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エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
と
仏
教
の
智
慧

松
岡
幹
夫

１　

包
括
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
十
世
紀
後
半
か
ら
﹁
環
境
倫
理
学
﹂
と

い
う
新
た
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
確
立
さ
れ
た
。
環
境
倫
理
学
の

議
論
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
支
配
を
徹
底
的
に
推
進
し
た
西

洋
近
代
の
文
明
へ
の
反
省
か
ら
始
ま
り
、
人
間
中
心
主
義
か
ら

自
然
中
心
主
義
へ
の
大
胆
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
求
め
る
立
場

と
、
い
わ
ゆ
る
﹁
啓
蒙
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
﹂
に
立
っ
て
持

続
可
能
な
地
球
環
境
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
の
対
立
図

式
が
、
や
が
て
定
着
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
自
然
中
心
主
義

／
人
間
中
心
主
義
の
二
項
対
立
図
式
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る

試
み
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
形
而
上
学
的
に
措
定
さ
れ
た
︿
人
間
﹀
で
な
く

︿
私
﹀
と
い
う
現
実
の
存
在
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、︿
私
﹀
は

自
然
環
境
に
加
え
て
社
会
的
・
文
化
的
な
環
境
と
複
雑
に
か
か

わ
り
、
現
在
の
み
な
ら
ず
過
去
や
未
来
の
世
代
か
ら
も
精
神
的

な
影
響
を
受
け
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
無
限
と
言
っ
て
よ
い
諸
関
係
の
網
の
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目
の
中
で
、
た
だ
人
間
と
自
然
の
諸
関
係
の
悪
化
だ
け
を
問
題

化
し
て
も
、
事
態
の
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
包
括
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
が
要
請
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

　

現
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
に
は
、
人
間
と
自
然
の
諸
関
係
に

社
会
論
を
取
り
込
ん
だ
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

エ
コ
ロ
ジ
ー
の
よ
う
な
潮
流
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
と
て
文

化
的
、
精
神
的
な
環
境
の
面
が
除
外
さ
れ
た
感
は
否
め
な
い
。

管
見
の
限
り
、
最
も
包
括
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
構
想
し
た
の
は

フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
家
で
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
の
Ｆ
・
ガ
タ

リ
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
精
神
・
社
会
・
環
境
に
対
す
る
わ
れ

わ
れ
の
行
動
を
領
域
的
に
仕
切
る
の
は
欺
瞞
で
あ
る
、
現
代
の

科
学
技
術
に
よ
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
解
決
し
う

る
の
は
環
境
・
社
会
的
諸
関
係
・
人
間
的
主
観
性
と
い
う
三
つ

の
作
用
領
域
を
倫
理
的
︲
政
治
的
に
節
合
し
な
が
ら
世
界
を
把

握
す
る
﹁
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー
︵ecosophy

︶﹂
の
み
で
あ
る
、
と
。
エ

コ
ゾ
フ
ィ
ー
は
、
環
境
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
社
会
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
、

精
神
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
﹁
三
つ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂
を
統
合
し
昇

華
し
た
概
念
と
さ
れ
る
。
こ
の
ガ
タ
リ
の
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー
論
は

構
想
段
階
の
域
を
出
て
い
な
い
。
だ
が
、﹁
横
断
性
﹂︵transver-

salité

︶
の
哲
学
的
実
践
を
唱
え
た
思
想
家
ら
し
く
、
環
境
破
壊
の

問
題
を
社
会
的
諸
関
係
や
内
的
な
精
神
環
境
も
含
め
て
捉
え
直

す
、
新
た
な
包
括
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
視
座
を
示
し
た
点
は
評
価

に
値
し
よ
う
。

　

ガ
タ
リ
が
唱
え
た
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー
の
力
点
は
、
理
論
的
な
包

括
性
よ
り
も
実
践
的
な
創
造
性
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
エ
コ

ロ
ジ
ー
は
実
践
の
学
問
で
あ
る
。
実
践
の
場
に
あ
っ
て
、
交
差

す
る
無
数
の
諸
関
係
を
全
体
的
に
包
括
し
再
構
築
し
て
い
く
も

の
は
人
間
の
創
造
力
を
お
い
て
他
に
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資

本
主
義
に
絡
め
と
ら
れ
た
人
間
的
主
観
性
を
特
異
化
︵singular-

ité

︶
の
方
向
に
活
性
化
せ
よ
と
訴
え
た
ガ
タ
リ
の
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー

論
の
意
図
は
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー

と
は
、
そ
の
ま
ま
読
め
ば
生
態
的
な
英
知
の
こ
と
だ
が
、
ガ
タ

リ
に
あ
っ
て
は
関
係
創
造
的
な
生
態
知
が
構
想
さ
れ
た
と
言
い

う
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
ガ
タ
リ
よ
り
も
早
く
エ

コ
ソ
フ
ィ
ー
︵
＝
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー
︶
の
概
念
を
提
唱
し
た
ノ
ル
ウ

ェ
ー
の
哲
学
者
Ａ
・
ネ
ス
の
存
在
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
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ロ
ジ
ー
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ネ
ス
は
、
自
ら
の
関
係
的

思
考
を
存
在
論
的
に
深
め
て
い
く
中
で
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
理
念

に
行
き
着
い
た
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
哲
学
に
共
通
す
る
諸
問
題
の

研
究
を
﹁
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
﹂
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
が
自
分
を
取
り
巻
く
状
況
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
哲
学
は

﹁
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
﹂
な
の
だ
と
、
ネ
ス
は
強
調
す
る
。
こ
の
エ
コ

ソ
フ
ィ
ー
も
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
を
創
造
す
る
主
体
の
知

的
営
為
の
学
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
生
態
圏
︵ecosphere

︶
を

哲
学
的
に
洞
察
す
る
、
個
人
の
実
践
に
直
接
結
び
つ
く
英
知
の

学

─
そ
れ
が
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
で
あ
る
。
一
人
一
人
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
が
あ
り
、
ま
た
一
人
の
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー

