
評
価
が
揺
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
、
現
在
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い(5)。

二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
現
在
、
地
球
規
模
で
環
境
問
題
が
深
刻
化
し
、
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
る
中
で
、
西
欧
社
会
に
お
い
て
支
配
的

地
位
を
占
め
る
キ
リ
ス
ト
教
に
そ
の
根
源
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
、
一
九
六
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
機
械
と
神

生
態
学
的
危
機
の
歴
史
的
根
源

』

（
M
achina
ex
D
eo:E
ssays
in
the
D
ynam
ism
ofW
estern
Culture,1968）
に
お
い
て
、
旧
約
聖
書
に
見
ら
れ
る
表
現
に
着
目

し
た
。二

六

神
は
言
っ
た
、「
わ
れ
ら
の
像
に
、
わ
れ
ら
の
姿
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
に
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
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知
の
す
べ
て
の
も
の
、
地
上
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
支
配
さ
せ
よ
う
」。
二
七

神
は
自
分
の
像
に
人
を
創
造
し
た
。
神
の
像
に

こ
れ
を
創
造
し
た
。
彼
ら
を
男
と
女
と
に
創
造
し
た
。
二
八

神
は
彼
ら
を
祝
福
し
て
、
彼
ら
に
言
っ
た
、「
生
め
よ
、
増
え
よ
、

地
に
満
ち
て
、
こ
れ
を
従
わ
せ
よ
。
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
地
を
這
う
す
べ
て
の
生
き
物
を
支
配
せ
よ
」。（
旧
約
聖
書
『
創
世
記
』

第
一
章
二
六

二
八
節
、
荒
井
一
九
九
九
：
一
二
四
に
引
用
）

リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
、
こ
の
旧
約
聖
書
に
表
明
さ
れ
た
文
言
が
、「
ド
ミ
ニ
ウ
ム
・
テ
ラ
エ
（
地
の
支
配
）」
の
思
想
を
生

み
出
し
、
人
間
が
自
然
を
支
配
し
破
壊
す
る
、
人
間
中
心
の
世
界
観
を
作
り
上
げ
た
と
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
荒
井
献
博
士
（
荒
井

一
九
九
九
：
一
二
四
）
の
説
明
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
神
が
自
ら
の
像
に
似
せ
て
人
間
を
創
造
し
て
い
る
限
り
、
人
間
は
他
の
被

造
物
よ
り
神
に
近
く
、
そ
れ
ら
の
上
位
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
神
に
よ
っ
て
人
間
に
他
の
被
造
物
に
対
す
る

「
支
配
」
権
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る(6)。

た
だ
し
、
荒
井
博
士
（
一
九
九
九
：
一
二
四
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
従
わ
せ
る
」（
kābash）
あ
る
い
は
「
支
配
す

る
」（
rādāh）
と
い
う
動
詞
の
解
釈
を
巡
っ
て
は
、
意
見
が
二
分
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
護
教
的
な
立
場
で
は
、
人
間
は
神
か
ら
統
治

を
委
任
さ
れ
、
む
し
ろ
自
然
保
護
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
立
場
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
関
根
清
三
博
士
（
関
根
二
〇
〇
三
）
が
解
釈
し
、
紹
介
す
る
荒
井
博
士
（
一
九
九
九
）
の
立
場
の
よ
う
に
、「
旧

約
の
負
の
遺
産
は
負
の
遺
産
と
し
て
率
直
に
認
め
、
そ
れ
で
も
現
代
の
環
境
倫
理
に
対
し
て
正
の
遺
産
と
な
る
も
の
が
聖
書
に
な
い
か

ど
う
か
を
、
問
い
直
す
」（
関
根
二
〇
一
三
：
一
三
六
）
こ
と
を
目
指
し
、
聖
書
研
究
者
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
ま
ず
率
直
に
受
け
入
れ

る
立
場
を
取
る
研
究
者
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る(7)。
さ
ら
に
、
関
根
博
士
（
二
〇
〇
三
：
一
四
四
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
近
年
で
は

む
し
ろ
「
東
洋
」
に
お
い
て
環
境
破
壊
が
進
ん
で
い
る
事
実
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

先
に
見
た
中
村
博
士
の
初
期
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
分
析
は
網
羅
的
で
あ
り
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
人
間
観
を
考
察
す
る
に
は
十
分
と
言

え
る
ほ
ど
、
豊
富
な
資
料
が
提
供
さ
れ
て
い
る(8)。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
ど
う
読
み
、
ど
う
解
釈
す
る
か
は
、
そ
の
時
代
の
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思
想
や
社
会
状
況
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
近
年
の
例
と
し
て
、
山
本
良
一
博
士
、
竹
村
牧
男
博
士
、
松
長
有
慶
博
士

の
対
論
を
記
録
し
た
『
地
球
環
境
問
題
を
仏
教
に
問
う
』（
二
〇
一
五
年
）
で
、
竹
村
博
士
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
、
た
と
え
ば
人
間
と
動
物
の
間
に
、
必
ず
し
も
決
定
的
な
差
別
を
設
け
な
い
と
か
、
縁
起
と
い
う
考
え
方

