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現
代
文
明
と
欲
望
論

　

─
仏
教
幸
福
論
の
視
座
か
ら

川
田　

洋
一

〔
１
〕現
代
文
明
の
病
弊

　

地
球
温
暖
化
現
象
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
緑
の
惑
星
〝
ガ
イ

ヤ
＂が
病
ん
で
い
る
。

　

オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
、
森
林
、
特
に
熱
帯
雨
林
の
減
少
と
砂
漠

化
の
進
行
、
脅
か
さ
れ
る
生
物
種
の
多
様
性
、
水
質
汚
染
、
海

洋
汚
染
、
河
川
の
富
栄
養
化
、
山
積
す
る
廃
棄
物
の
問
題
等
が
、

地
球
温
暖
化
、
異
常
気
象
と
相
互
に
連
関
し
つ
つ
、
地
球
生
態

系
を
破
綻
へ
と
追
い
込
も
う
と
し
て
い
る
。

　

人
類
を
含
ん
だ
地
球
上
の
﹁
生
き
と
し
生
け
る
も
の
﹂
の
相
互

連
関
の
糸
が
、い
た
る
と
こ
ろ
で
分
断
さ
れ
、自
然
生
態
系
の〝
ガ

イ
ヤ
＂
と
し
て
の
働
き
が
、
著
し
く
傷
つ
け
ら
れ
、
い
た
る
と
こ

ろ
で
再
生
を
困
難
に
す
る
領
域
に
ま
で
、
至
り
か
ね
な
い
状
況

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
現
代
の
文
明
社
会
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
病

弊
に
つ
い
て
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士
は
、﹁
消
耗
性
疾
患
﹂

と
い
わ
れ
、
そ
の
原
因
は
﹁
浪
費
﹂
に
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
の
﹁
消
耗
性
疾
患
﹂
の
治
療
法
と
し
て
、﹁
効
率
革
命
﹂
を
主
張

さ
れ
、
著
書
﹃
フ
ァ
ク
タ
ー
４
﹄
の
な
か
で
も
、
具
体
的
治
療
法

と
し
て
五
十
の
事
例
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
、
こ
れ
ら

の
事
例
は
、
改
良
さ
れ
、
増
加
し
て
い
く
も
の
と
大
い
に
期
待

し
て
い
る
。
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し
か
し
、
博
士
は
、﹁
エ
コ
効
率
革
命
﹂を﹁
時
間
の
節
約
﹂﹁
時

間
か
せ
ぎ
﹂と
表
現
さ
れ
、
そ
の
間
に﹁
文
明
の
著
し
い
進
歩
﹂を

切
望
さ
れ
て
い
る
。

　

本
論
は
、﹁
文
明
の
進
歩
﹂
に
関
し
て
、
仏
教
が
い
か
な
る
貢

献
を
な
し
う
る
か
を
、
欲
望
論
、
幸
福
論
の
視
座
か
ら
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士
は
、
現
代
文
明
の
本
質
と
そ
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
、
次
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。

﹁
経
済
学
に
支
配
さ
れ
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
間
学
の

も
と
に
あ
る
現
代
世
界
で
は
、
利
己
主
義
が
活
況
を
呈
し

て
い
る
。
現
実
主
義
者
と
自
称
す
る
人
は
皆
、
自
分
の
生

活
体
験
を
た
え
ず
他
人
の
利
己
主
義
よ
り
め
だ
た
せ
よ
う

と
す
るあ
﹂︵﹃
フ
ァ
ク
タ
ー
４
﹄︶

﹁
私
た
ち
が
示
唆
を
得
た
経
済
学
者
Ｇ
・
シ
ェ
ル
ホ
ル
ン
が

あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
の
多
い
典
型
的
な

西
洋
的
人
間
学
が
﹃
飽
く
こ
と
の
な
い
欲
求
の
定
理
﹄
と
い

う
経
済
学
の
基
礎
で
あ
る
。
表
面
的
で
は
あ
っ
て
も
す
ぐ

に
満
た
さ
れ
る
べ
き
欲
求
が
非
物
質
的
欲
求
の
成
熟
と
充

足
に
優
先
す
る
。
こ
の
優
先
順
位
は
西
洋
文
明
の
中
で
生

ま
れ
た
も
の
な
の
だい
﹂︵﹃
フ
ァ
ク
タ
ー
４
﹄︶

　

こ
こ
に
い
わ
れ
る
典
型
的
な
西
洋
的
人
間
学
と
は
、
人
間
を

本
質
的
に
利
己
主
義
者
と
見
な
す
人
間
観
で
あ
り
、
現
代
経
済

学
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
観
を
基
盤
と
し
て
、
利
己
主
義
か
ら

発
す
る
﹁
飽
く
こ
と
の
な
い
欲
求
﹂
の
充
足
を
促
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
博
士
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
経
済
学
と
欲
望

論
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
て
い
る
。

﹁
し
か
し
、
欲
求
の
充
足
は
物
と
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
に
よ
る

と
仮
定
す
る
こ
と
は
、
実
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
単
純
化
で
あ

る
。
実
際
に
私
た
ち
が
真
の
充
足
感
を
抱
く
の
は
、
む
し

ろ
親
し
い
人
々
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
な
ん
ら
か
の
実
現

の
た
め
に
働
い
て
、
や
り
が
い
の
あ
る
将
来
へ
の
希
望
を

呼
び
覚
ま
す
こ
と
、
友
情
、
愛
、
公
正
さ
、
知
識
な
ど
で

あ
る
。
ど
ん
な
宗
教
や
文
化
も
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い

た
は
ず
だう
﹂︵﹃
フ
ァ
ク
タ
ー
４
﹄︶

　

仏
教
も
、
世
界
宗
教
の
一
つ
と
し
て
、
他
の
偉
大
な
る
宗
教

と
と
も
に
、﹁
非
物
質
的
欲
求
﹂
を
重
視
し
、
そ
の
内
実
を
包
括
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し
た
立
場
か
ら
、
欲
望
論
と
幸
福
論
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、︹
２
︺
以
後
に
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
現
代

経
済
学
と
欲
望
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

　

暉て
る
お
か峻
淑い
つ

子こ

氏
は
、
西
ド
イ
ツ︵
当
時
︶で
の
体
験
等
か
ら
、
一
九

八
〇
年
代
後
半
の
、
バ
ブ
ル
の
ピ
ー
ク
に
あ
っ
た
日
本
を
見
ら

れ
て
、
真
の
﹁
豊
か
さ
﹂
に
つ
い
て
の
著
書
﹃
豊
か
さ
と
は
何
か
﹄

を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
経
済
学
と
欲
望
論
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

﹁
生
産
は
、
昔
は
、
飢
え
に
対
す
る
食
物
、
寒
さ
に
対
す
る

衣
服
、
家
の
な
い
人
へ
の
住
宅
等
を
意
味
し
て
い
た
。
し

か
し
い
ま
は
、
い
っ
そ
う
ぜ
い
た
く
な
、
あ
る
意
味
で
は

不
道
徳
で
危
険
な
欲
望
を
作
り
出
す
も
の
に
変
化
し
て
い

る
。
数
多
く
の
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
製
品
が
な
ぜ
必
要

か
。
欲
望
を
か
き
た
て
る
た
め
の
あ
く
ど
い
宣
伝
や
売
り

こ
み
が
な
ぜ
必
要
か
。
疑
っ
て
い
る
経
済
学
者
は
少
な
く

な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
﹃
よ
り
多
く
を
欲
す
る
の
が
人

間
性
だ
﹄︵
中
略
︶等
の
反
論
が
で
て
く
るえ
﹂

　

暉
峻
氏
は
、
宣
伝
や
見
栄
や
販
売
術
に
よ
っ
て
あ
や
つ
ら
れ

た
欲
望
を
﹁
か
き
た
て
ら
れ
た
欲
望
﹂
と
さ
れ
、
一
方
、
か
き
た

て
ら
れ
た
消
費
で
は
な
く
、﹁
自
主
的
に
決
定
さ
れ
た
欲
望
﹂
へ

の
転
換
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
現
代
の
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
社
会
を
さ
さ

え
る
経
済
学
の
消
費
需
要
の
理
論
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

お
ら
れ
る
。

﹁
一
．
欲
望
が
充
足
さ
れ
て
も
、
欲
望
は
減
退
し
な
い
。
肉

体
的
欲
望
の
次
に
は
心
理
的
欲
望
が
あ
り
、
心
理
的
欲
望

に
は
限
り
が
な
い
。
ま
た
欲
望
充
足
を
﹃
証
明
す
る
こ
と
﹄

は
難
し
い
。
充
足
と
い
う
概
念
は
、
経
済
学
に
は
存
在
し

な
い
。

　

二
．
欲
望
は
消
費
者
の
個
性
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
欲
望
が
ど
う
し
て
生
じ
た
か
に
は
、
経
済
学
者
は
か

か
わ
ら
な
い
。
経
済
学
者
は
、
精
神
状
態
の
あ
ら
わ
れ
を

研
究
す
る
の
で
あ
っ
て
、
精
神
状
態
そ
れ
自
体
を
研
究
す

る
の
で
は
な
いお
﹂

　

こ
の
よ
う
な
経
済
学
の
消
費
需
要
の
理
論
に
対
し
て
、
仏
教

は
、
ど
の
よ
う
な
欲
望
論
を
提
示
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
は