も
常
に
変
化
す
る
と
い
う
。
内
発
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
哲
学
が
、

こ
こ
に
見
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
実
践
的
な
英
知
の
学

で
あ
る
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
は
、
自
然
科
学
的
な
生
態
学
の
視
点
か

ら
政
治
活
動
等
の
社
会
的
視
点
、
内
面
の
意
識
変
革
と
い
う
精

神
的
視
点
ま
で
も
射
程
に
入
れ
た
、
ト
ー
タ
ル
な
知
の
営
み
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ス
の
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
論
も
ま
た
、

人
間
の
創
造
的
生
態
知
に
光
を
当
て
、
精
神
・
社
会
・
環
境
を

包
括
し
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。

２　

創
造
的
生
態
知
の
立
場
化

　

以
上
の
よ
う
に
、
包
括
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
エ
コ
ソ

フ
ィ
ー
は
、
人
間
の
創
造
的
生
態
知
の
開
発
を
重
ん
ず
る
。
特

定
の
環
境
倫
理
を
普
遍
的
に
定
立
す
る
こ
と
よ
り
も
、
複
合
的

に
変
容
し
て
や
ま
ぬ
現
実
の
諸
関
係
の
中
で
環
境
と
の
か
か
わ

り
方
を
不
断
に
再
構
築
し
ゆ
く
個
々
人
の
英
知
を
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

の
根
本
課
題
と
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。

　

第
一
に
、
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
主
義
者
た
ち
は
科
学
技
術
が
成
し

遂
げ
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
功
績
を
さ
ほ
ど
評
価
し
な
い
傾
向
に
あ

る
。
科
学
が
徹
底
す
る
二
項
対
立
的
思
考
を
単
に
反
エ
コ
ロ
ジ
ー

的
と
見
な
す
の
は
乱
暴
で
あ
る
。
人
間
と
自
然
を
切
り
離
す
二

元
論
的
世
界
観
あ
る
い
は
機
械
論
的
な
自
然
観
が
な
け
れ
ば
、

今
日
の
生
態
学
的
危
機
の
認
識
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
的
な
関
係
創

造
の
力
を
持
つ
に
は
普
遍
的
な
環
境
倫
理
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー
的
論
理
は
芸
術
家
の
論
理
と
類
似
し
て
い
る
と
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ガ
タ
リ
は
述
べ
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
直
観
が
あ
れ
ば
倫
理
は
不

要
で
あ
る
と
ネ
ス
は
強
調
し
た
。
け
れ
ど
も
、
創
造
的
で
エ
コ

ロ
ジ
カ
ル
な
直
観
を
一
時
的
な
も
の
と
せ
ず
、
自
ら
の
特
性
と

し
て
身
に
つ
け
る
の
は
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
エ
コ

ソ
フ
ィ
ー
を
大
衆
一
般
に
開
く
に
は
、
や
は
り
一
定
の
倫
理
的

な
指
針
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
に
、
ガ
タ
リ
な
ど
が
資
本
主
義
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ

る
精
神
的
な
均
質
化
を
一
方
的
に
断
罪
す
る
態
度
に
は
、
あ
る

種
の
偏
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
操
作

に
よ
る
精
神
の
均
質
化
は
人
間
の
特
異
性
を
抑
圧
す
る
。
だ
が

半
面
、
人
々
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
情
報
を
広
汎
に
共
有

し
、
社
会
的
な
紐
帯
の
維
持
に
役
立
て
て
い
る
。
資
本
主
義
的

な
、
あ
る
い
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
大
衆
の
精
神
の
均
一

化
と
い
う
の
は
、
一
面
的
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
環
境
哲
学

が
抱
え
る
根
本
的
な
欠
陥
は
そ
の
排
除
性
に
あ
る
と
言
っ
て
も

よ
か
ろ
う
。
包
括
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
標
榜
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
提
唱
者
た
ち
は
、
科
学
技
術
の
エ
コ

ロ
ジ
ー
的
功
績
、
普
遍
的
な
環
境
倫
理
の
意
義
、
現
存
す
る
社

会
シ
ス
テ
ム
の
利
点
を
十
分
に
認
め
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
排

除
性
は
、
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
が
一
つ
の
排
他
的
な
立
場
を
形
成
す

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
は
、
ガ
タ
リ
に
よ

れ
ば
自
然
環
境
・
社
会
・
人
間
と
い
う
三
つ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
の

統
合
で
あ
り
、
ネ
ス
に
あ
っ
て
は
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の

原
理
や
綱
領
を
受
け
入
れ
る
各
人
の
哲
学
的
基
盤
と
さ
れ
た
。

ど
ち
ら
も
関
係
主
義
と
い
う
立
場
性
を
有
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
は
近
代
的
合
理
性
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を

排
除
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
哲
学
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
彼

ら
が
忌
み
嫌
っ
た
は
ず
の
二
項
対
立
的
思
考
、
つ
ま
り
実
体
論

か
関
係
論
か
と
い
う
明
快
な
二
分
法
さ
え
み
ら
れ
る
。

　

思
う
に
、
創
造
的
生
態
知
そ
れ
自
体
は
生
き
た
主
体
の
力
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
生
み
出
す
源
泉
と
し
て
、
い
か
な
る

立
場
性
も
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
哲
学
者

が
論
じ
る
と
、
各
人
の
思
惟
傾
向
が
反
映
さ
れ
て
種
々
の
立
場

性
が
与
え
ら
れ
る
。
西
洋
の
哲
学
は
物
事
を
区
別
す
る
知
的
な

営
み
だ
か
ら
、
立
場
性
を
と
も
な
う
の
は
致
し
方
な
い
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。

　

問
題
の
所
在
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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わ
れ
わ
れ
が
望
む
の
は
、
排
他
的
な
立
場
を
持
た
な
い
、
真
に

包
括
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
確
立
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
エ

コ
ソ
フ
ィ
ー
が
探
求
す
る
創
造
的
生
態
知
そ
れ
自
体
を
拠
り
所

と
し
、
哲
学
化
し
て
立
場
性
を
持
た
せ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、