の
も
と
す
べ
て
が
関
係
性
の
中
に
あ
る
と
か
、
個
体
と
環
境
は
一
つ
の
世
界
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
か
、
比
較
的
、
人
間
が
自

然
を
支
配
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
、
人
間
の
優
位
性
と
い
う
考
え
方
は
超
え
る
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。

（
山
本
・
竹
村
・
松
長
二
〇
一
五
：
四
四
）

鼎
談
集
で
あ
る
た
め
典
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
村
博
士
が
提
示
す
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
、
竹
村
博
士
の
言
明
は
導
出
可
能
で
あ

る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

現
在
の
私
た
ち
は
、
研
究
者
も
含
め
て
、
仏
教
思
想
に
動
植
物
を
含
め
た
生
態
系
と
の
共
存
、
共
生
を
期
待
す
る
志
向
を
持
つ
に

至
っ
た(9)。
そ
こ
で
描
か
れ
る
「
仏
教
の
人
間
観
」
は
、
縁
起
の
思
想
に
支
え
ら
れ
、
動
植
物
を
含
め
た
環
境
と
の
共
存
を
目
指
す
も
の

と
な
っ
て
い
る(10)。

本
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
人
間
と
は
何
か

人
間
定
義
の
新
次
元
へ

仏
教
か
ら
見
る
「
人
間
」
定
義
の
新
次
元

」
で
あ
る
が
、

同
じ
古
典
を
相
手
と
し
な
が
ら
、
時
代
背
景
に
よ
っ
て
違
っ
た
見
方
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
点
に
、
新
次
元
に
向
け
た
再
解
釈
の
可

能
性
を
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
脳
死
の
議
論
と
人
間
観

日
本
佛
教
学
会
第
三
七
回
学
術
大
会
に
お
い
て
「
仏
教
の
人
間
観
」
が
議
論
さ
れ
て
か
ら
半
世
紀
の
間
に
、
右
に
触
れ
た
環
境
問
題

と
と
も
に
、
私
た
ち
の
「
人
間
観
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
の
ひ
と
つ
に
、「
脳
死
」
の
議
論
が
あ
る
。
脳
死
の
議
論
に
つ
い
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て
は
、
医
療
分
野
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
関
係
者
が
議
論
に
参
加
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
人
文
学
の
立
場
か
ら
優
れ
た

議
論
を
行
っ
て
い
る
の
が
、
森
岡
正
博
博
士
で
あ
る
。
森
岡
博
士
は
、
脳
死
を
「
人
と
人
と
の
関
わ
り
方
」
と
定
義
し
、
独
自
の
鋭
い

分
析
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

森
岡
博
士
は
、『
脳
死
の
人
』（
初
版
一
九
八
九
年
）
の
中
で
、
脳
死
の
議
論
の
歴
史
を
、
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
。

【
第
一
期
】
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
一
九
八
五
年
頃
：
一
九
八
三
年
に
、
厚
生
科
学
研
究
費
に
よ
る
「
脳
死
に
関
す
る
研
究
班
」（
竹
内

班
）
が
発
足
し
、
脳
死
と
い
う
問
題
が
社
会
的
に
注
目
さ
れ
始
め
た
時
期
。

【
第
二
期
】
一
九
八
六
年
頃
か
ら
一
九
八
七
年
頃
：
一
九
八
五
年
十
二
月
に
厚
生
省
竹
内
班
の
脳
死
判
定
基
準
（
竹
内
基
準
）
が
発

表
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
の
時
期
。
立
花
隆
氏
に
代
表
さ
れ
る
。

【
第
三
期
】
一
九
八
八
年
頃
か
ら
一
九
九
七
年
頃
：「
脳
死
」
そ
の
も
の
の
解
明
よ
り
、「
脳
死
」
を
き
っ
か
け
に
し
て
見
え
て
き
た

社
会
の
姿
、
日
本
文
化
の
姿
、
現
代
医
療
の
姿
を
追
求
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
時
期
。
脳

死
に
関
す
る
議
論
が
多
様
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
。

森
岡
博
士
は
、
自
ら
の
著
作
を
第
三
期
の
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
こ
こ
で
は
、
脳
死
の
問
題
は
、
医
学
的
、
法
学
的
な
議
論
か
ら
、
よ

り
広
い
議
論
領
域
に
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
、
次
節
で
検
討
す
る
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
の
「
臓
器
移
植
問
題
検
討
委
員
会
」
の
報
告
（
一
九
九
〇
年
）
も
ま
た
第
三
期
に

含
ま
れ
る
が
、
前
川
健
一
博
士
（
二
〇
一
四
）
が
指
摘
す
る
通
り
、
同
委
員
会
の
成
果
は
、
森
岡
博
士
を
含
め
、
他
の
論
考
に
大
き
な

影
響
は
与
え
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
森
岡
博
士
が
取
り
上
げ
、
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
厳
し
く
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
が
、

梅
原
猛
氏
の
論
考
で
あ
る
。
梅
原
氏
は
、
脳
死
に
関
し
て
多
く
の
論
考
を
残
し
て
い
る
が
、
森
岡
博
士
（
一
九
九
四
）
の
分
析
に
よ
れ