た
し
て
欲
望
は
限
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
欲
望



162

充
足
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
学
者
が
、﹁
か
か
わ

ら
な
い
﹂
と
い
う
欲
望
の
源
泉
に
つ
い
て
、
仏
教
は
、
い
か
に
関

わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　　

ま
ず
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
暉
峻
氏
の
い
う
﹁
か
き
た
て
ら
れ

た
欲
望
﹂
を
貪
欲
と
表
現
し
て
い
る
。
貪
欲
は
、
煩
悩
の
一
つ
で

あ
り
、
自
他
を
破
滅
に
追
い
こ
ん
で
ま
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
、

生
命
の
内
奥
か
ら
突
き
上
げ
て
く
る
衝
動
を
さ
し
て
い
る
。
仏

教
に
よ
れ
ば
、
こ
の
貪
欲
は
激
化
し
て
く
る
と
、
モ
ノ
と
カ
ネ

へ
の
執
着
か
ら
、
他
者
へ
の
﹁
慳
︵
も
の
お
し
み
︶﹂﹁
誑
︵
た
ぶ
ら
か

し
︶﹂、
そ
し
て﹁
覆︵
罪
過
を
か
く
す
︶﹂や﹁
諂︵
へ
つ
ら
い
︶﹂等
の
随

煩
悩
を
引
き
起
こ
し
て
く
る
と
い
う
。
不
道
徳
で
危
険
な
欲
望

で
あ
る
。
釈
尊
が
生
き
た
時
代
は
、
ほ
ぼ
紀
元
前
五
世
紀
頃
と

さ
れ
る
イ
ン
ド
で
あ
る
が
、
仏
教
は
、
す
べ
て
の
人
間
生
命
の

内
奥
に
、
貪
欲
等
の
人
間
を
破
滅
に
導
く
煩
悩
を
見
出
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
煩
悩
の
発
現
は
、
二
十
一
世
紀
の
今

日
の
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
社
会
に
お
い
て
は
、
宣
伝
、

販
売
術
等
の
欲
望
を
か
り
た
て
る
方
法
の
巧
妙
さ
に
よ
っ
て
、

ま
す
ま
す
増
大
し
、
激
化
し
、
衝
突
を
く
り
返
し
て
い
る
。

　

そ
れ
故
に
、
釈
尊
は
、
次
の
よ
う
に
、
快
楽
主
義
で
は
な
い

真
の
幸
福
の
道
を
さ
し
示
し
て
い
る
。

﹁
世
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
破
滅
の
あ
る
こ
と
を
考
察
し

て
、
賢
者
・
す
ぐ
れ
た
人
は
真
理
を
見
て
、
幸
せ
な
世
界

を
体
得
す
るか
﹂︵
１
１
５
︶

　

釈
尊
の
言
説
に
従
っ
て
、
破
滅
を
引
き
起
こ
す
貪
欲
等
の
煩

悩
の
源
泉
を
洞
察
し
て
、
さ
ら
に
賢
者
の
見
る
﹁
真
理
﹂
と
は
何

か
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

〔
２
〕仏
教
の
欲
望
論

　

釈
尊
の
菩
提
樹
下
の
悟
り
の
体
験
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
広
大

な
る
人
間
生
命
の
内
奥
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
大
乗
仏
教
の
一

つ
に
、
唯
識
学
派
が
あ
る
。
こ
の
学
派
に
よ
る
と
、
貪
欲
等
の

煩
悩
の
源
泉
は
、
人
間
心
理
の
深
層
意
識
︵
無
意
識
層
︶
に
あ
る
と

す
る
。﹁
か
き
た
て
ら
れ
た
欲
望
﹂︵
つ
ま
り
貪
欲
︶
と
は
、
深
層
心

理
か
ら
引
き
ず
り
出
さ
れ
る
衝
動
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
仏
教
の
欲
望
論
に
入
る
前
に
、
欲
望
に
関
わ
る

言
葉
の
整
理
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、﹁
貪
欲
﹂と﹁
欲

望
﹂の
区
別
で
あ
る
。﹁
貪
欲
﹂と
は
、
モ
ノ
と
カ
ネ
と
い
う
物
質
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的
欲
望
、
権
力
欲
、
名
声
欲
、
名
誉
欲
等
の
心
理
的
欲
望
へ
の

執
着
か
ら
、
一
時
の
快
楽
主
義
に
走
り
、
そ
の
結
果
、
自
他
を

破
滅
に
追
い
こ
ん
で
も
、
な
お
、
自
己
自
身
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
衝
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、

今
日
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消
費
社
会
に
お
い
て
、
生
命
内
奥
か
ら

引
き
ず
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ

ッ
カ
ー
博
士
の
い
う
﹁
物
質
的
欲
望
﹂
で
あ
り
、
暉
峻
氏
の
い
う

﹁
か
き
た
て
ら
れ
た
欲
望
﹂で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
性
質
の
欲
望

─
貪
欲
に
関
し
て
い
え
ば
、﹁
欲

望
に
限
り
は
な
く
、
充
足
を
証
明
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
﹂
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
の
本
来
的
な
欲
望
、
理
性
、

良
心
や
大
宇
宙
の
﹁
真
理
﹂
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
、
人
間
の

幸
福
へ
の
道
を
開
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
﹁
欲
望
﹂
に
つ
い
て

は
、
経
済
学
の
示
す
、
こ
れ
ら
の
欲
望
の
性
質
は
、
当
て
は
ま

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
章
で
、
マ

ズ
ロ
ー
の
欲
望
階
層
説
を
使
い
な
が
ら
、
論
証
し
て
い
き
た
い
。

　

人
間
本
来
の
欲
望
と
は
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士
の
い
う

﹁
非
物
質
的
欲
望
﹂
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
暉
峻
氏
の
い

う﹁
自
主
的
に
決
定
さ
れ
た
欲
望
﹂で
あ
る
。
仏
教
の
欲
望
論
は
、

快
楽
主
義
の
は
て
に﹁
破
滅
﹂に
追
い
込
む﹁
貪
欲
﹂の
源
泉
を
見

出
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
、
真
実
の
幸
福

─
こ
れ
は
真
実
の
﹁
豊

か
さ
﹂で
あ
る
が

─
へ
と
導
く﹁
欲
望
﹂へ
の
質
的
転
換
、
昇
華

へ
の
道
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
欲
望
論

か
ら
幸
福
論
へ
の
道
で
あ
る
。

　

さ
て
、
唯
識
学
派
に
よ
る
と
、
人
間
の
意
識︵
表
層
心
理
︶
の
内

面
に
は
、
根
源
的
自
我
意
識
と
し
て
の
深
層
領
域
が
あ
り
、
こ

れ
を
﹁
末ま

な那
識し
き

﹂
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
領
域
に
、

一
方
で
は
根
本
的
な
四
煩
悩
を
説
き
、
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
源
泉

と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
他
方
で
は
、
こ
れ
ら
の
煩
悩
を
打
ち

破
る
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
菩
提
即
ち
善
心
と
し
て
説
く
の
で
あ

る
。

　

残
念
な
が
ら
、
現
在
の
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
多
消
費
社
会

は
、
末ま

な那
識し

き

領
域
の
四
煩
悩
を
触
発
し
、
引
き
ず
り
出
し
て
や

ま
な
い
の
で
あ
る
。
四
煩
悩
の
向
か
う
対
象
は
、
物
質
的
欲
望

と
名
誉
欲
、
権
力
欲
、
名
声
欲
等
の
社
会
的
、
心
理
的
欲
望
で

あ
る
。
末
那
識
と
い
う
根
源
的
自
我
意
識
を
汚
染
す
る
四
煩
悩

と
は
、
我
愛
、
我
慢
、
我
見
、
そ
し
て
我
痴
で
あ
る
と
い
う
。

　

四
煩
悩
の
基
盤
は
我
痴
で
あ
る
。
我
痴
と
は
、
仏
教
的
に
は
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無
明
と
同
義
で
あ
り
、
大
宇
宙
と
生
命
の﹁
真
理
﹂︵
明
︶へ
の
無
知

で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
大
宇
宙
と
生
命
の﹁
真
理
﹂を〝
縁
起
の
法
＂

と
し
て
説
い
て
い
る
。
こ
の
現
象
界
の
す
べ
て
の
存
在
は
、
関

連
し
あ
い
、
相
い
資
け
あ
っ
て
、
創
造
的
進
化
を
織
り
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宇
宙
と
生
命
の
真
実
の
あ
り
方

︵
実
相
︶に
無
知︵
無
明
︶で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
現
象
界
に
張

り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
﹁
縁
起
﹂
の
糸
を
、
自
ら
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
為

に
切
断
し
、
創
造
的
進
化
を
破
壊
し
、
破
滅
に
追
い
こ
も
う
と

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
生
命
内
奥
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

衝
動
を
我
痴︵
無
明
︶と
し
て
と
ら
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士
の
、
西
洋
人
間
学
に
お
け
る
利
己

主
義
の
指
摘
は
、
仏
教
に
お
け
る﹁
末
那
識
﹂次
元
で
の
我
痴︵
無

明
︶
の
発
現
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
我
痴
︵
無
明
︶
は
、
末
那
識

と
い
う
深
層
次
元
の
衝
動
で
あ
る
故
に
、
そ
の
根
源
的
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
自
覚
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
。

　

こ
の
我
痴︵
無
明
︶の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
発
動
し
て﹁
我
愛
﹂︵
貪
欲
︶