し
か
し
、
創
造
的
生
態
知
を
哲
学
化
し
な
け
れ
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
成
否
は
、
こ
の

デ
ィ
レ
ン
マ
を
い
か
に
解
決
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

３　

仏
教

─
立
場
な
き
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー

　

私
自
身
は
、
今
後
の
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
議
論
に
お
い
て
、
最

も
立
場
性
か
ら
離
れ
た
創
造
的
生
態
知
の
哲
学
化
を
模
索
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ

で
は
非
西
洋
の
哲
学
を
代
表
す
る
仏
教
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
が
、
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
東
洋

思
想
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
関
係
的
思
考
、
個
の
自
己
拡
大
、
自

然
と
の
一
体
化
と
い
っ
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
主
張
の

数
々
は
、﹁
縁
起
﹂﹁
無
我
﹂﹁
空
﹂﹁
慈
悲
﹂
な
ど
仏
教
の
基
本

教
義
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
展
開
と
み
て
も
差
し
支
え
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
縁
起
や
慈
悲
の
教
え
以
外
に
、
仏
教
の
伝
統
に

は
ま
だ
注
目
す
べ
き
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
の
水
脈
が
あ
る
。
そ
れ

は
仏
教
が
﹁
智
慧
﹂
の
実
践
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教

に
お
い
て
、
智
慧
︵prajñā

︶
は
物
事
の
真
理
を
見
極
め
る
心
的

能
力
を
言
う
。
仏
教
の
修
行
の
目
的
は
、
こ
の
智
慧
の
力
を
完

成
さ
せ
て
仏
の
悟
り
に
達
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

完
成
さ
れ
た
仏
の
智
慧
は
、
ま
さ
に
創
造
的
生
態
知
と
呼
び
う

る
特
性
を
備
え
て
い
る
。

　

釈
尊
︵
ブ
ッ
ダ
︶
が
最
高
の
智
慧
を
も
っ
て
照
ら
し
出
し
た
、

こ
の
世
界
の
真
実
と
は
、
自
己
・
他
者
・
世
界
が
存
在
論
的
に

不
可
分
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
他
者
の
苦
し
み
は
そ
の
ま
ま
自

己
の
苦
し
み
で
あ
り
、
世
界
全
体
の
苦
し
み
も
自
己
自
身
の
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
自
己
を
愛
す
る
人
は
、
他
人
を
害
し

て
は
な
ら
な
いあ
﹂
の
で
あ
り
、﹁
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
者
は
、

幸
せ
で
あ
れい
﹂﹁
全
世
界
に
対
し
て
無
量
の
慈
し
み
の
意
を
起
す

べ
しう
﹂
と
釈
尊
は
説
き
教
え
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
初
期

仏
教
の
慈
悲
の
理
念
に
自
然
と
の
共
生
が
含
意
さ
れ
た
と
解
釈

す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
実
際
、﹁
森
は
楽
し
い
﹂﹁
村
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に
せ
よ
、
森
に
せ
よ
、
低
地
に
せ
よ
、
平
地
に
せ
よ
、
聖
者
の

住
む
土
地
は
楽
し
いえ
﹂
な
ど
、
釈
尊
が
自
然
環
境
と
調
和
し
て

生
き
る
愉
悦
を
語
っ
た
と
伝
え
る
仏
典
が
存
す
る
。

　

釈
尊
は
、
万
物
の
相
互
連
関
と
い
う
、
世
界
の
あ
り
の
ま
ま

の
真
理
を
悟
っ
た
智
慧
に
よ
っ
て
、
自
己
の
苦
し
み
を
消
滅
し
、

他
者
と
共
に
あ
る
幸
福
を
見
出
し
、
自
然
と
調
和
す
る
喜
び
を

知
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
世
俗
的
な
幻
想
や
執
着
に
支
配
さ
れ
た

偽
り
の
自
己
を
再
生
さ
せ
る
精
神
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
憎
悪
と
悲

哀
に
満
ち
た
人
間
関
係
を
慈
悲
の
力
で
再
創
造
す
る
社
会
の
エ

コ
ロ
ジ
ー
、
自
己
と
自
然
の
不
可
分
な
関
係
を
鋭
敏
に
洞
察
す

る
環
境
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
が
あ
る
。
釈
尊
は
、
自
己
の
主
観
性
が

出
会
う
す
べ
て
の
領
域
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ

き
だ
と
教
え
た
。
し
て
み
れ
ば
、
彼
が
得
た
悟
り
の
智
慧
は
、

包
括
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
導
く
創
造
的
生
態
知
だ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
智
慧
と
い
う
面
か
ら
仏
教
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
を
捉

え
直
す
と
、
そ
の
無
立
場
性
が
一
層
際
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

仏
教
は
元
来
、
一
切
の
区
別
的
思
考
︵
執
着
︶
か
ら
自
由
に
な
る

智
慧
を
教
え
る
実
践
哲
学
で
あ
っ
た
。﹁
来
る
こ
と
も
無
く
、
行

く
こ
と
も
無
く
、
生
ず
る
こ
と
も
無
く
、
没
す
る
こ
と
も
無
い
。

住
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
も
無
く
、
依
拠
す
る
こ
と
も
無
い

─

そ
れ
が
苦
し
み
の
終
滅
で
あ
る
と
説
か
れ
るお
﹂。
こ
う
し
た
釈
尊

の
教
説
か
ら
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
者
が
主
張
す
る
非
実

体
論
的
な
関
係
主
義
を
も
超
え
た
、
ど
こ
ま
で
も
自
由
自
在
な

無
立
場
が
見
出
さ
れ
る
。
釈
尊
は
、
自
分
の
悟
り
が
特
定
の

立
場
を
持
た
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
よ
っ
て
、

仏
教
の
場
合
は
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
が
立
場
性
を
持
た
な
い
は
ず

で
あ
る
。

　