ば
、
一
九
九
〇
年
に
『
文
芸
春
秋
』（
十
二
月
号
）
に
発
表
さ
れ
た
「
脳
死
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徒
は
反
対
す
る

生
命
へ
の
畏
怖
を

忘
れ
た
傲
慢
な
「
脳
死
論
」
を
排
す

」
の
論
考
に
、
主
要
な
考
察
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
本
論
で
は
ま
ず
、
森
岡
博
士
の
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著
作
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
梅
原
氏
の
議
論
に
着
目
し
て
み
た
い
。

梅
原
氏
は
、「
臨
時
脳
死
及
び
臓
器
移
植
調
査
会
」（
脳
死
臨
調
）
の
委
員
を
務
め
、
日
本
の
脳
死
お
よ
び
臓
器
移
植
可
関
連
の
法
整

備
に
も
関
わ
っ
た
研
究
者
で
あ
る
。
梅
原
氏
は
、
脳
死
臨
調
の
委
員
を
引
き
受
け
た
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

脳
死
と
臓
器
移
植
は
人
間
の
生
と
死
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
私
は
哲
学
者
で
あ
る
が
、
哲
学
の
本
来
の
目
的
は
生
と
死
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
脳
死
と
臓
器
移
植
が
人
間
の
死
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
者
に
と
っ
て
、
特

に
約
五
十
年
間
も
っ
ぱ
ら
そ
の
思
索
を
人
間
の
死
に
注
い
だ
哲
学
者
で
あ
る
私
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
私
は
、
こ
の
脳
死
臨
調
を
私
の
哲
学
者
と
し
て
の
試
練
の
場
所
と
し
て
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。（
梅
原
一
九
九

〇
：
三
四
四

三
四
五
）

こ
の
言
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
梅
原
氏
は
脳
死
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
臓
器
移
植
の
問
題
を
、
哲
学
者
の
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
。

梅
原
氏
は
、
脳
死
お
よ
び
臓
器
移
植
の
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
自
ら
指
摘
す
る
よ
う
に
、（
一
）「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徒
」
で
あ
る

哲
学
者
と
し
て
、
論
理
的
一
貫
性
の
も
と
に
問
題
を
扱
お
う
と
す
る
。
同
時
に
、（
二
）
日
本
人
と
し
て
、
神
道
お
よ
び
仏
教
の
伝
統

に
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
森
の
宗
教
」
と
し
て
の
神
道
の
立
場
に
着
目
し
、「
人
間
を
他
の
動
植
物
と
区
別
し
、
他
の

動
物
を
支
配
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ず
、
人
間
の
生
命
も
動
植
物
の
生
命
も
本
来
同
一
な
も
の
で
あ
り
、
永
遠
の
リ
サ

イ
ク
ル
運
動
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
の
宗
教
」（
梅
原
一
九
九
〇
：
三
四
七
）
の
立
場
を
考
慮
す
る
。
最
後
に
、（
三
）
仏
教
思
想

が
日
本
人
に
与
え
た
も
の
と
し
て
、「
平
等
の
精
神
」
並
び
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
自
利
利
他
」
の
思
想
を
挙
げ
る
（
梅

原
一
九
九
〇
：
三
四
七

三
四
八
）。

本
論
で
は
、
森
岡
博
士
の
分
析
を
通
し
て
梅
原
氏
の
考
察
を
見
て
い
き
た
い
。
森
岡
博
士
（
一
九
九
四
：
一
五
四
）
は
、
梅
原
氏
が
、

脳
死
と
臓
器
移
植
を
支
え
る
思
想
と
し
て
、（
一
）
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
（
二
）
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
挙
げ
て
い
る
こ
と

に
着
目
す
る
。
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デ
カ
ル
ト
は
、
精
神
と
物
質
の
二
元
論
を
採
用
す
る
。
人
間
は
、
一
方
で
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
精
神
と
な
り
、
他
方
で
そ

の
身
体
は
物
質
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
梅
原
氏
が
、「
人
間
の
思
惟
が
あ
る
か
ら
人
間
の
存
在
が
あ
り
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は

な
い
と
い
う
の
は
、
人
間
の
思
惟
と
い
う
こ
と
を
世
界
の
中
心
に
お
き
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
存
在
を
考
え
よ
う
と
す
る
近
代
合
理
主
義

の
高
ら
か
な
出
陣
宣
言
で
あ
っ
た
」（
梅
原
一
九
九
〇
：
三
五
四
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
人
間
の
思
惟
を
高
く
評
価
し
、

そ
の
考
察
の
出
発
点
に
据
え
る
。

人
間
の
本
質
を
「
思
惟
す
る
こ
と
」
と
捉
え
る
デ
カ
ル
ト
の
考
え
に
従
え
ば
、
思
惟
で
き
な
く
な
っ
た
人
間
は
、
そ
の
本
質
を
失
う

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
本
質
を
「
思
惟
」
と
見
做
す
と
同
時
に
、
人
間
の
身
体
は
「
物
質
」
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
、

さ
ら
に
は
人
間
の
体
を
任
意
に
交
換
可
能
な
も
の
と
考
え
る
「
人
間
機
械
論
」
が
採
用
さ
れ
る
。
梅
原
氏
は
、
そ
の
点
を
以
下
の
よ
う