と
な
る
と
、
他
者
と
の
連
関
の
糸
を
切
断
し
、
他
者
を
苦
悩
に

追
い
こ
ん
で
も
、
自
ら
の
欲
望
を
か
な
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
貪
欲
に
は
、
限
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
貪
欲
化
し
や

す
い
欲
望
が
、
モ
ノ
と
カ
ネ
に
執
着
す
る
欲
望
で
あ
り
、
さ
ら

に
権
力
や
名
誉
、
名
声
に
向
か
う
衝
動
で
あ
る
。

　

そ
の
﹁
我
愛
﹂
は
、
欲
求
不
満
を
抱
き
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も

増
大
し
て
や
ま
な
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
者
と

比
較
し
て
、
優
越
感
に
ひ
た
り
、
差
別
心
を
引
き
起
こ
し
て
く

る
の
が﹁
我
慢
﹂で
あ
る
。﹁
我
慢
﹂も
、
自
と
他
を
切
り
離
し
て
、

そ
こ
に
﹁
差
別
﹂
の
壁
を
も
う
け
、
比
較
し
て
、
優
越
感
に
ひ
た

る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
劣
等
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
も

な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
貪
欲
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
突
破
し
よ
う
の
な

い
壁
に
突
き
当
た
る
と
、﹁
瞋し

ん

恚に

﹂
と
い
う
煩
悩
が
生
じ
て
く
る

と
い
う
。
瞋
恚
と
は
、
怨
念
、
恨
み
と
な
り
、
そ
れ
が
激
す
る
と
、

自
ら
悩
み
な
が
ら
嫉
妬
を
引
き
起
こ
す
。
そ
し
て
、最
後
に
、﹁
害
﹂

と
い
う
暴
力
性
に
走
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
我
愛
﹂︵
貪
欲
︶

は
、
そ
の
欲
求
が
か
な
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
不
満
を

抱
き
つ
つ
も
拡
大
し
つ
づ
け
、﹁
我
慢
﹂
と
い
う
差
別
化
を
引
き

起
こ
し
、
欲
求
の
充
足
が
不
可
能
と
な
る
と
、
瞋
恚
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
化
し
て
、
暴
力
性
、
攻
撃
性
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
貪
欲
や
慢
心
、
差
別
心
や
怨
念
を
か
り
た
て
る
の
が
、

﹁
我
見
﹂で
あ
る
。

　

今
日
の
﹁
か
き
た
て
ら
れ
た
欲
望
﹂
を
生
命
内
奥
か
ら
引
き
ず

り
だ
し
て
い
る
の
は
、﹁
不
道
徳
﹂
に
し
て
﹁
危
険
性
﹂
さ
え
も
は

ら
む
広
告
、
宣
伝
で
あ
り
、
あ
る
種
の
テ
レ
ビ
の
映
像
で
あ
る
。

貪
欲
や
瞋
恚
、暴
力
性
、攻
撃
性
を
引
き
ず
り
出
す
広
告
や
宣
伝
、

映
像
は
、
人
間
心
理
に
内
在
化
さ
れ
て
﹁
悪
見
﹂
と
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
人
々
は
、
ま
す
ま
す
﹁
悪
見
﹂
に
そ
ま
っ
て
、
倫

理
性
を
失
い
、
暴
力
性
、
貪
欲
性
を
増
し
て
根
源
的
利
己
主
義

を
強
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
貪
欲
や
差
別
心
や
攻
撃
性
の
基
盤
に
あ
る﹁
我
痴
﹂

︵
無
明
︶は
、﹁
悪
見
﹂に
触
発
さ
れ
て
、
ま
す
ま
す
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を

強
め
つ
つ
、
他
者
と
の
関
連
性
を
切
断
し
、
あ
ら
ゆ
る
エ
ゴ
イ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
煩
悩
を
と
り
こ
に
し
て
、
自
他
の
破
壊
へ
と
向

か
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な﹁
我
痴
﹂︵
無
明
︶か
ら
貪
欲
、
差
別

心
、
攻
撃
性
、
悪
見
へ
、
そ
し
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
強
化
へ
と
い

う
﹁
煩
悩
の
悪
循
環
﹂
を
、
ど
こ
か
で
何
ら
か
の
方
法
で
転
換
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
転
換
の
カ
ギ
と
な
る
の
が
、﹁
末
那
識
﹂
次
元
か
ら
意
識

の
表
層
へ
と
発
現
し
て
く
る
善
心
︵
菩
提
︶
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、

善
心
と
し
て
、
縁
起
、
共
生
の
智
慧
、
自
他
と
も
の
幸
福
を
め

ざ
す
慈
悲
︵
抜
苦
与
楽
︶
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
不
貪
と
い
う
貪
欲
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
、
不
瞋
即
ち
非
暴
力
、
根
源
的
信
、
感
謝
、

知
恩
、
平
等
心
、
友
情
、
誠
実
さ
、
勇
気
、
希
望
等
を
洞
察
し

て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
善
心
を
強
力
に
顕
現

さ
せ
、〝
煩
悩︵
悪
心
︶の
循
環
＂を
打
破
り
、〝
善︵
菩
提
︶の
循
環
＂

へ
と
転
換
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
一

つ
の
手
が
か
り
を
、
マ
ズ
ロ
ー
の
﹁
欲
求
の
階
層
説
﹂
に
求
め
た

い
の
で
あ
る
。

〔
３
〕マ
ズ
ロ
ー
の「
欲
求
の
階
層
説
」を
め
ぐ
っ
て

　

マ
ズ
ロ
ー
は
、
健
全
な
人
間
の
内
的
に
発
動
し
て
く
る
欲
求

を
、
段
階
的
に
示
し
、﹁
欲
求
の
階
層
説き
﹂
を
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
間
成
熟
の
プ
ロ
セ
ス
で
起
き
て
く
る
種
々
の
欲
求

を
段
階
的
に
整
理
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
生
理
的
欲
求
で
あ
る
。
人
間
が
生
物
的
存
在
と
し

て
生
き
る
た
め
の
最
低
限
の
本
能
的
欲
求
で
あ
る
。
こ
の
生
存
・

生
理
の
欲
求
は
、
食
糧
、
水
、
衣
服
、
睡
眠
、
休
息
の
場
と
し
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て
の
住
居
の
保
障
等
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、欠
乏
、貧
困
、

飢
餓
か
ら
の
自
由
が
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
の
﹁
基

本
的
ニ
ー
ズ
﹂で
あ
る
。

　

第
二
は
、
安
全
、
安
定
の
欲
求
で
あ
る
。
誰
か
ら
も
脅
か
さ

れ
ず
、
安
心
し
て
生
き
て
い
け
る
欲
求
で
あ
る
。
国
家
の
レ
ベ

ル
で
い
え
ば
、
国
民
の
安
全
に
生
き
る
権
利
で
あ
る
。
医
療
、

保
健
の
保
障
、
病
気
か
ら
の
自
由
、
恐
怖
︵
暴
力
や
テ
ロ
︶
か
ら
の

自
由
、
犯
罪
か
ら
の
自
由
、
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
対
策
、
危
機
管
理
、

イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
に
よ
る
﹁
安
全
に
生
き
る
権
利
﹂
へ
の
欲
求

で
あ
る
。
こ
の
欲
求
も
、
基
本
的
ニ
ー
ズ
に
含
ま
れ
る
。

　

第
三
は
、
所
属
の
欲
求
と
承
認
の
欲
求
で
あ
る
。
社
会
参
加

へ
の
欲
求
で
あ
る
。
あ
る
集
団
に
属
し
て
い
た
い
と
い
う
欲
求

と
、
他
者
か
ら
認
め
ら
れ
、
愛
情
を
か
け
ら
れ
た
い
と
い
う
欲

求
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
基
礎
教
育
へ
の
権
利
欲
求
、
公
共
福
祉
、

経
済
的
自
立
の
欲
求
等
も
含
ま
れ
る
。

　

第
四
は
、
自
尊
・
尊
厳
欲
求
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
尊
厳
性

に
目
覚
め
、
誇
り
を
も
ち
、
自
己
を
承
認
し
つ
つ
、
基
本
的
権

利
を
主
張
す
る
段
階
で
あ
る
。
一
人
の
人
間
と
し
て
社
会
的
自

立
を
め
ざ
し
、
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
人
生
へ
の
欲
求
で
あ
る
。

次
の
段
階
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
見
れ
ば
、
就
労
や
社
会
参
加

へ
の
機
会
の
創
出
が
必
須
と
な
る
。

　

マ
ズ
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
つ
の
欲
求
は
、
人
間
と
し
て

の
基
本
的
欲
求
で
あ
る
。
地
球
上
の
す
べ
て
の
人
々
が
、
か
な

え
る
べ
き
欲
求
で
あ
り
、
社
会
は
、
こ
れ
ら
の
欲
求
が
か
な
え

ら
れ
る
よ
う
な
条
件
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
、
民
族
、
社
会
や
国
連
並
び
に
国
際
機
関
、
企
業
、
そ
し

て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
が
協
力
し
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
々
の

基
本
的
条
件
の
充
足
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、

基
本
的
ニ
ー
ズ
と
し
て
の
食
糧
、
水
、
住
居
や
医
療
、
健
康
、

教
育
を
含
む
、
第
一
の
生
理
的
欲
求
、
第
二
の
安
全
・
安
定
へ

の
欲
求
、
そ
し
て
、
社
会
的
関
係
へ
と
進
ん
で
い
く
教
育
、
経

済
を
含
む
第
三
の
所
属
と
承
認
の
欲
求
は
、
き
わ
め
て
重
要
な

人
間
と
し
て
の
欲
求
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、﹁
人
間
の
安
全
保
障
﹂