初
期
の
仏
典
に
お
い
て
、
智
慧
あ
る
者
は
﹁
こ
れ
の
み
が
真

理
で
あ
る
﹂
と
す
る
世
俗
的
見
解
に
近
づ
か
ず
、
論
争
か
ら
離

れ
、
自
ら
﹁
こ
れ
だ
﹂
と
い
う
こ
だ
わ
り
が
な
い
も
の
と
さ
れ

たか。
仏
教
も
一
つ
の
宗
教
的
な
立
場
に
は
違
い
な
い
。
た
だ
、

そ
れ
は
無
立
場
を
立
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
初
期
の
仏
教
で

は
、
い
か
な
る
学
説
で
あ
れ
、
そ
れ
に
執
着
し
て
他
と
論
争
す

る
な
ら
ば
偏
見
に
陥
り
、
正
し
い
﹁
中
道
﹂
の
認
識
か
ら
外
れ

る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
文
脈
に
置

き
換
え
る
な
ら
、
釈
尊
の
仏
教
は
創
造
的
生
態
知
の
立
場
な
き

哲
学
化
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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４　

仏
教
の
脱
世
俗
性

　

初
期
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
を
立
場
な
き
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
へ
の
挑

戦
と
し
て
読
み
直
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
を

包
括
し
う
る
壮
大
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
へ
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
深
刻
な
障
害
と
な
る
思
想
性

が
仏
教
に
は
あ
る
。
世
俗
社
会
か
ら
の
離
脱
と
い
う
救
済
観
が

そ
れ
で
あ
る
。

　

初
期
に
成
立
し
た
仏
典
を
読
む
限
り
、
釈
尊
は
欲
望
が
渦
巻

く
俗
世
間
の
生
活
を
嫌
い
、
人
里
離
れ
た
山
間
で
解
脱
を
目
指

し
て
修
行
に
励
め
、
と
弟
子
た
ち
に
語
っ
た
。
解
脱
と
は
心
身

の
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
究
極
は
肉
体

す
ら
滅
し
て
迷
い
の
生
存
か
ら
離
れ
た
﹁
無
余
涅
槃
﹂
の
境
地

で
あ
る
。
生
命
は
無
限
に
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
、
と
す
る
古

代
イ
ン
ド
の
世
界
観
を
受
け
入
れ
た
仏
教
で
は
、
輪
廻
す
る
生

存
か
ら
の
脱
却
こ
そ
が
修
行
の
最
終
目
的
と
さ
れ
た
。
今
日
、

そ
の
脱
世
俗
性
を
理
由
に
仏
教
的
な
環
境
倫
理
の
可
能
性
を
否

定
す
る
研
究
者
が
い
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
話
で
あ
ろ
う
。
加
え

て
言
え
ば
、
仏
教
の
修
行
論
は
個
人
の
救
済
を
目
指
す
の
だ
か

ら
、
む
し
ろ
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
状
況
と
の
か
か
わ
り
を
妨
げ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
疑
問
の
声
も
あ
るき
。

　

他
方
、
そ
う
し
た
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
を

エ
コ
ロ
ジ
ー
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
は
人
間
生
活
と
自
然
環
境
の
相
互
依
存

を
熱
心
に
唱
え
、
世
界
規
模
で
環
境
問
題
の
解
決
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
が
、
一
九
八
九
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
す
る
一

つ
の
理
由
と
な
っ
た
。
タ
イ
仏
教
の
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
比
丘
は
自

然
を
仏
教
の
﹁
法
︵D

ham
m

a

︶﹂
と
見
な
し
、
森
林
の
僧
院
で
自

然
を
媒
介
に
解
脱
を
追
求
す
る
意
義
を
説
い
た
。
彼
の
自
然
観

に
影
響
を
受
け
た
タ
イ
の
僧
侶
た
ち
が
、
森
林
保
護
の
運
動
に

携
わ
っ
た
り
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
禅
の
老
師
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ

ト
・
ハ
ン
は
大
乗
経
典
﹃
華
厳
経
﹄
の
﹁
一
即
多
・
多
即
一
﹂

の
世
界
観
に
触
発
さ
れ
て
﹁
相
互
存
在
︵interbeing

︶﹂
な
る
造

語
を
作
り
、
非
暴
力
の
教
え
を
核
に
、
人
間
と
人
間
、
人
間
と

自
然
が
ど
こ
ま
で
も
調
和
し
て
生
き
る
べ
き
だ
と
す
る
。

　

彼
ら
は
、
個
人
の
救
済
と
世
界
全
体
の
救
済
を
同
一
視
す
る

こ
と
で
仏
教
の
個
人
主
義
的
な
修
行
論
の
枠
を
取
り
払
い
、
そ

の
エ
コ
ロ
ジ
ー
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
な
ら
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ば
、
仏
教
の
脱
世
俗
性
の
克
服
と
い
う
面
で
は
ど
う
か
。
彼
ら

は
本
当
に
、
仏
教
の
脱
世
俗
性
を
克
服
し
て
俗
世
の
環
境
問
題

に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
私
に
は

思
え
る
。

　

ま
ず
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
輪
廻
か
ら
脱
す
る
た
め
に
世
俗
的

な
欲
望
や
感
情
等
︵
煩
悩
︶
を
除
去
す
べ
し
と
声
高
に
唱
え
て
い

るく。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
中
観
派
の
彼
が
最
終
的
に
指
し
示
す
の
は

無
分
別
で
あ
り
、
世
俗
に
も
脱
世
俗
に
も
偏
ら
な
い
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
彼
の
場
合
は
世
俗
か
ら
も
脱
世
俗
か
ら
も
離
れ

た
、
新
た
な
脱
世
俗
の
観
念
世
界
に
赴
く
感
が
あ
る
。
ま
た
、

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
世
界
各
地
で
﹁
カ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
︵K

ala-

cakra

︶﹂
の
密
教
儀
式
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
な
お
さ
ら
脱
世
俗

的
に
み
え
る
。

　

次
に
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
比
丘
は
上
座
部
仏
教
に
属
し
な
が
ら