に
述
べ
る
（
傍
線
は
筆
者
）。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
思
惟
以
外
の
存
在
は
物
質
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
思
惟
を
も
た
な
い
動
物
や
植
物

の
存
在
は
す
べ
て
物
質
と
な
り
、
死
体
と
同
様
な
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
究
極
の
帰
結
は
、
思
惟
す
る
自
我
の
前
に

立
つ
の
は
、
科
学
と
技
術
に
よ
っ
て
人
間
に
支
配
さ
れ
生
命
を
奪
わ
れ
て
単
な
る
物
質
と
化
し
た
自
然
な
の
で
あ
る
。
近
代
社
会

は
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
近
代
社
会
は
人
間
の
支
配
す
る
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
こ

の
世
界
か
ら
急
速
に
生
き
て
い
る
生
物
が
失
わ
れ
、
そ
の
生
き
て
い
る
生
物
の
座
に
死
ん
だ
物
質
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
や
自

動
車
や
テ
レ
ビ
が
座
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
梅
原
一
九
九
〇
：
三
五
七
）

こ
の
よ
う
な
分
析
か
ら
、
梅
原
氏
が
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
欠
け
た
も
の
と
し
て
指
摘
す
る
点
が
「
生
命
」
と
い
う
視
点
で
あ
っ
た
。
梅
原

氏
は
、
右
の
引
用
に
先
立
っ
て
、「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
い
て
全
く
欠
け
て
い
る
概
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
命
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
は
生
命
と
い
う
観
念
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
死
と
い
う
概
念
も
な
い
」（
梅
原
一
九
九
〇
：

三
五
七
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
生
命
」
と
は
、
梅
原
氏
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
に
始
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ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
経
て
、
実
存
哲
学
に
お
い
て
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
梅
原
氏
の
考
え
る
、
デ
カ

ル
ト
哲
学
に
お
け
る
「
生
命
」
の
欠
如
に
つ
い
て
、
以
下
の
説
明
を
参
照
し
た
い
。

「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
小
さ
な
理
性
を
過
信
し
た
人
間
の
思
い
上
が
り
か
ら
生
じ
た
た
わ
ご
と
で
あ

る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。「
我
」
は
思
惟
す
る
か
ら
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
我
」
は
長
い
生
命
の
発
展
の

帰
結
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
の
背
後
に
は
四
百
万
年
の
人
類
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
ま

た
長
い
猿
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
全
哺
乳
類
の
歴
史
、
全
動
物
の
歴
史
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
背
後
に
は
全
植

物
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
た
背
後
に
は
、
長
い
長
い
地
球
の
歴
史
が
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
長
い
長
い
地
球
の
歴
史
を
背

景
に
し
て
、
生
命
が
生
ま
れ
、
そ
の
生
命
の
発
展
の
帰
結
と
し
て
こ
の
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
る
私
と
い
う
人
間
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
と
え
こ
の
私
が
人
間
と
し
て
思
惟
と
い
う
能
力
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
思
惟
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を

デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
無
条
件
に
賛
美
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。（
梅
原
一
九
九
〇
：
三
五
七

三
五
八
）

こ
こ
で
は
、
思
惟
す
る
存
在
と
し
て
中
心
的
地
位
を
与
え
ら
れ
た
人
間
を
、
長
い
生
命
の
歴
史
の
中
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る(11)。
こ
の
よ
う
に
、
梅
原
氏
が
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
単
に
脳
死
お
よ
び
臓
器
移
植
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、

文
明
論
を
展
開
し
た
点
を
、
森
岡
博
士
は
高
く
評
価
す
る(12)。
梅
原
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

デ
カ
ル
ト
以
来
人
間
は
、
こ
の
思
惟
な
る
も
の
を
他
の
生
物
を
征
服
支
配
す
る
こ
と
に
の
み
使
っ
て
き
た
。
そ
し
て
結
局
、
地
球

環
境
の
破
壊
を
招
い
た
と
す
れ
ば
、
思
惟
へ
の
誇
り
が
か
え
っ
て
人
間
を
破
滅
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
を
破
滅
に
追
い

や
る
よ
う
な
思
惟
が
果
た
し
て
健
全
な
思
惟
で
あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
人
間
は
地
球
の
発
展
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
生
命

の
一
派
生
形
態
で
あ
り
、
そ
の
生
命
は
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
深
く
自
覚
し
、
あ
ら
ゆ
る
他
の

生
命
と
の
共
存
を
は
か
る
哲
学
を
自
分
の
も
の
と
し
な
い
と
、
人
類
の
破
滅
は
必
然
で
あ
ろ
う
。（
梅
原
一
九
九
〇
：
三
五
八
）

こ
の
よ
う
に
し
て
梅
原
氏
は
、
脳
死
の
議
論
か
ら
出
発
し
、
さ
ら
に
は
自
然
破
壊
と
い
っ
た
環
境
問
題
に
ま
で
議
論
を
拡
張
す
る
こ
と
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に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
梅
原
氏
の
脳
死
お
よ
び
臓
器
移
植
の
議
論
に
戻
る
と
、
森
岡
博
士
に
よ
れ
ば
、
梅
原
氏
は
そ
こ
に
、「
死
は
心
臓
死
で
も
脳