の
概
念
に
相
当
す
る
欲
求
で
あ
る
。
そ
の
上
に
第
四
の
自
尊
・

尊
厳
の
欲
求
が
あ
り
、
誇
り
を
も
っ
て
自
由
意
志
で
人
生
を
歩

ん
で
い
け
る
段
階
に
入
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ズ
ロ
ー
は
、
こ
の
四
つ
の
段
階
は
、
低
次
の
欲
求
が
満
た

さ
れ
る
と
、
よ
り
高
次
の
欲
求
へ
と
段
階
的
に
進
ん
で
い
け
る
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と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、第
一
の
生
理
的
欲
求
が
整
っ
て
、

第
二
の
安
全
の
欲
求
が
か
な
え
ら
れ
る
段
階
に
入
る
。
社
会
、

国
家
が
安
定
し
、
あ
る
程
度
の
安
全
性
が
保
障
さ
れ
る
と
、
次

の
社
会
と
の
相
互
信
頼
、
承
認
の
段
階
へ
、
そ
し
て
、
社
会
的

自
立
に
至
る
。
こ
れ
ら
の
欲
求
は
、
す
べ
て
、
社
会
の
条
件
と

の
関
係
性
か
ら
、
順
次
に
発
動
し
て
く
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
マ
ズ
ロ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
欲
求
は
基
本
的
欲
求
で

あ
り
、
そ
の
基
盤
の
上
に
第
五
の
自
己
実
現
の
欲
求
が
発
動
し

て
く
る
と
い
う
。
こ
の
欲
求
は
、
成
長
欲
求
で
あ
る
。

　

諸
富
祥
彦
氏
は
、
自
己
実
現
し
て
い
る
人
の
基
本
的
特
徴
を
、

マ
ズ
ロ
ー
の
論
文
か
ら
紹
介
し
て
い
る
。

　

マ
ズ
ロ
ー
は
、﹁
自
己
実
現
し
て
い
る
人
の
基
本
的
特
徴
を
、

①
病
気
か
ら
の
解
放
、
②
基
本
的
欲
求
の
満
足
、
③
自
己
の
能

力
の
積
極
的
利
用
、
④
あ
る
価
値
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
を

得
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と

─
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
ま
すく
﹂

　

こ
こ
に
、
①
病
気
か
ら
の
解
放
と
は
、
た
と
え
疾
病
を
も
っ

て
い
て
も
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
ず
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る

意
思
力
を
も
ち
、
生
命
本
源
の
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
②
基
本
的
欲
求
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
四
段

階
の
欲
求
の
充
足
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
③
自
己
の
能
力

─

才
能
、
性
格
、
身
に
つ
け
た
知
識
、
技
能
等
を
自
ら
積
極
的
に

活
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
強
化
を
し
て

い
る
人
で
あ
る
。
④
あ
る
価
値
と
は
、
各
人
に
よ
っ
て
違
う
で

あ
ろ
う
が
、
自
己
決
定
し
た
人
生
の
目
標
、
価
値
を
追
求
し
て

い
る
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ズ
ロ
ー
は
、
動
機
づ
け
と
し

て
の
存
在
価
値
と
し
て
、
真
理
、
正
義
、
個
性
化
、
自
己
充
実
、

人
生
の
意
味
、
活
動
等
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
四
点
が
、
自
分

の
も
っ
て
い
る
可
能
性
を
最
大
限
に
発
現
し
て
い
る
自
己
実
現

の
人
間
で
あ
る
。
マ
ズ
ロ
ー
は
、
そ
の
人
間
成
長
の
究
極
の
と

こ
ろ
に
、﹁
至
高
体
験
﹂、
個
性
化
の
究
極
の
境
地
を
と
ら
え
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
マ
ズ
ロ
ー
の
、﹁
個
﹂か
ら
、
そ
れ
を
超
え
て
、﹁
超

個
﹂
の
領
域
へ
の
志
向
性
を
、
仏
教
の
視
座
か
ら
と
ら
え
て
み
る

と
、
人
間
の
欲
求︵
成
長
欲
求
︶
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
欲
求
を
自

己
実
現
の
欲
求
の
上
に
設
置
し
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第

六
に
、
人
類
共
生
の
欲
求
、
第
七
に
、
根
源
的
・
宇
宙
的
欲
求

で
あ
る
。
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第
六
の
人
類
共
生
の
欲
求
と
は
、
こ
の
地
球
上
の
す
べ
て
の

人
々
が
、こ
れ
ま
で
の
四
つ
の
基
本
的
欲
求
を
か
な
え
、さ
ら
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
実
現
を
成
し
遂
げ
つ
つ
、
と
も
に
助
け
あ
っ

て
成
長
し
て
い
こ
う
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。
個
人
の
生
命
内
奥

か
ら
顕
現
す
る
こ
の
欲
求
は
、﹁
個
﹂の
生
命
を
超
え
て
、﹁
超
個
﹂

︵
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
︶
の
領
域
、
す
な
わ
ち
、
家
族
、
地
域
、

民
族
、
国
家
、
文
化
、
文
明
、
宗
教
そ
し
て
人
類
の
次
元
へ
と
、

拡
大
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
欲
求
は
、
仏
教

の
縁
起
の
法
が
さ
し
示
す
よ
う
に
、﹁
相
依
相
資
﹂
の
智
慧
に
照

ら
さ
れ
て
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
と
相
互

に
依
存
し
あ
い
な
が
ら
も
、
し
か
も
、
相
互
に
資
け
あ
っ
て
、﹁
豊

か
な
生
﹂を
築
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に﹁
縁
起･

共
生
﹂の
智
慧
は
、
慈
悲
と
い
う
、
他
者

の
不
幸
に
﹁
思
い
や
り
﹂﹁
共
鳴
﹂
し
つ
つ
、
と
も
に
苦
悩
を
乗
り

越
え
て
幸
福
を
築
き
ゆ
く
た
め
の
善
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
と
も

に
発
動
し
て
く
る
の
で
あ
る
。﹁
縁
起･

共
生
﹂
の
智
慧
と
、﹁
慈

悲
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹂が
一
体
と
な
っ
て
、﹁
他
者
﹂へ
と
貢
献
・
援

助
の
行
動
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
人
類
共
生
の
欲

求
は
、
他
者
貢
献
の
欲
求
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

貢
献
・
援
助
の
あ
り
方
を
、
仏
教
で
は
、
四
摂
事け
と
し
て
示

し
て
い
る
。

　

第
一
に
布
施
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
質
的
、
精
神
的
、
技
術

的
援
助
で
あ
る
。
精
神
的
援
助
の
な
か
に
は
、
教
育
や
知
識
が

含
ま
れ
る
。第
二
に
愛
語
で
あ
る
。具
体
的
な
行
動
に
お
い
て
は
、

﹁
思
い
や
り
﹂
に
満
ち
た
、
相
手
の
勇
気
を
わ
き
起
こ
さ
せ
る
言

葉
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
信
頼
が
養
わ
れ
る
。
第
三

に
利
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
手
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
こ
と

を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
四
に
同
事
で
あ
る
。
相
手
と
一
緒
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の

こ
と
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
援
助
・
貢
献
に
よ
っ
て
、

他
者
の
苦
し
み
を
と
も
に
乗
り
越
え
て
い
く
道
が
開
か
れ
る
の

で
あ
る
。
特
に
、
先
進
諸
国
の
人
々
は
、
ま
ず
開
発
途
上
国
に

お
け
る
﹁
基
本
的
ニ
ー
ズ
﹂
の
充
足
の
た
め
に
、
自
己
の
才
能
、

技
能
、
知
識
、
知
恵
、
財
力
等
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第

一
の
生
理
的
欲
求
、
第
二
の
安
全
の
欲
求
の
充
足
を
基
盤
と
し

て
、
他
の
欲
求
が
顕
在
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
故
で
あ
る
。
先

進
諸
国
の
人
々
は
、
個
人
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
国
家
や
国
際

機
関
等
を
通
じ
て
、
他
者
貢
献
の
欲
求
を
広
げ
て
い
く
べ
き
で
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あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
欲
求
に
も
と
づ
く
行
動
が
、
内
在
の
善
心

─

友
情
、
信
頼
、
非
暴
力
、
貪
欲
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
平
等
心
、

勇
気

─
を
顕
在
化
さ
せ
、
強
化
し
つ
つ
、
自
己
自
身
の
境
涯

を
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
、
民
族
心

や
国
家
心
を
超
え
て
、
人
類
心
と
一
体
と
な
る
領
域
に
ま
で
至

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
人
類
共
生
の
欲
求
の
拡
大
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
内
的
に
、

心
理
学
用
語
を
使
え
ば
、
ユ
ン
グ
の
﹁
集
合
無
意
識
﹂
に
相
当
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
仏
教
的
に
い
え
ば
、﹁
末
那
識
﹂
の
次

元
を
超
え
た
﹁
阿あ

ら

や
頼
耶
識
﹂
と
い
う
深
層
領
域
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の﹁
末
那
識
﹂と﹁
阿
頼
耶
識
﹂に
は
、
ガ
ル
ト
ゥ

ン
グ
の
い
う
﹁
構
造
的
暴
力
﹂
が
渦
巻
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏

教
の
煩
悩

─
三
毒
や
末
那
識
の
四
煩
悩
が
、
民
族
心
、
国
家

心
な
ど
の
な
か
に
刻
印
、
蓄
積
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
深
層
領
域
を
、﹁
縁
起
・
共
生
の
智
慧
﹂
と
一
体

と
な
っ
た
﹁
慈
悲
の
実
践
﹂
が
揺
り
動
か
し
て
い
け
ば
、
内
在
す

る
煩
悩
を
打
破
し
、
そ
れ
ら
を
善
心
へ
と
変
革
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
漸
進
的
で
は
あ
る
が
、
人
類
共
生
の
欲

求
の
発
現
と
し
て
の
具
体
的
な
援
助･

貢
献
の
実
践
が
、﹁
善
心
・

共
生
の
輪
﹂を
広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
基
盤
が
、
第
七
の
根
源
的
・

宇
宙
的
欲
求
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
な
欲
求
は
、
地
球
生
態
系

と
共
生
し
つ
つ
、
人
類
意
識
を
宇
宙
意
識
に
ま
で
高
め
、
拡
大

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

大
自
然
に
憩
い
つ
つ
、
大
宇
宙
の
流
転
の
リ
ズ
ム
に
生
き
る

喜
び
の
な
か
に
、〝
永
遠
な
る
も
の
＂〝
根
源
的
な
る
も
の
＂
を
身

心
全
体
で
感
受
し
て
い
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
宗

教
的
境
地
で
あ
り
、
マ
ズ
ロ
ー
の
﹁
至
高
体
験
﹂、
チ
ク
セ
ン
ト

ミ
ハ
イ
リ
の
﹁
フ
ロ
ー
体
験｣

を
引
き
起
こ
す
源
泉
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
至
高
の
境
地
か
ら
、
万
物
と
の
一
体
感
を
味
わ
い
つ

つ
、
自
ら
を
生
か
す
も
の
、〝
永
遠
な
る
も
の
＂
へ
の
感
謝
の
念

が
わ
き
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
念
が
、
慈
悲
の
心

と
な
っ
て
発
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
、﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄の﹁
慈
し
み
﹂の
章
の
な
か
で
、

﹁
究
極
の
理
想
に
通
じ
た
人
﹂
の
偉
大
な
る
境
涯
を
、
次
の
よ
う

に
説
い
て
い
る
。

　
﹁
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
幸
福
で
あ
れ
、
安



170

穏
で
あ
れ
、
安
楽
で
あ
れ
﹂︵
１
４
５こ
︶

　
﹁
目
に
見
え
る
も
の
で
も
、
見
え
な
い
も
の
で
も
、
遠
く

に
住
む
も
の
で
も
、
近
く
に
住
む
も
の
で
も
、
す
で
に
生

ま
れ
た
も
の
で
も
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
よ
う
と
欲
す
る
も

の
で
も
、一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、幸
せ
で
あ
れ
﹂

︵
１
４
７さ
︶

　

こ
こ
に
は
、〝
永
遠
な
る
も
の
＂
に
根
ざ
し
た
根
源
的
・
宇
宙

的
欲
求
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
慈
悲
の
念
が
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
に
及
び
、
未
来
世
代
ま
で
も
包
括
し
て
い
く
様
相
が
示

さ
れ
て
い
る
。﹁
生
物
間
倫
理
﹂
と
﹁
世
代
間
倫
理
﹂
を
貫
い
て
、

慈
悲
は
す
べ
て
の
存
在
へ
と
及
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
、
そ
の
境
地
を
、
次
の
よ
う
に
開
示
し
て
い
る
。

　
﹁
ま
た
全
世
界
に
対
し
て
無
量
の
慈
し
み
の
意
を
起
こ
す

べ
し
﹂︵
１
５
０し
︶

　

マ
ズ
ロ
ー
の
示
し
た
基
本
的
欲
求
か
ら
、
自
己
実
現
の
欲
求

の
さ
し
示
す
方
向
へ
と
、人
類
共
生
の
欲
求
、そ
し
て
、本
源
的
・

宇
宙
的
欲
求
を
探
求
し
て
い
く
と
、
究
極
の
と
こ
ろ
に
、
大
宇

宙
と
共
生
し
ゆ
く
た
め
の
慈
悲
心
の
偉
大
な
る
顕
現
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
慈
悲
の
念
は
、
す

べ
て
の
存
在
の
幸
せ
を
願
い
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
欲

求
を
包
み
返
し
、
人
間
と
し
て
の
最
高
の
﹁
豊
か
な
生
﹂
を
成
就

さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

〔
４
〕知
足
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

　
　
　

─
真
の「
豊
か
さ
」を
生
き
る
た
め
に

　

人
間
が
真
の
﹁
豊
か
さ
﹂
を
生
き
る
た
め
の
、
仏
教
か
ら
の
指

針
を
示
し
た
経
典
が
あ
る
。

　
﹃
仏
遺
教
経
﹄に
は
、﹁
知
足
の
法
は
即
ち
是
れ
安
楽
安
穏
の
處
、

知
足
の
人
は
、
地
上
に
臥
す
と
雖
も
猶
安
楽
為
りす﹂
と
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、﹁
不
知
足
の
者
は
富
む
と
雖
も
而
も
貪
しせ
﹂
と
も
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、﹁
知
足
﹂
の
人
生
は
安
楽
で
あ
り
、
幸

せ
で
あ
り
、
一
方
、﹁
不
知
足
﹂
の
人
生
は
、
た
と
え
物
質
的
に

富
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
貧
し
く
、
不
幸
で
あ
る
と
の

意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、﹁
知
足｣

は
豊
か
で
幸
福
で
あ
り
、

﹁
不
知
足
﹂
は
貧
し
く
、
不
幸
で
あ
る
と
の
価
値
観
を
、
前
章
で

論
述
し
た
﹁
七
つ
の
欲
求
﹂
の
段
階
説
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
﹁
知
足
﹂
と
は
、
人
間
生
命
の
内
奥
か
ら
顕
在
化
す
る
七
つ
の
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次
元
に
わ
た
る
、
す
べ
て
の
欲
求
を
充
足
し
て
生
き
る
こ
と
で

あ
る
。
基
本
的
欲
求
︵
四
つ
の
欲
求
︶
の
充
足
の
上
に
、
成
長
欲
求

を
か
な
え
つ
つ
、
宇
宙
生
命
と
一
体
と
な
っ
て
生
き
る
人
生
へ

と
至
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
物
質
的
に
豊
か
で
あ
っ
て
も
、

他
の
欲
求
を
発
現
し
て
い
な
い
生
は
﹁
豊
か
﹂
と
は
い
え
な
い
。

同
様
に
、
権
力
、
名
誉
、
名
声
等
の
社
会
的
・
心
理
的
欲
求
に

と
ら
わ
れ
て
、
成
長
欲
求
を
無
視
し
て
の
生
も
、
け
っ
し
て
﹁
豊

か
﹂と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
七
つ
の
欲
求
は
、
暉
峻
淑
子
氏
の
い
う
﹁
自
主
的
に
決
定

さ
れ
た
欲
望
﹂
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
暉
峻
氏
は
次
の
よ
う

に
い
っ
て
い
る
。

　
﹁
も
と
も
と
、
生
き
る
と
は
生
命
の
全
体
的
な
発
揮
で
あ

り
、
偏
っ
た
部
分
的
な
人
生
は
豊
か
な
人
生
と
は
い
え
な

い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
食
物
、
暖
か
さ
、
眠
り
、
愛
し

愛
さ
れ
る
こ
と
、
社
会
か
ら
は
じ
き
だ
さ
れ
な
い
こ
と
、

教
育
、
信
念
、
文
化
的
活
動
、
政
治
参
加
な
ど
の
す
べ
て

に
対
す
る
欲
求
を
持
つ
者
と
し
て
、
全
体
と
し
て
生
き
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
己
実
現
で
あ
るそ
﹂

と
記
し
、そ
の
後
に
、大
自
然
と
の
共
生
を
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
生
命
内
包
の
す
べ
て
の
欲
求
が
顕
在

化
し
て
く
る
た
め
に
は
、
そ
の
生
命
を
取
り
巻
く
社
会
が﹁
豊
か
﹂

で
あ
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。﹁
豊
か
﹂
な
社
会
の
な
か
で
、

人
間
は
、
自
ら
の
生
命
の
な
か
か
ら
﹁
自
主
的
に
決
定
さ
れ
た
欲

望
﹂
を
、
次
々
と
出
現
さ
せ
、
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
﹁
幸
せ
な
社
会
﹂
の
そ
な
え
る
べ
き
要
件
を
、
大
石
繁
宏
氏
は
、

﹃
幸
せ
を
科
学
す
るた
﹄
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
項
目
と
し
て
抽

出
し
て
い
る
。
順
不
同
で
記
述
し
て
み
る
と
、
①
全
般
的
に
豊

か
な
国
。
国
内
総
生
産
や
購
入
力
。
②
社
会
的
安
定
性
。
秩
序

崩
壊
し
た
社
会
は
不
幸
。
③
信
頼
社
会
。
他
人
を
信
頼
で
き
る

こ
と
。
④
人
権
の
保
護
。
思
想
・
言
論
の
自
由
、
公
平
感
、
社

会
福
祉
の
重
視
等
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
﹁
幸
せ
な
社
会
﹂
の
要
件
を
、﹁
七
つ
の
欲
求
﹂
の
充