大
乗
仏
教
の
﹁
空
﹂
思
想
を
強
調
し
て
﹁
仏
法
社
会
主
義
︵B

ud-

dhist socialism

︶﹂
を
提
唱
し
た
。
彼
の
言
う
﹁
空
﹂
の
境
地
は
、

自
我
・
我
執
を
な
く
し
て
煩
悩
と
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
新
し
い
社
会
主
義
を
唱
え
て
み
て
も
超
俗
的

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
否
め
な
い
。

　

そ
の
他
、
い
つ
い
か
な
る
場
合
で
も
怒
り
を
捨
て
て
哀
れ
み

の
心
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が

説
く
こ
と
な
ど
も
、
脱
世
俗
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
怒
り
を

完
全
に
否
定
し
て
し
ま
え
ば
、
精
神
の
安
定
は
と
も
か
く
社
会

秩
序
が
成
り
立
た
な
く
な
ろ
う
。
現
実
的
に
考
え
て
、
悪
徳
や

残
虐
に
対
す
る
正
当
な
怒
り
は
社
会
正
義
の
形
成
に
不
可
欠
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
怒
り
の
完
全
な
否
定
は
非
現
実
的
な
教
説
で

あ
っ
て
、
人
間
的
な
生
存
を
嫌
忌
す
る
仏
教
的
な
脱
世
俗
志
向

の
現
れ
と
み
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
広
め
て
き
た
、
慈
し
み
の
心
と
共
に
働
く

智
慧
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
比
丘
が
提
示
し
た
、
空
に
よ
る
自
己
と

世
界
の
見
直
し
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
啓
蒙
す
る
、
日
々

の
瞑
想
を
通
じ
た
﹁
気
づ
き
︵m

indfulness

︶﹂
─
こ
れ
ら
は
皆
、

世
界
の
諸
関
係
を
再
構
築
す
る
創
造
的
生
態
知
と
言
っ
て
も
よ

か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
智
慧
は
、
世

界
に
参
画
し
よ
う
と
し
て
も
本
質
的
に
世
界
か
ら
離
脱
す
る
方

向
に
作
用
す
る
。
哲
学
者
の
Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、
ブ
ッ
ダ
の

こ
と
を
﹁
世
間
の
内
に
あ
っ
て
世
間
に
か
ん
し
て
な
ん
ら
の
責

務
を
も
認
め
ず
、
世
間
の
う
ち
に
あ
っ
て
世
間
を
離
脱
す
る
よ
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う
な
人
間
存
在
の
具
現
で
あ
るけ
﹂
と
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
。

私
に
は
正
し
い
理
解
と
思
え
な
い
が
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
ッ

デ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
述
べ
た
よ
う
な
世
俗
を
脱

世
俗
的
に
生
き
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
仏
教
者
に
見
え
る
。

　

脱
世
俗
性
は
、
果
た
し
て
仏
教
の
思
想
的
本
質
な
の
か
。
あ

れ
ほ
ど
特
定
の
観
念
に
こ
だ
わ
る
愚
か
さ
を
指
弾
し
、
己
の
無

立
場
を
公
言
し
た
釈
尊
が
、
世
俗
か
ら
離
脱
す
る
境
地
の
み
を

究
極
の
理
想
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い
話

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
無
立
場
的
に
中
道
の
認
識
を
取
る
な
ら
、

世
俗
で
も
脱
世
俗
で
も
な
い
と
こ
ろ
を
目
指
す
の
が
本
筋
で
あ

ろ
う
。
そ
の
視
点
か
ら
初
期
の
仏
典
を
読
み
返
す
と
、
当
の
釈

尊
も
、
悟
り
の
彼
岸
に
達
し
て
迷
い
の
生
存
か
ら
脱
せ
よ
と
勧

め
る
一
方
で
、
時
に
は
﹁
彼
岸
も
な
く
、
此
岸
も
な
く
、
彼
岸
・

此
岸
な
る
も
の
も
な
くこ
﹂
と
無
立
場
の
境
地
を
指
し
示
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
一
切
の
と
ら
わ
れ
か
ら
の
解
放
、

と
い
う
仏
教
の
実
践
的
理
想
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
る
限
り
、
無

立
場
の
境
地
に
こ
そ
釈
尊
の
真
意
が
垣
間
見
え
る
と
は
言
え
ま

い
か
。

５　

日
本
仏
教
か
ら
考
え
る
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー

　

結
局
、
脱
俗
性
に
偏
ら
な
い
仏
教
で
あ
っ
て
初
め
て
、
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
創
造
的
生
態
知
を
存
分
に
活
用
で
き
る
。
そ
の
よ

う
な
仏
教
は
、
主
に
東
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
系
統
に
見
出
さ
れ

る
。
中
国
は
古
来
、
儒
教
や
道
教
な
ど
現
世
主
義
的
な
文
明
を

有
し
、
仏
教
も
そ
こ
で
現
実
世
界
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
教
え

に
変
容
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
大
乗
の

﹃
涅
槃
経
﹄
は
一
切
の
生
物
に
仏
性
を
認
め
る
が
、
中
国
で
は
こ

の
考
え
方
が
植
物
や
岩
石
な
ど
の
自
然
に
ま
で
適
用
さ
れ
、
山

川
草
木
に
も
仏
性
あ
り
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

ま
た
、
仏
教
が
中
国
、
朝
鮮
を
通
じ
て
日
本
に
伝
わ
る
と
、

さ
ら
に
現
世
肯
定
的
な
色
彩
が
強
ま
る
。
日
本
土
着
の
神
道
は
、

神
々
が
国
土
を
作
っ
た
と
し
て
万
物
の
生
成
発
展
を
讃
え
、
自

然
崇
拝
の
信
仰
を
根
づ
か
せ
て
い
た
。
か
か
る
古
代
日
本
の
世

界
観
に
対
し
、
仏
教
は
神
道
の
神
々
を
取
り
込
み
な
が
ら
融
和

を
は
か
り
、
ま
す
ま
す
現
世
肯
定
的
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
生
ま