死
で
も
よ
い
が
、
脳
死
と
考
え
た
方
が
臓
器
移
植
に
便
利
で
あ
り
、
医
学
も
進
歩
す
る
」
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
結
び
つ
き
、

脳
死
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
、
脳
死
か
ら
の
臓
器
移
植
が
成
立
し
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
森
岡
博
士
は
あ
く
ま
で
、
梅
原
氏
が
、「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
は
「
生
命
」
と
い
う
観
念
が
な
く
、
思
惟
す
る
自
我
の
前
に

立
つ
の
は
単
な
る
物
質
化
し
た
自
然
で
あ
る
」
と
批
判
し
た
点
に
着
目
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
梅
原
氏
が
、
近
代
文
明
批
判
と

と
も
に
脳
死
と
環
境
破
壊
の
問
題
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
を
評
価
す
る
（
森
岡
一
九
九
四
：
一
五
九
）。
そ
し
て
、

梅
原
氏
が
、
近
代
文
明
批
判
に
基
づ
い
て
脳
死
を
認
め
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
一
方
で
、
臓
器
移
植
に
つ
い
て
は
「
菩
薩
行
」
と
い

う
立
場
か
ら
肯
定
し
て
い
る
点
は
、
一
貫
性
の
な
い
も
の
と
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
梅
原
氏
は
臓
器
移
植
に
携
わ
る
者
す
べ
て
が

所
属
す
べ
き
「
菩
薩
協
会
」
の
設
立
を
提
案
す
る
が
、
臓
器
移
植
を
菩
薩
行
と
し
て
捉
え
、
そ
の
も
と
に
す
べ
て
が
容
認
さ
れ
る
こ
と

に
、
森
岡
博
士
は
決
し
て
賛
成
し
な
い
。
森
岡
博
士
が
指
摘
す
る
点
は
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

梅
原
の
論
文
を
繰
り
返
し
読
ん
で
み
て
、
気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
「
臓
器
移
植
が
、
臓
器
を
も
ら
う
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
が
、
希
薄
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。（
森
岡
一
九
九

四
：
一
八
八
）

さ
ら
に
、
森
岡
博
士
の
批
判
が
鋭
い
の
は
、
梅
原
氏
の
論
考
に
、
脳
死
か
ら
の
臓
器
移
植
に
関
わ
る
「（
生
へ
の
）
執
着
」、「
執
着

を
滅
す
る
」
と
い
う
思
想
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
と
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。
森
岡
博
士
が
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
、
仏

教
学
者
が
耳
を
傾
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
当
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
生
に
執
着
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
寿
命
を
す
な
お
に
受
け
取
り
、
残
さ
れ
た
生

を
執
着
を
は
な
れ
て
静
か
に
生
き
切
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
世
界
の
出
来
事
が
無
常
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
、
生
も
死
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も
と
る
に
た
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
と
気
付
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。（
森
岡
一
九
九
四
：
一
七
九
）

森
岡
博
士
は
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

し
か
し
、
原
始
仏
教
の
基
本
教
理
に
た
て
ば
、
快
楽
と
欲
望
を
肯
定
し
、
そ
れ
ら
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
し
よ
う
と
す
る
現
代
文
明

の
根
本
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
臓
器
移
植
や
、
脳
死
の
人
の
身
体
の
実
験
利
用
な
ど
は
、
そ
う
い
う
度
を
過
ぎ
た
欲

望
肯
定
の
悪
い
見
本
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
森
岡
一
九
九
四
：
一
八
一
）

最
後
に
、「
生
命
」
と
い
う
も
の
と
そ
の
捉
え
方
に
も
、
森
岡
博
士
と
梅
原
氏
に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い

（
森
岡
一
九
九
四
：
一
九
〇
）。
梅
原
氏
が
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
い
て
、
長
い
歴
史
の
果
て
に
誕
生
し
た
生
命
へ
の
視
点
の
欠
如
を
見

る
の
に
対
し
、
森
岡
博
士
は
、
人
間
を
含
め
た
生
命
そ
の
も
の
に
、
生
存
欲
を
含
め
た
欲
望
の
存
在
を
見
、
そ
こ
に
問
題
の
根
源
を
見

て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
森
岡
博
士
の
議
論
が
、
梅
原
氏
の
論
考
を
基
礎
に
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
の
「
臓
器
移
植
問
題
検
討
委
員
会
」
の
論
考
を
引
き
な
が
ら
、
仏
教
学
者
の
議
論
を

考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

四
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
「
臓
器
移
植
問
題
検
討
委
員
会
」

日
本
印
度
学
仏
教
学
会
の
「
臓
器
移
植
問
題
検
討
委
員
会
」
に
つ
い
て
は
、
前
川
健
一
博
士
の
「
日
本
仏
教
と
脳
死
・
臓
器
移
植
問

題

論
点
の
整
理
と
提
言

」（
二
〇
一
四
）
を
初
め
と
し
て
、
す
で
に
か
な
り
の
程
度
、
総
括
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、