足
の
た
め
の
社
会
条
件
と
し
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

①
の
経
済
力
は
、﹁
七
つ
の
欲
求
﹂
の
第
一
、
生
理
的
欲
求

の
充
足
に
必
須
で
あ
る
。

②
の
社
会
的
安
定
性
は
、
第
二
の
安
全
、
安
定
の
欲
求
を
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か
な
え
る
土
台
で
あ
る
。

③
の
信
頼
社
会
に
お
い
て
こ
そ
、
第
三
の
所
属
の
欲
求
と

承
認
の
欲
求
が
か
な
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

④
の
人
権
、
自
由
、
平
等
の
保
障
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て

の
み
、
人
間
は
、
自
尊
、
尊
厳
の
欲
求
を
発
揮
し
て
生

き
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
﹁
幸
せ
な
社
会
﹂﹁
豊
か
な
社
会
﹂
を
基
盤
と
し

て
、
人
間
は
自
己
実
現
、
人
類
共
生
、
根
源
的
・
宇
宙
的
欲
求

を
発
現
し
て
の﹁
豊
か
﹂で﹁
幸
せ
﹂な
人
生
を
開
拓
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
現
実
の
社
会
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
開
発
途
上

国
の
人
々
が
、
ま
だ
、
第
一
の
生
理
的
欲
求
、
第
二
の
安
全
・

安
定
の
欲
求
す
ら
か
な
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、

先
進
諸
国
の
人
々
の
第
八
、
人
類
共
生
、
他
者
貢
献
の
欲
求
の

実
践
で
あ
る
援
助
、
貢
献
が
関
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　

今
日
の
世
界
に
お
い
て
、先
進
諸
国
と
い
わ
れ
る
国
々
は
、﹁
生

活
必
需
品
﹂
が
十
分
に
行
き
渡
っ
た
社
会
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
七
つ
の
欲
求
﹂の
う
ち
の
四
つ
の﹁
基
本

的
欲
求
﹂さ
え
充
足
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
仏
教
の
欲
望
論
は
、﹁
欲
望
﹂の﹁
貪
欲
化
﹂

を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。﹁
貪
欲
﹂と
は
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

モ
ノ
と
カ
ネ
と
い
う
物
質
的
欲
望
や
権
力
、
名
誉
欲
、
名
声
欲

等
の
心
理
的
・
社
会
的
欲
望
へ
の
執
着
心
を
さ
し
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
貪
欲
は
、
他
者
を
犠
牲
に
し
、
他
者
を
破
滅
に
追
い

こ
ん
で
ま
で
も
、
自
律
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
衝
動
と

な
る
。
つ
ま
り
、﹁
か
き
た
て
ら
れ
た
欲
望
﹂で
あ
る
。

　

経
済
力
の
も
た
ら
す
物
質
的
欲
求
の
貪
欲
化
が
お
き
、
生
理

的
欲
求
の
範
囲
を
大
き
く
超
え
て
、
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪

費
社
会
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
広
告
、
宣
伝
、
映
像
等
に
含

ま
れ
る﹁
悪
見
﹂に
駆
り
立
て
ら
れ
て
、
貪
欲
は
倫
理
性
を
失
い
、

他
者
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
か
な
い
状
況
に
陥
っ

て
い
る
。
自
然
生
態
系
を
含
む
環
境
を
傷
つ
け
、
破
滅
に
追
い

こ
み
、
同
時
に
自
己
の
身
体
を
病
的
状
況
に
陥
れ
て
も
、
な
お
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
が
、
麻
薬
、

覚
せ
い
剤
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
り
、
ま
た
、
生
活
習
慣

病
や
心
身
症
の
悪
化
を
自
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
物
質
的
欲
望
は
、
生
命
内
在
の
他
の
煩
悩
を
も
引

き
ず
り
出
し
て
い
る
。
瞋
恚
の
煩
悩
も
、
貪
欲
化
し
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
不
能
に
陥
り
、
忿
・
恨
・
悩
・
嫉
と
な
り
、
つ
い
に
害︵
暴

力
性
︶
と
な
っ
て
爆
発
し
、
第
二
の
基
本
的
欲
求
で
あ
る
安
全
・

安
定
の
欲
求
の
基
盤
を
突
き
崩
し
て
い
る
。
物
質
的
に
は
比
較

的
豊
か
に
な
っ
た
先
進
諸
国
に
お
い
て
さ
え
も
、
犯
罪
、
暴
力

行
為
の
増
加
、
テ
ロ
の
脅
威
に
お
び
や
か
さ
れ
、
暴
力
性
の
内

攻
は
、
自
殺
の
増
加
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
同
時
に
、
不
信
、

敵
意
、
無
慈
悲
、
差
別
、
排
除
等
の
煩
悩
が
、
相
互
信
頼
に
も

と
づ
く
欲
求
で
あ
る
第
三
の
所
属
の
欲
求
と
承
認
の
欲
求
を
拒

否
し
て
い
る
。
個
人
は
他
者
と
分
断
さ
れ
、
孤
立
感
に
さ
い
な

ま
れ
て
い
る
。
第
四
の
自
尊
・
尊
厳
の
欲
求
は
、
そ
の
倫
理
性

を
失
い
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
慢
心
の
煩
悩
に
取
り
込
ま
れ
、﹁
勝
他

の
念
﹂
と
化
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
各
種
の
人
権
侵
害
、
他
者

の
自
由
の
抑
圧
、
思
想･

言
論
の
抑
圧
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て

弱
肉
強
食
の
社
会
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。〝
強
欲
の
資

本
主
義
＂と
い
わ
れ
る
も
の
も
、﹁
勝
他
の
念
﹂の
経
済
界
に
お
け

る
一
つ
の
表
出
で
あ
ろ
う
。

　

仏
教
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
欲
求
不
満
や
精
神
の
飢
餓
感
は
、

貪
欲
化
し
た
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
に
取
り
込
ま
れ
て
の
、
人
間
精
神

の
自
律
的
な
善
心
の
呼
び
か
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
成
長
欲

求
は
善
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ
の
顕
在
化
は
、
マ
ズ
ロ
ー

の
自
己
実
現
の
欲
求
を
超
え
て
、
自
己
超
越
の
欲
求

─
す
な

わ
ち
、
人
類
共
生
か
ら
大
宇
宙
と
の
一
体
化
へ
の
欲
求
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ま
ず
人
々
が
、
貪

欲
化
し
た
煩
悩
を
見
据
え
て
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
自
覚
的
に
善
心
の
顕
在
化
と
そ
の
深
化
に
つ
と
め
る
行
為

が
、
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

善
心
に
よ
る
、
基
本
的
欲
求
︵
四
つ
の
欲
求
︶
の
、
本
来
的
な
姿

へ
の
転
換
と
は
、﹁
自
主
的
に
決
定
さ
れ
た
欲
望
﹂
の
充
足
へ
と

変
革
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
善
心
の
顕
在
化
に
は
、
情
報
、

通
信
機
関
や
、
長
期
的
に
は
教
育
を
通
し
て
、
正
見︵
善
見
︶を
社

会
に
広
く
、
深
く
伝
え
ゆ
く
努
力
を
、
お
互
い
に
協
力
し
あ
っ

て
持
続
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

善
心
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
善
見︵
正
見
︶を
触
発
す
る
源
泉
に

は
、
世
界
の
偉
大
な
宗
教
、
思
想
、
哲
学
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

人
間
の
本
来
的
な
生
き
方
、
真
の
﹁
豊
か
さ
﹂
を
生
き
る
智
慧
、

人
間
倫
理
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
環
境
倫
理
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。



174

ま
た
、
地
球
環
境
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
え
ば
、
ロ
ー
マ
ク

ラ
ブ
の
こ
れ
ま
で
の
書
﹃
成
長
の
限
界
﹄、﹃
成
長
の
限
界
を
超
え

て
﹄、
そ
し
て
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
と
ペ
ッ
チ
ェ
イ
氏
と
の
対
談﹃
二

十
一
世
紀
へ
の
警
鐘
﹄、
ホ
フ
ラ
イ
ト
ネ
ル
氏
と
の
対
談
﹃
見
つ

め
あ
う
西
と
東
﹄、
そ
し
て
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士
の
﹃
フ
ァ

ク
タ
ー
４
﹄、﹃
フ
ァ
ク
タ
ー
５
﹄、
ア
ル
・
ゴ
ア
氏
の
﹃
不
都
合

な
真
実
﹄、﹃
地
球
の
掟
﹄
等
の
良
書
が
あ
る
。
仏
教
の
立
場
か
ら

は
、
先
日
、﹃
大
乗
仏
教
の
挑
戦

─
地
球
環
境
と
仏
教
﹄
を
東

洋
哲
学
研
究
所
の
研
究
員
が
出
版
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
良
書

─
つ
ま
り
、
善
心
を
触
発
し
、
善
見
を
養

う
に
足
り
る
書
を
、
自
ら
思
索
し
、
自
ら
の
基
本
的
欲
求
の
貪

欲
化
を
防
ぎ
つ
つ
、
成
長
欲
求
、
特
に
第
六
の
人
類
共
生
、
他

者
貢
献
の
欲
求
を
実
践
し
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、﹁
善
心
の
連
帯
﹂
の