れ
た
の
が
天
台
本
覚
思
想
で
あ
る
。
中
国
の
天
台
智
顗
の
説
を

端
緒
に
形
成
さ
れ
た
﹁
一
念
三
千
﹂
の
教
理
に
よ
れ
ば
、
仏
の



156

心
と
人
間
の
心
は
相
互
に
含
み
合
っ
て
お
り
、
い
か
な
る
人
間

も
本
来
は
仏
な
の
だ
と
す
る
。
日
本
仏
教
の
本
覚
思
想
は
こ
れ

を
さ
ら
に
展
開
し
て
、
現
実
の
事
象
こ
そ
究
極
の
真
理
の
姿
で

あ
る
と
唱
え
た
。
自
然
を
含
む
現
実
世
界
を
絶
対
的
に
肯
定
す

る
仏
教
思
想
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
脱
俗
性
を
持
た
な
い
仏
教
の
生
態
知
の
可
能

性
を
探
る
う
え
で
、
日
本
仏
教
は
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
な

り
う
る
。
日
本
の
念
仏
宗
、
禅
宗
、
日
蓮
宗
等
は
い
ず
れ
も
天

台
本
覚
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
自
然
に
対

す
る
独
自
の
観
念
も
生
ま
れ
た
。
草
木
に
も
仏
性
あ
り
と
の
思

想
は
、
日
本
仏
教
で
は
草
木
の
主
体
的
な
成
仏
を
め
ぐ
る
議
論

に
発
展
し
た
。
現
世
肯
定
主
義
は
、
人
間
も
自
然
も
本
来
あ
る

が
ま
ま
に
任
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
﹁
自
然
法
爾
﹂
の
思
想
と
な

っ
て
日
本
中
世
の
社
会
に
浸
透
し
た
。
一
念
三
千
や
一
即
多
の

大
乗
的
世
界
観
は
、
あ
り
ふ
れ
た
物
事
に
奥
深
い
真
理
を
発
見

す
る
日
本
的
な
文
化
を
も
た
ら
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
聖
化

す
る
日
本
仏
教
の
創
造
的
生
態
知
は
、
精
神
世
界
の
エ
コ
ロ
ジ
ー

の
み
な
ら
ず
社
会
や
自
然
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
も
深
く
関
与
す
る

特
質
を
備
え
て
い
る
。
中
で
も
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
日
蓮

の
仏
教
思
想
で
あ
る
。

　

日
蓮
は
十
三
世
紀
の
日
本
で
活
躍
し
た
僧
で
あ
る
。
自
然
災

害
と
戦
乱
が
続
く
時
代
に
あ
っ
て
﹃
法
華
経
﹄
に
基
づ
く
独
自

の
信
仰
を
唱
え
、
命
に
及
ぶ
迫
害
に
耐
え
な
が
ら
、
国
家
・
社

会
の
救
済
を
目
指
し
て
提
言
と
行
動
を
重
ね
る
生
涯
を
送
っ
た
。

　

彼
の
社
会
思
想
の
根
幹
は
﹁
立
正
安
国
﹂
の
理
念
に
あ
る
。

こ
の
言
葉
は
、
正
し
い
仏
法
を
立
て
て
国
家
と
民
衆
生
活
の
安

穏
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
仏
教
史
上
、
日
蓮
の
仏
教

ほ
ど
個
人
の
信
仰
実
践
を
直
接
的
に
社
会
改
革
と
結
び
つ
け
た

例
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
政
治
学
者
の
丸
山
眞
男
が
指
摘
し

た
よ
う
に
、
ひ
と
り
日
蓮
の
み
が
﹁
著
し
い
政
治
的
性
格さ
﹂
を

持
っ
て
現
実
の
社
会
問
題
と
対
峙
し
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
包
括
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
は
政
治
的
実
践
を
欠
い
て
は
成

り
立
た
な
い
。
私
が
特
に
、
日
蓮
の
仏
教
か
ら
創
造
的
生
態
知

の
思
想
を
汲
み
上
げ
よ
う
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

日
蓮
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
特
徴
は
、
次
の
四
点
に
要
約
で

き
る
。

　

第
一
に
、
日
蓮
の
思
想
に
は
中
道
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が

認
め
ら
れ
る
。
人
間
を
は
じ
め
一
切
の
生
物
に
は
生
死
が
あ
り
、
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物
理
的
自
然
に
も
生
成
と
消
滅
が
あ
る
。
人
間
、
生
物
、
自
然

の
す
べ
て
に
通
底
す
る
、
根
源
的
な
真
理
が
あ
る
。
日
蓮
は
こ

れ
を
妙
法
蓮
華
経
と
定
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
宇
宙
根
源
の
妙

法
を
自
覚
し
、
主
体
的
に
行
動
で
き
る
点
に
人
間
の
尊
厳
性
を

求
め
た
。
日
蓮
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
立
場
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
と
も
自
然
中
心
主
義
と
も
異
な
る
。
日
蓮
が
中
心
に
置
く
の

は
、
人
間
で
も
自
然
で
も
な
く
、
中
道
の
真
理
す
な
わ
ち
妙
法

で
あ
る
。
た
だ
、
中
道
の
真
理
の
担
い
手
と
し
て
人
間
を
こ
よ

な
く
尊
重
す
る
た
め
、
あ
え
て
こ
れ
を
中
道
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
と
呼
び
た
い
。

　

第
二
に
、
日
蓮
は
、
自
然
を
人
間
と
一
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
捉
え
た
と
い
え
る
。
日
蓮
の
自
然
観
は
﹁
依
正
不
二
﹂
で

あ
る
。
依
正
不
二
と
は
、
中
国
天
台
宗
の
妙
楽
湛
然
が
説
い
た

﹁
十
不
二
門
﹂
の
一
つ
で
、
環
境
世
界
の
﹁
依
報
﹂
と
生
命
主
観

の
﹁
正
報
﹂
と
が
別
々
︵
二
︶
で
あ
り
つ
つ
一
体
︵
不
二
︶
で
あ

る
と
み
る
こ
と
を
い
う
。
仏
教
的
な
存
在
論
に
よ
る
な
ら
ば
、

人
間
は
自
然
で
あ
り
、
自
然
は
人
間
で
あ
り
、
両
者
は
相
互
に

存
在
を
支
え
合
っ
て
い
る
。
人
間
と
自
然
は
一
体
で
、
な
お
か

つ
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
す
る
と
、
自
然
は
わ
れ
わ
れ

の
倫
理
の
対
象
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
倫
理
の
主
体
と
も
な
る
。