論
点
を
大
幅
に
限
定
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

現
在
の
仏
教
（
学
）
者
の
脳
死
議
論
を
考
察
し
た
場
合
、
平
川
彰
博
士
が
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
理
事
長
名
で
一
九
九
〇
年
に
寄
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稿
し
た
「
脳
死
と
仏
教
」
の
一
節
が
、
そ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
老
人
は
今
さ
ら
臓
器
移
植
に
よ
っ
て
命
を
長
ら
え
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
し
か
し
自
分
の
子
供
や
孫
が
、
臓
器
移
植

に
よ
ら
ね
ば
助
か
ら
な
い
病
気
に
な
り
、
臓
器
移
植
を
受
け
た
い
と
言
う
場
合
で
も
、
は
た
し
て
そ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
。（
平
川
一
九
九
〇
：
五
二
）

こ
の
言
明
は
、
日
本
生
命
倫
理
学
会
の
学
会
誌
『
生
命
倫
理
』
の
創
刊
号
『
生
命
倫
理
を
問
う
』
に
も
形
を
変
え
て
提
出
さ
れ
て
お
り
、

日
本
仏
教
界
の
議
論
へ
の
影
響
は
、
予
想
以
上
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
般
人
は
臓
器
移
植
に
反
感
を
持
つ
た
め
に
、「
自
分
は
臓
器
移
植
を
し
て
ま
で
も
、
長
生
き
を
し
た
い
と
は
思
わ

な
い
」
な
ど
と
言
う
人
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
重
篤
な
心
臓
病
に
な
っ
て
、
心
臓
移
植
以
外
に
助
か
る
道
が
な
い
人
が
、
こ

の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
人
に
感
銘
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
臓
器
移
植
を
必
要
と
し
な
い
健
康
な
人
が
言
う

の
で
あ
れ
ば
、
心
臓
病
で
苦
し
ん
で
い
る
重
病
人
を
か
え
り
見
な
い
冷
た
い
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
平
川
一
九
九

一
：
三
一
）

仏
教
者
自
ら
は
「
生
へ
の
執
着
」
と
い
う
反
省
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
に
臓
器
移
植
で
し
か
助
か
ら
な
い
（
特
に
若
い
）
人

を
前
に
し
て
、「
生
へ
の
執
着
」
へ
の
反
省
を
強
制
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
ま
で
仏
教
学
者
、
仏
教
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
し

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
木
村
文
輝
博
士
は
、『
生
死
の
仏
教
学
』（
二
〇
〇
七
年
）
で
、
臓
器
移
植
の
問
題
に
対
し
て
、
仏
教
の
立
場
か
ら

は
、
二
者
択
一
的
な
回
答
を
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
人
々
の
、
個
々
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
こ
と
を
目
指
す
べ
き

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
木
村
二
〇
〇
七
：
一
四
八
）。

で
は
こ
こ
で
、「
臓
器
移
植
問
題
検
討
委
員
会
」
に
お
け
る
前
田
恵
学
博
士
の
委
員
長
覚
書
に
着
目
し
て
み
た
い
。

「
足
る
を
知
る
」
と
は
、
仏
教
の
さ
と
り
に
通
ず
る
重
要
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
眼
を
向
け
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
感
謝
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
自
分
が
助
か
る
道
を
求
め
れ
ば
、
他
の
誰
か
助
か
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る
べ
き
人
の
生
き
る
道
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。（
前
田
一
九
九
〇
：
二
九
九
。
前
川
二
〇
一
四
：
一
〇
九
八
に

一
部
引
用
）

後
半
の
言
明
は
実
践
に
生
き
る
仏
教
者
に
向
け
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
が
、「
知
足
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
仏
教
で

は
、
欲
望
を
制
御
す
る
方
法
と
し
て
、「
知
足
」
と
い
う
思
想
を
初
期
仏
教
よ
り
有
し
て
い
る
。
初
期
仏
教
で
は
、
人
間
が
幸
福
を
求

め
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
知
足
の
範
囲
を
ど
の
程
度
に
設
定
す
る
か
と
い
う
点
は
、
個
人
個
人
の
状
況
に
応
じ
て
変
わ

り
う
る
も
の
で
あ
る
。
臓
器
移
植
で
し
か
助
か
ら
な
い
若
い
人
は
、
そ
れ
は
知
足
の
範
囲
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

は
社
会
的
、
倫
理
的
に
、（
変
化
し
う
る
も
の
と
し
て
）
認
め
ら
れ
、
ま
た
制
限
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
欲
望
を

何
ら
か
の
形
で
抑
え
な
が
ら
生
き
長
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
社
会
に
お
い
て
、
覚
書
の
指
摘
す
る
「
知
足
」
の
思
想
は
、
欲
望

を
単
に
肯
定
す
る
の
で
も
否
定
す
る
の
で
も
な
い
。
別
の
価
値
観
を
提
供
す
る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
村
博
士
の
取
り
上
げ
る
初
期
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』）
の
中
に
も
、
知
足
の
精
神
を
述
べ
た
言
葉
を
探
す
こ
と