輪
が
広
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
的
実

践
の
あ
り
方
を
、﹃
フ
ァ
ク
タ
ー
４
﹄、﹃
不
都
合
な
真
実
﹄
の
な

か
に
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
者
へ
の
貢
献
、
そ
し

て
他
者
と
の﹁
善
心
の
連
帯
﹂の
行
動
を
、地
域
か
ら
民
族
、国
家
、

世
界
へ
と
広
げ
て
い
く
こ
と
の
な
か
に
、
よ
り
﹁
豊
か
な｣

社
会

へ
と
変
革
し
ゆ
く
道
が
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

善
心
の
開
発
か
ら
、
他
の
欲
求
の
活
用
、
そ
こ
か
ら
真
の
﹁
豊

か
さ
﹂、
真
の﹁
幸
福
﹂が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
日
蓮
も
、
仏

教
の
本
義
に
も
と
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
﹁
蔵
の
財
よ
り
も
身
の
財
す
ぐ
れ
た
り
身
の
財
よ
り
心
の

財
第
一
な
りち
﹂︵﹁
崇
峻
天
皇
御
書
﹂︶

　

こ
の
文
を
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。　

﹁﹃
心
の
財
﹄
を
根
本
と
し
た
時
に
、
実
は
﹃
蔵
の
財
﹄
も
、

﹃
身
の
財
﹄
も
そ
の
真
実
の
価
値
を
正
し
く
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
一
言
で
言
え
ば
、﹃
心
の
財
を
築
く
﹄

と
い
う
人
生
の
根
本
目
的
が
大
事
で
す
。
こ
の
根
本
目
的

を
喪
失
し
て
し
ま
え
ば
、
た
と
え
﹃
蔵
の
財
﹄
や
﹃
身
の
財
﹄

を
も
っ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
へ
の
執
着
が
生
ず
る
。

そ
れ
は
失
う
こ
と
へ
の
不
安
と
も
な
り
、
か
え
っ
て
苦
し

み
の
因
と
な
る
。
あ
く
ま
で
大
事
な
の
は
、﹃
心
の
財
﹄
を

積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
正
し
い
人
生
の
目

的
観
が
あ
り
ま
すつ
﹂

　

こ
こ
に
﹁
蔵
の
財
﹂
と
は
、
物
質
的
財
産
と
さ
れ
、﹁
身
の
財
﹂

と
は
、健
康
や
身
に
つ
け
た
技
能
、知
識
等
を
さ
し
て
い
る
。﹁
心
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の
財
﹂
は
、
人
間
生
命
に
内
在
す
る
善
心
で
あ
り
、
す
べ
て
の
成

長
欲
求
を
含
ん
で
い
る
。
人
類
の
根
本
目
的
が
﹁
心
の
財
﹂
を
築

く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
善
心
の
開
発
で
あ
る
こ
と
を
見
失
う
と
、

現
代
文
明
が
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
蔵
の
財
﹂
に
執
着
し
、
貪

欲
を
は
じ
め
多
く
の
煩
悩
を
引
き
ず
り
出
し
、
そ
の
結
果
、﹁
身

の
財
﹂の
活
用
に
も
支
障
を
き
た
し
、﹁
心
の
財
﹂の
開
発
に
向
か

う
こ
と
さ
え
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
く
る
。

　

仏
教
は
、﹁
心
の
財
﹂、
す
な
わ
ち
善
心
の
開
顕
を
中
軸
と
し

て﹁
豊
か
な
社
会
﹂、﹁
幸
福
な
社
会
﹂の
創
出
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

釈
尊
は
、﹁
こ
の
上
な
き
幸
せ
﹂
と
の
テ
ー
マ
で
、﹃
ス
ッ
タ
ニ

パ
ー
タ
﹄
で
詩
句
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
、﹁
心
の

財
﹂、
す
な
わ
ち
善
心
の
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
ト
ラ
ン

ダ
ム
に
詩
句
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
﹁
多
く
の
神
々
と
人
間
と
は
、
幸
福
を
望
み
、
幸
せ
を
思

っ
て
い
ま
す
。
最
上
の
幸
福
を
説
い
て
く
だ
さ
い
﹂︵
２
５

８て︶

　

そ
し
て
、
ま
ず
、

　
﹁
諸
々
の
愚
者
に
親
し
ま
な
い
で
、
諸
々
の
賢
者
に
親
し

み
、
尊
敬
す
べ
き
人
々
を
尊
敬
す
る
こ
と
、

─
こ
れ
が

こ
よ
な
き
幸
せ
で
あ
る
﹂︵
２
５
９と
︶

　

愚
者
や
、
ま
し
て
悪
人
に
親
し
ん
で
、
煩
悩
を
引
き
ず
り
出

す
の
で
は
な
く
、
尊
敬
す
べ
き
賢
者
に
親
し
ん
で
、
善
心
を
開

顕
す
る
こ
と
が
幸
せ
で
あ
る
と
い
う
。

　

同
じ
よ
う
に
、
善
心
の
開
発
、
開
顕
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
な
詩
句
が
あ
る
。

　
﹁
耐
え
忍
ぶ
こ
と
、
こ
と
ば
の
や
さ
し
い
こ
と
、
諸
々
の

︿
道
の
人
﹀
に
会
う
こ
と
、
適
当
な
時
に
理
法
に
つ
い
て
の

教
え
を
聞
く
こ
と
、

─
こ
れ
が
こ
よ
な
き
幸
せ
で
あ
る
﹂

︵
２
６
６な
︶

　

こ
こ
に
理
法
と
は
、
仏
教
で
は
﹁
縁
起
の
法
﹂
で
あ
り
、
宇
宙

と
生
命
の
根
源
の
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
根
源
的
・
宇
宙
的

欲
求
を
か
な
え
る
永
遠
な
る
宇
宙
法
で
あ
る
。
そ
の
理
法
を
修

養
し
、
行
動
の
な
か
に
体
現
す
れ
ば
、
安
穏
の
境
地
を
得
ら
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
﹁
修
養
と
、
清
ら
か
な
行
い
と
、
聖
な
る
真
理
を
見
る
こ

と
、
安
ら
ぎ
を
体
得
す
る
こ
と
、

─
こ
れ
が
こ
よ
な
き

幸
せ
で
あ
る
﹂︵
２
６
７に
︶

　

こ
こ
に
﹁
聖
な
る
真
理
﹂
は
、
宇
宙
根
源
の
法
で
あ
る
﹁
理
法
﹂
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で
あ
る
。

　

善
心
と
し
て
の
内
容
を
あ
げ
る
詩
句
も
あ
る
。

　
﹁
尊
敬
と
謙
遜
と
満
足
と
感
謝
と
︵
適
当
な
︶
時
に
教
え
を

聞
く
こ
と
、

─
こ
れ
が
こ
よ
な
き
幸
せ
で
あ
る
﹂︵
２
６

５ぬ︶

　

こ
こ
に﹁
感
謝
﹂と
は﹁
知
恩
﹂の
こ
と
で
あ
る
。
他
者
の
恩
を

知
り
、
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
す
る
時
に
、﹁
感
謝
﹂
の
心
が
生
じ

て
く
る
。
縁
起
の
法
で
あ
る
相
依
相
資
の
実
践
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
善
心
や
理
法
の
顕
在
化
と
は
、
悪
を
と
ど
め
る

倫
理
性
、
戒
を
発
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
﹁
悪
を
や
め
、
悪
を
離
れ
、
飲
酒
を
つ
つ
し
み
、
徳
行
を

ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
こ
と
、

─
こ
れ
が
こ
よ
な
き
幸
せ

で
あ
る
﹂︵
２
６
４ね
︶

　

悪
と
は
煩
悩
に
支
配
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
根
絶
す

る
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
る
。
中
村
元
氏
は
、﹁
飲
酒
を
つ
つ
し

むの﹂
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ン
ド
は
と
く
に
暑
い
国
な
の
で
、
飲
酒

は
よ
け
い
に
体
に
ひ
び
く
こ
と
か
ら
い
わ
れ
た
こ
と
と
、
解
説

さ
れ
て
い
る
。
飲
酒
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
と
れ
ば
、
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
へ
の
警
句
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
麻
薬
、
覚
せ
い
剤

の
禁
止
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
へ
の
警
句
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
善
心
は
他
者
に
向
か
っ
て
、
善
行
と
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
﹁
施
与
と
、
理
法
に
か
な
っ
た
行
い
と
、
親
族
を
愛
し
護

る
こ
と
と
、
非
難
を
受
け
な
い
行
為
、

─
こ
れ
が
こ
よ

な
き
幸
せ
で
あ
る
﹂︵
２
６
３は
︶

　

施
与
と
は
、
他
者
へ
の
布
施
行
で
あ
り
、
第
六
の
他
者
貢
献

の
欲
求
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
善
心
の
開
発
に
よ
る
善
行
は
、

﹁
身
の
財
﹂や﹁
蔵
の
財
﹂を
も
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
﹁
深
い
学
識
あ
り
、
技
術
を
身
に
つ
け
、
身
を
つ
つ
し
む

こ
と
を
よ
く
学
び
、
こ
と
ば
が
み
ご
と
で
あ
る
こ
と
、

─
こ
れ
が
こ
よ
な
き
幸
せ
で
あ
る
﹂︵
２
６
１ひ
︶

　
﹁
父
母
に
つ
か
え
る
こ
と
、
妻
子
を
愛
し
護
る
こ
と
、
仕

事
に
秩
序
あ
り
混
乱
せ
ぬ
こ
と
、

─
こ
れ
が
こ
よ
な
き

幸
せ
で
あ
る
﹂︵
２
６
２ふ
︶

　
﹁
適
当
な
場
所
に
住
み
、
あ
ら
か
じ
め
功
徳
を
積
ん
で
い

て
、
み
ず
か
ら
は
正
し
い
誓
願
を
起
し
て
い
る
こ
と
、

─
こ
れ
が
こ
よ
な
き
幸
せ
で
あ
る
﹂︵
２
６
０へ
︶

　