例
え
ば
、
草
木
が
そ
れ
自
体
で
春
に
花
を
咲
か
せ
秋
に
実
を
結

ん
で
生
物
を
養
育
す
る
の
は
、
仏
の
智
慧
と
慈
悲
の
徳
を
顕
す

る
も
の
と
さ
れ
るし
。

　

現
代
の
環
境
倫
理
学
で
は
、
人
間
の
生
存
の
た
め
に
動
植
物

を
殺
す
行
為
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
絶
え
な
い
。
そ
う
し

た
論
争
は
動
植
物
を
倫
理
の
対
象
と
し
か
見
な
い
考
え
方
で
あ

る
。
日
蓮
の
よ
う
に
動
植
物
に
も
倫
理
主
体
の
意
義
を
認
め
る

な
ら
、
例
え
ば
食
物
連
鎖
は
生
物
間
の
本
然
的
な
慈
悲
の
サ
イ

ク
ル
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
こ
の
点
、
自
ら
の
命
を
人
間

の
た
め
に
捧
げ
る
動
植
物
の
慈
悲
に
感
謝
し
、
彼
ら
の
恩
に
報

い
る
た
め
に
人
間
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
観
点
も

環
境
倫
理
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
地
球

を
共
に
支
え
る
、
人
間
と
一
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
自
然
を

考
え
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
尊
重
の
あ
り
方
と
同
時
に
、

自
然
そ
れ
自
体
の
倫
理
的
行
為
に
ど
う
応
答
す
べ
き
か
を
深
く

問
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
日
蓮
の
仏
教
は
環
境
創
造
の
観
点
を
有
す
る
。
彼

が
社
会
的
実
践
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
立
正
安
国
の
理
念
は
、
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人
間
精
神
の
救
済
を
通
じ
て
社
会
的
・
自
然
的
な
環
境
を
理
想

的
な
状
態
に
変
革
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
日
蓮
に
は
自

然
改
造
や
社
会
改
革
の
思
想
が
あ
る
。
こ
れ
を
環
境
創
造
的
な

エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

日
蓮
思
想
に
あ
っ
て
は
﹁
自
力
も
定
め
て
自
力
に
あ
ら
ず
﹂﹁
他

力
も
定
め
て
他
力
に
非
ずす
﹂
と
い
う
中
道
的
な
見
方
を
と
る
た

め
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
改
造
が
自
然
自
身
の
自
己
改
造
と
い

う
意
味
合
い
を
帯
び
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。

　

第
四
に
、
日
蓮
は
仏
教
者
に
は
珍
し
く
社
会
の
エ
コ
ロ
ジ
ー

に
重
き
を
置
い
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
有
名
な
日
蓮
の
﹃
立

正
安
国
論
﹄
は
、
元
々
為
政
者
へ
の
諫
言
書
で
あ
っ
た
。
同
書
は
、

政
治
指
導
者
の
改
心
に
よ
る
社
会
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
再
生
を
起

点
に
、
民
衆
の
精
神
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
健
全
化
を
は
か
り
、
も

っ
て
環
境
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
企
て
だ
っ
た

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
日
蓮
に
と
っ
て
、
社
会
参
加
の
本
源

的
な
主
体
は
民
衆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
蓮
仏
教
が

描
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
﹁
万
民
一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱

え
奉
ら
ば
吹
く
風
枝
を
な
ら
さ
ず
雨
壤
を
砕
か
ず
云
せ々﹂
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
民
衆
の
一
人
一
人
が
﹁
南
無
妙
法
蓮
華
経
﹂

と
い
う
仏
の
智
慧
を
信
じ
て
生
き
る
と
きそ
、
雨
風
は
和
ら
い
で

社
会
は
安
定
し
、
皆
が
幸
せ
に
寿
命
を
全
う
し
て
生
を
満
喫
で

き
る
。
日
蓮
は
そ
う
力
を
込
め
て
説
い
た
。

　

以
上
の
諸
点
か
ら
、
私
は
仏
教
の
創
造
的
生
態
知
を
現
代
化

し
う
る
大
き
な
可
能
性
を
日
蓮
思
想
の
中
に
認
め
た
い
。
事
実
、

現
代
日
本
で
最
大
の
日
蓮
系
教
団
の
創
価
学
会
は
、
信
仰
を
通

じ
て
庶
民
大
衆
に
根
源
的
自
立
を
促
す
こ
と

─
こ
れ
を
﹁
人

間
革
命
﹂
と
言
う

─
を
運
動
の
主
眼
に
置
き
な
が
ら
、
広
く

政
治
、
経
済
、
科
学
技
術
、
人
権
、
平
和
、
環
境
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

生
命
倫
理
、
核
兵
器
等
々
の
諸
問
題
の
解
決
に
向
け
、
仏
教
の

智
慧
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
用
し
よ
う
と
努
力
を
重
ね
て
い
る
。

創
価
学
会
に
み
ら
れ
る
仏
教
的
な
智
慧
は
、
環
境
・
社
会
・
精

神
の
諸
分
野
を
統
合
す
る
包
括
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
構
築
す
る
と

言
っ
て
よ
く
、
ま
さ
に
創
造
的
生
態
知
と
呼
ぶ
べ
き
性
質
を
有

す
る
。

お
わ
り
に

　

真
に
包
括
的
な
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
構
築
に
向
け
、
私
は
特
定

の
立
場
化
を
徹
底
し
て
拒
否
す
る
仏
教
の
思
想
を
検
討
し
、
民
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衆
の
創
造
的
生
態
知
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
日
蓮
の
宗
教
的
実

践
に
着
目
し
た
。
仏
教
に
基
づ
く
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
社
会
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
、
日
蓮
は
い
ち
早
く
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

仏
教
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
議
論
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
﹁
慈