は
で
き
る
。

「
足
る
こ
と
を
知
り
、
わ
ず
か
の
食
物
で
暮
ら
し
、
雑
務
少
な
く
、
生
活
も
ま
た
質
素
で
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の
感
官
が
静
ま
り
、

聡
明
で
、
高
ぶ
る
こ
と
な
く
、
も
ろ
も
ろ
の
（
ひ
と
の
）
家
で
貪
る
こ
と
が
な
い
。」（
SN
144）

さ
ら
に
、
前
田
博
士
は
、
右
の
「
覚
書
」
で
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

仏
教
は
生
も
死
も
超
え
た
安
ら
ぎ
の
世
界
を
理
想
と
す
る
。
よ
く
死
ね
る
者
は
、
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
。
ま
た

よ
く
生
き
る
も
の
は
よ
く
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
生
死
一
如
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
理
を
さ
と
る
に
は
、

人
は
ま
ず
生
死
の
世
界
を
正
し
く
見
つ
め
て
欲
望
を
抑
制
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
人
間
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
欲
望
を
追
求
し
て
生
き
て
い
る
。
健
康
を
願
い
、
財
産
を
求
め
、
地
位
や
名
誉
を
の
ぞ
む
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を

得
て
も
つ
い
に
満
足
し
な
い
。
最
後
に
は
死
に
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
正
当
な
欲
望
の
追
求
は
、
人
間
の
権
利
で
あ
る
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と
せ
ら
れ
る
が
、
人
間
は
そ
の
あ
く
な
き
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
つ
い
に
欲
望
の
た
め
に
身
を
破

滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ま
や
人
間
の
あ
く
な
き
欲
望
が
、
我
が
身
の
み
な
ら
ず
地
球
を
危
う
く
さ
え
し
て
い
る
。（
前
田
一

九
九
〇
：
三
〇
〇
）

こ
の
言
明
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
仏
教
思
想
の
最
も
重
要
な
指
摘
は
、
人
間
の
欲
望
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
を
教
え
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。

現
在
ま
で
の
半
世
紀
の
間
に
、
人
間
観
は
大
き
く
転
換
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
人
間
存
在
を
特
別
視
せ
ず
、
そ
の
欲
望
を
真
摯
に
見

据
え
る
眼
差
し
が
求
め
ら
れ
た(13)。
人
間
を
動
物
や
植
物
に
対
し
て
特
別
視
し
な
い
見
方
は
、
自
然
へ
の
畏
敬
や
謙
虚
さ
を
教
え
て
く
れ

る
。
ま
た
、「
知
足
」
の
思
想
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
人
間
の
欲
望
を
制
限
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
今
後
の
世
界
で
も
有
効
性
を
持
ち
続
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る(14)。

一
次
文
献

D
hP
D
ham
m
apada,O
skar
von
H
inüber/
K
.R.N
oran
ed.,Pali
T
ext
Society,2003.

SN
Suttanipata,D
ies
A
ndersen/helm
er
Sm
ith
ed.Pali
T
ext
Society,1965.
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文
献

荒
井

献
『
聖
書
の
な
か
の
差
別
と
共
生
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九

木
村
文
輝
『
生
死
の
仏
教
学

「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用

』
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
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木
村
文
輝
「
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
イ
ル
の
射
程

自
己
決
定
権
の
「
自
己
」
と
は
誰
か

」「
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
五
十
九
回
学
術
大

会
：
パ
ネ
ル
発
表
「
現
代
人
の
﹇
い
の
ち
﹈
と
仏
教
」
報
告
」『
禅
研
究
所
紀
要
』
三
七
号
、
二
七
一

二
八
一
、
二
〇
〇
九

関
根
清
三
「
キ
リ
ス
ト
教
と
環
境
」
関
根
清
三
編
『
宗
教
の
倫
理
学
』
丸
善
株
式
会
社
、
二
〇
〇
三

中
村

元
「
仏
教
に
お
け
る
人
間
観
の
特
徴
」
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教
の
人
間
観
』、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八

平
川

彰
「
脳
死
と
仏
教
」『
脳
死
・
尊
厳
死
』（『
仏
教
』
別
冊
四
）
一
九
九
〇

平
川

彰
「
臓
器
移
植
と
生
命
倫
理
」『
生
命
倫
理
一
：
生
命
倫
理
を
問
う
』
日
本
生
命
倫
理
学
会
編
集
委
員
会
編
、
日
本
生
命
倫
理
学
会
、

一
九
九
一

前
川
健
一
「
日
本
仏
教
と
脳
死
・
臓
器
移
植
問
題

論
点
の
整
理
と
提
言

」『
奥
田
聖
應
先
生
頌
寿
記
念
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
集
』
佼

成
出
版
社
、
二
〇
一
四

前
田
恵
学
「
臓
器
移
植
問
題
検
討
委
員
会
の
歩
み
」『
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
』
第
三
九
巻
第
一
号
、
二
九
一

三
〇
一
、
一
九
九
〇

前
田
恵
学
他
「
生
命
倫
理
委
員
会
報
告
」『
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
』
第
四
二
巻
第
一
号
、
三
二
〇