こ
こ
に﹁
適
当
な
場
所
﹂と
は﹁
蔵
の
財
﹂で
あ
る
が
、﹁
学
ぶ
こ
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と
﹂﹁
技
術
を
身
に
つ
け
﹂
る
こ
と
、﹁
仕
事
に
秩
序
あ
り
混
乱
せ

ぬ
こ
と
﹂﹁
身
を
つ
つ
し
む
こ
と
﹂は﹁
身
の
財
﹂で
あ
る
。
更
に
、

﹁
こ
と
ば
が
み
ご
と
で
あ
る
こ
と
﹂
や
﹁
父
母
や
妻
子
﹂
と
の
愛
情

は
、
信
頼
社
会
の
基
盤
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
は
、
父
母
と

子
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
教
で
は
、
父
母
か
ら
子

ど
も
へ
、
妻
か
ら
夫
へ
の
愛
情
に
つ
い
て
も
﹁
相
依
相
資
﹂
性
に

も
と
づ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
人
の
父
母
や
妻
子
と
の

関
係
は
、と
も
に
愛
し
合
い
、資
け
あ
う
相
互
関
係
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、﹁
功
徳
を
積
む
こ
と
﹂
と
は
、
他
者
へ
の
倫
理
的
行

為
が
、
自
己
自
身
の
徳︵
善
業
︶と
な
っ
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
で
あ

り
、﹁
正
し
い
誓
願
﹂
と
は
、
善
心
に
も
と
づ
い
て
、
第
六
の
他

者
貢
献
の
欲
求
、
人
類
共
生
の
欲
求
を
は
た
し
ゆ
く
こ
と
で
あ

る
。

　

仏
教
で
は
、
こ
の
よ
う
な
善
心
に
よ
る
善
行
を
、
さ
ま
ざ
ま

な
次
元
で
実
践
し
、
四
つ
の
基
本
的
欲
求
の
充
足
を
か
な
え
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
拡
充
し
、
成
長
欲
求
に
支
え
ら
れ
て
、

家
族
、
民
族
、
国
家
、
文
化
、
文
明
、
そ
し
て
自
然
生
態
系
と

一
体
と
な
っ
た
人
類
共
生
の
社
会
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
、個
人
の
努
力
と
と
も
に
、目
覚
め
た
民
衆
と
の﹁
善

心
の
連
帯
﹂を
拡
大
し
、﹁
善
心
の
循
環
﹂を
全
世
界
へ
と
広
め
て

い
く
た
め
に
、
平
和
、
軍
縮
、
人
権
、
人
道
問
題
、
文
化
、
教

育
に
関
す
る
活
動
を
繰
り
広
げ
て
い
る
が
、
最
後
に
、﹁
持
続
可

能
な
開
発
﹂に
関
す
る
活
動
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
で
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
国
連
の
﹁
教

育
の
10
年
﹂
を
支
援
し
、
教
育
教
材
と
し
て
、
映
画
﹁
静
か
な
る

革
命
﹂
を
地
球
評
議
会
、
国
連
環
境
計
画
、
国
連
開
発
計
画
と
協

力
し
て
制
作
、
上
映
。
地
球
憲
章
委
員
会
と
共
同
制
作
し
た
﹁
変

革
の
種
子
﹂
展
を
世
界
各
地
で
開
催
。
ま
た
、
自
然
保
護
活
動
と

し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
Ｓ
Ｇ
Ｉ
が
﹁
熱
帯
雨
林
再
生
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
﹂
を
一
九
九
三
年
か
ら
展
開
し
、
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
生
態
系

の
保
全
の
た
め
、
植
林
、
種
子
の
保
存
を
行
な
っ
て
い
る
。
植

林
は
、
カ
ナ
ダ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
各
国
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
で
も
展
開
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
活
動
の
目
的
を
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は

﹁
１
・
26
提
言
﹂︵
二
〇
〇
八
年
︶で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
﹁
か
つ
て
私
は
、﹃
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
の

10
年
﹄
の
制
定
を
呼
び
か
け
る
に
あ
た
り
、
環
境
問
題
解
決

の
た
め
に
は
、
制
度
面
で
の
整
備
と
い
っ
た
〝
上
か
ら
の
改
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革
＂
だ
け
で
な
く
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
行
動
の
輪
を
広
げ
、

目
覚
め
た
民
衆
の
力
を
結
集
し
て
い
く
〝
下
か
ら
の
変
革
＂

が
欠
か
せ
な
い
と
強
調
し
ま
し
た
。︵
中
略
︶﹃
教
育
の
10
年
﹄

を
軌
道
に
乗
せ
、
地
球
環
境
の
悪
化
を
食
い
止
め
ら
れ
る

か
は
、
一
人
で
も
多
く
の
人
々
が
自
身
の
問
題
と
し
て
受

け
止
め
、
具
体
的
行
動
を
起
こ
せ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ

て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、持
続
可
能
な
未
来
を
築
く
た
め
に
、

個
人
や
家
族
、
地
域
社
会
や
職
場
と
い
っ
た
、
身
近
な
と

こ
ろ
か
ら
何
が
で
き
る
か
を
話
し
合
い
、
共
に
行
動
を
始

め
る
こ
と
が
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
すほ
﹂

　

今
日
の
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
博
士

を
は
じ
め
、
ご
出
席
の
皆
さ
ん
か
ら
の
貴
重
な
提
言
、
発
言
を

受
け
、
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
実
践
へ
と
具
体
化
さ
せ
な
が
ら
、

民
衆
の
〝
草
の
根
レ
ベ
ル
＂
の
行
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
ゆ

く
機
会
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

注︵
１
︶
エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｕ
・
フ
ォ
ン
・
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
他
著
／
佐
々

木
建
訳
﹃
フ
ァ
ク
タ
ー
４
﹄
財
団
法
人
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ

ー
、
一
九
九
八
年
、
四
二
四
ペ
ー
ジ
。

︵
２
︶
同
書
、
四
二
五
ペ
ー
ジ
。

︵
３
︶
同
書
、
四
二
三
ペ
ー
ジ
。

︵
４
︶
暉
峻
淑
子
﹃
豊
か
さ
と
は
何
か
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、

八
九
ペ
ー
ジ
。

︵
５
︶
同
書
、
八
九
～
九
〇
ペ
ー
ジ
。

︵
６
︶  

中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
岩
波
書

店
、
一
九
八
四
年
、
三
一
～
三
二
ペ
ー
ジ
。

︵
７
︶
欲
求
の
階
層
説
。
上
田
吉
一
﹃
自
己
実
現
の
真
理
﹄
誠
信
書
房
、

一
九
七
九
年
、
五
～
五
三
ペ
ー
ジ
。

︵
８
︶
諸
良
祥
彦
﹃
生
き
が
い
発
見
の
心
理
学
﹄︵
上
︶、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
シ
リ

ー
ズ
、
二
〇
〇
二
年
、
七
八
ペ
ー
ジ
。

︵
９
︶
四
摂
事
。﹃
雑
阿
含
経
﹄
巻
二
六
、﹃
大
正
大
蔵
経
﹄
巻
二
、
一

八
五
ペ
ー
ジ
上
。

︵
10
︶中
村
元
訳﹃
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄岩
波
書
店
、

一
九
八
四
年
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

︵
11
︶
同
書
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

︵
12
︶
同
書
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

︵
13
︶ ﹃
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
﹄︵
亦
名
仏
遺
教
経
︶、﹃
大
正
大
蔵
経
﹄

巻
一
二
、
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
下
。

︵
14
︶
同
。

︵
15
︶
暉
峻
淑
子
﹃
豊
か
さ
と
は
何
か
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
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二
三
五
ペ
ー
ジ
。

︵
16
︶
大
石
繁
宏
﹃
幸
せ
を
科
学
す
る
﹄
新
曜
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一

六
七
～
一
七
三
ペ
ー
ジ
。

︵
17
︶﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
創
価
学
会
版
、
一
一
七
三
ペ
ー
ジ
。

︵
18
︶﹃
大
白
蓮
華
﹄
聖
教
新
聞
社
、
七
一
九
号
、
六
八
ペ
ー
ジ
。

︵
19
︶  

中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
岩
波
書

店
、
一
九
八
四
年
、
五
七
ペ
ー
ジ
。

︵
20
︶
同
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
21
︶
同
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
22
︶
同
書
、
五
八
～
五
九
ペ
ー
ジ
。

︵
23
︶
同
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
24
︶
同
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
25
︶
中
村
元
﹃
原
始
仏
典
Ⅱ　

人
生
の
指
針
﹄
東
京
書
籍
、
三
四
ペ

ー
ジ
。

︵
26
︶  

中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
岩
波
書

店
、
一
九
八
四
年
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
27
︶
同
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
28
︶
同
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
29
︶
同
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

︵
30
︶
池
田
大
作
﹁
平
和
の
天
地　

人
間
の
凱
歌
﹂︵
第
33
回
Ｓ
Ｇ
Ｉ

の
日
・
記
念
提
言
︶、
創
価
学
会
広
報
室
、
二
〇
〇
八
年
、
四

七
～
五
〇
ペ
ー
ジ
。

︵
か
わ
だ　

よ
う
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
所
長
︶