悲
﹂
や
﹁
縁
起
﹂
の
思
想
に
基
づ
く
自
然
へ
の
共
感
が
多
く
語

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
創
価
学
会
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
、
仏
教
の
﹁
智
慧
﹂
に
光
を
当
て
た
自
然
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

も
大
い
に
注
目
に
値
す
る
。
慈
悲
が
仏
教
的
理
念
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
智
慧
は
仏
教
的
方
法
と
い
え
る
。
私
見
に
な
る
が
、
た

だ
慈
悲
を
唱
え
る
ば
か
り
で
は
静
的
に
な
り
が
ち
で
、
仏
教
の

持
つ
能
動
的
な
創
造
性
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
仏
教
者
が
社

会
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
今
日
の
地
球
環
境
の
危

機
に
立
ち
向
か
う
際
に
は
、
智
慧
を
掲
げ
る
仏
教
的
エ
コ
ロ
ジ
ー

が
求
め
ら
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
す
で
に
人
々
が

智
慧
を
絞
っ
て
環
境
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
を
重
ね
て
い

る
。
仏
教
者
が
そ
う
し
た
世
俗
的
な
智
慧
と
同
化
し
、
し
か
も

そ
れ
を
慈
悲
の
共
感
に
支
え
ら
れ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
智
慧

へ
と
導
く
と
き
、
彼
ら
は
知
的
・
倫
理
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
い
け

る
に
違
い
な
い
。

　

最
後
に
、
仏
教
の
創
造
的
生
態
知
へ
の
批
判
的
な
言
及
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
仏
教
の
空
や
縁
起
は
、
時
に
環
境

へ
の
無
関
心
を
呼
び
起
こ
し
て
き
た
と
い
え
る
。
万
物
に
実
体

が
な
い
と
す
れ
ば
、
肉
体
や
物
質
に
本
質
的
な
価
値
は
な
い
。

そ
う
解
さ
れ
る
と
、
肉
体
を
持
っ
た
生
物
や
物
質
的
な
自
然
は

重
要
な
意
味
を
持
た
ず
、
た
だ
関
係
性
の
み
が
世
界
の
本
質
と

し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
の
環
境
に
関
す

る
講
演
集
を
読
む
と
、
彼
の
関
心
が
自
然
そ
の
も
の
よ
り
も
、

実
体
な
き
自
然
と
実
体
な
き
人
間
の
関
係
性
に
向
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
るた
。

　

空
と
し
て
の
生
物
や
自
然
は
真
の
存
在
性
を
持
た
ず
、
お
よ

そ
他
者
た
り
え
な
い
。
こ
の
ゆ
え
か
、
仏
教
者
は
自
然
の
声
を

聞
き
、
自
然
と
誠
実
に
対
話
す
る
と
い
う
姿
勢
に
欠
け
る
嫌
い

が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
然
に
対
す
る
暴
力
に
も
無
自
覚
的

に
な
る
。
近
世
の
日
本
で
は
、
仏
教
者
の
山
林
伐
採
が
無
道
で

あ
る
と
し
て
、
陽
明
学
者
の
熊
沢
蕃
山
か
ら
告
発
さ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
禅
で
は
自
然
の
声
な
き
声
を
聞
け
と
も
言
う
が
、

そ
れ
と
て
本
質
的
に
は
自
他
一
如
的
に
、
関
係
性
の
世
界
の
中
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で
自
然
と
対
話
す
る
の
で
あ
る
。
前
世
紀
の
後
半
、
自
然
が
病

む
姿
を
最
も
早
く
感
知
し
た
の
は
、
鈴
木
大
拙
の
よ
う
な
東
洋

の
思
想
家
で
は
な
く
、
Ｒ
・
カ
ー
ソ
ン
︵C

arson

︶
な
ど
西
洋
の

自
然
科
学
者
で
あ
っ
た
。

　

仏
教
は
、
そ
の
思
想
的
本
質
か
ら
言
っ
て
環
境
に
無
関
心
で

は
な
い
か
。
こ
の
問
い
に
、
仏
教
の
側
は
ど
う
応
答
す
る
の
か
。

た
し
か
に
仏
教
の
世
界
観
に
よ
れ
ば
、
自
己
も
環
境
も
不
断
に

変
化
し
て
実
体
が
な
い
。
す
べ
て
の
存
在
が
い
ず
れ
消
滅
し
て

し
ま
う
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
探
究
し
て
も
空
し
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
釈
尊
が
標
榜
し
た
徹
底
的
な
無
立
場
を
発

展
さ
せ
、
存
在
の
非
実
体
性
す
ら
立
場
化
し
な
い
よ
う
な
仏
教

に
な
る
と
、
様
相
が
違
っ
て
く
る
。
中
観
派
の
伝
統
に
連
な
り

な
が
ら
も
中
道
に
対
す
る
執
着
を
誡
め
、
空
・
仮
・
中
の
円
融

三
諦
の
認
識
論
に
立
つ
天
台
の
仏
教
を
例
に
と
れ
ば
、﹁
生
死
即

ち
涅
槃
な
れ
ば
滅
と
し
て
証
す
可
き
無
し
﹂﹁
一
色
一
香
も
中
道

に
非
ざ
る
こ
と
無
しち
﹂
と
世
俗
を
聖
化
し
、
現
象
世
界
︵
仮
諦
︶

に
も
究
極
の
尊
厳
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
肉
体
を
持

っ
た
生
物
や
物
質
的
な
自
然
は
究
極
の
価
値
を
与
え
ら
れ
、
も

は
や
相
互
依
存
の
関
係
性
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

天
台
仏
教
を
基
盤
に
実
践
的
な
仏
教
を
確
立
し
た
日
蓮
の
思
想

に
対
し
、
私
が
特
に
仏
教
的
エ
コ
ソ
フ
ィ
ー
の
可
能
性
を
認
め

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
も
よ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ

れ
わ
れ
は
仏
教
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
化
に
あ
た
り
、
肉
体
性
や
物
質

性
の
軽
視
と
い
う
思
想
的
な
壁
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
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