三
六
九
、
一
九
九
三

森
岡
正
博
『
生
命
観
を
問
い
な
お
す

エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
脳
死
ま
で

』
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
四

森
岡
正
博
『
増
補
決
定
版
・
脳
死
の
人

生
命
学
の
視
点
か
ら

』
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
（
初
版
一
九
八
九
年
、
東
京
書
籍
）

山
本
良
一
／
竹
村
牧
男
／
松
長
有
慶
『
地
球
環
境
問
題
を
仏
教
に
問
う

温
暖
化
地
獄
を
仏
教
・
密
教
は
救
え
る
か

』
未
踏
科
学
技
術

協
会
、
二
〇
一
五

註※
本
稿
で
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
等
の
原
語
は
、
引
用
部
分
を
含
め
、
す
べ
て
斜
体
（
イ
タ
リ
ッ
ク
）
で
統
一
し
た
。

(1
)
論
文
で
は
、〔
三
〕
の
項
目
が
ふ
た
つ
存
在
す
る
が
、
二
つ
目
の
〔
三
〕
を
〔
四
〕
と
し
、
以
下
ひ
と
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
た
。

(2
)
m
anussa
の
他
に
、
purisa、
nara（
女
性
形
nārī）、
jana
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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(3
)
「
こ
れ
ら
の
生
類
（
jāti）
に
お
い
て
は
生
れ
に
も
と
づ
く
特
徴
は
い
ろ
い
ろ
異
な
っ
て
い
る
が
、
人
類
の
中
に
は
（
m
anussesu）
そ

の
よ
う
に
生
ま
れ
に
も
と
づ
く
特
徴
が
い
ろ
い
ろ
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」（
SN
六
一
二
、
中
村
一
九
六
八
：
九
）

(4
)
中
村
一
九
六
八
：
二
参
照
。

(5
)
榎
本
文
雄
教
授
よ
り
口
頭
で
、
律
蔵
に
お
い
て
人
間
に
対
す
る
罪
が
動
物
に
対
し
て
の
も
の
よ
り
重
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
教
示
を
受
け
た
。
律
蔵
の
規
定
は
、
実
生
活
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
も
理
解
で
き
る
が
、
詳
し
い
検
討
は
他
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と

し
た
い
。

(6
)
荒
井
博
士
（
一
九
九
九
：
一
二
三
）
は
、
こ
の
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
指
摘
が
、
鈴
木
大
拙
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
促
さ
れ

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(7
)
関
根
清
三
二
〇
〇
三
。

(8
)
た
だ
し
、
現
在
、
脳
死
問
題
な
ど
で
必
要
と
さ
れ
る
人
間
の
本
質
・
本
体
を
問
う
問
題
に
関
し
て
、
五
蘊
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
は
登

場
し
て
い
な
い
。

(9
)
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
に
自
然
と
の
共
生
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
現
代
人
も
、
今
の
時
代
に
影
響
さ
れ

た
見
方
を
無
意
識
の
う
ち
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(10
)
な
お
、
本
論
で
は
、
仏
教
で
説
か
れ
る
「
縁
起
」
に
つ
い
て
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
仏
教
思

想
に
お
け
る
「
縁
起
」
を
文
献
に
即
し
て
捉
え
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
木
村
二
〇
〇
九
・
二
七
八

（
注
六
）
を
参
照
。

(11
)
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
生
命
」
が
、
森
岡
博
士
の
理
解
す
る
生
命
と
は
内
容
を
異
に
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
森
岡
一
九
九

四
：
一
八
九

一
九
〇
参
照
。

(12
)
森
岡
博
士
一
九
九
四
：
一
五
六

一
五
七
が
指
摘
す
る
通
り
、
脳
死
及
び
臓
器
移
植
の
議
論
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
を

最
初
に
批
判
し
た
の
は
梅
原
氏
で
は
な
い
。
し
か
し
、
心
身
二
元
論
の
批
判
を
超
え
て
、
大
き
く
文
明
論
を
展
開
し
た
点
を
、
森
岡
博
士

は
評
価
し
て
い
る
。
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(13
)
脳
死
問
題
に
も
言
及
す
る
橳
島
次
郎
博
士
（『
生
命
科
学
の
欲
望
と
倫
理
』）
も
、「
人
間
の
欲
望
」「
科
学
の
欲
望
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に

挙
げ
て
い
る
。
人
間
に
は
真
実
を
知
る
欲
望
も
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(14
)
な
お
、
上
述
の
木
村
博
士
（
二
〇
〇
七
）
と
前
川
博
士
（
二
〇
一
四
）
の
争
点
と
し
て
、
仏
教
者
は
（
自
ら
が
属
す
る
）
特
定
の
宗
派

を
離
れ
て
議
論
す
べ
き
か
（
木
村
）、
あ
る
い
は
、
そ
の
中
で
こ
そ
議
論
す
べ
き
か
（
前
川
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
仏
教
者
と
し
て
は

看
過
で
き
な
い
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
別
の
機
会
に
考
察
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

イ
ン
ド
仏
教
、
生
命
倫
理
、
環
境
問
題
、
脳
死
と
臓
器
移
植
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現代社会における人間の欲望（石田尚敬）


