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一
　
は
じ
め
に

　
親
鸞
は
、
法
然
の
他
力
の
思
想
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
、
絶
対
他
力
の
思

想
に
い
た
っ
た

―
検
定
教
科
書
の
世
界
で
は
い
ま
だ
そ
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
が
支
配
的
で
あ
る）

1
（

。
は
た
し
て
、
そ
う
な
の
か
。
法
然
は
不
徹
底
だ

っ
た
の
か
。
否
の
立
場
に
論
者
は
立
つ
。
私
見
で
は
、
法
然
浄
土
教
の
生

命
線
は
「
被
救
済
者
の
外
延
の
最
大
化
」
に
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
こ

れ
だ
け
を
訴
え
る
な
ら
ば
、
時
宗
系
浄
土
教
の
ほ
う
が
す
で
に
外
延
の
最

大
化
を
は
た
し
て
い
る
と
の
反
論
が
あ
ろ
う
。
一
遍
に
お
い
て
は
信
決
定

も
行
決
定
も
必
要
な
い
の
だ
か
ら
（
法
然
は
信
行
双
修
）。
で
あ
る
な
ら

ば
、
法
然
浄
土
教
の
「
被
救
済
者
の
外
延
の
最
大
化
」
と
い
う
課
題
は
、

同
時
に
思
想
の
深
み
と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
深
み
に
か

ん
し
て
、
本
稿
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
思
想
と
比
較
思
想
的
に
検
討
す
る
こ

と
で
示
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
突
飛
な
組
み
合
わ
せ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
無
神
論
的
実
存
主
義
を
自
称
す
る
サ
ル
ト
ル
の
思

想
と
法
然
浄
土
教
と
は
、
決
定
的
な
一
点
を
除
い
て
は
、「
存
外
、
親
和

性
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
論
者
の
実
感
で
あ
る
。
こ
の
親
和
性
を
単
な
る

「
実
感
」
で
は
な
く
、
一
般
化
し
、
一
つ
の
論
理
と
す
る
よ
う
に
本
論
考

で
は
努
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル

思
想
を
も
包
摂
す
る
法
然
浄
土
教
の
深
み
が
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。
特
に
こ
こ
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
『
存
在
と
無
』
で
展
開
さ
れ
た
「
私

の
死
」
の
議
論
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
と
法
然
と
の
比
較
を
試

み
た
い
。

二
　
不
可
能
性
の
可
能
性
・
可
能
性
の
不
可
能
性

　
サ
ル
ト
ル
の
『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
「
私
の
死
」
の
項）

2
（

で
は
、
大
き

く
み
る
と
三
つ
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
死
へ
の
存

在
」
に
対
す
る
批
判
、
死
と
は
「
他
者
の
観
点
の
勝
利
」
だ
と
い
う
主
張

〈
研
究
論
文
８
〉

鈴
　
木
　
正
　
見
　

　「
私
の
死
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

│
サ
ル
ト
ル
と
法
然

│
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れ
て
い
る）

5
（

。

　
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
、「
死
が
私
の
死
の
宣
告
（
た
と
え
ば
、
一
週
間
の

う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
処
刑
、
自
分
で
も
そ
れ
が
間
近
で
無
残

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
私
の
病
気
の
結
末
、
な
ど
）
の
よ

う
に
、
は
っ
き
り
指
定
さ
れ
て
い
る
」（p.593

、
二
六
七
頁
）
場
合
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
が
成
り
立
つ
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は

あ
る
特
定
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
毅
然
と
し
て
処
刑
に
対
す
る
心
が
ま
え
を
な
し
、
絞
首
台

の
上
で
取
り
乱
さ
な
い
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る

一
人
の
死
刑
囚
が
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
流

行
に
よ
っ
て
ぽ
っ
く
り
連
れ
去
ら
れ
る
よ
う
な
例
に
、
わ
れ
わ
れ
を

な
ぞ
ら
え
る
ほ
う
が
至
当
で
あ
ろ
う
（p.591

、
二
六
三
頁
）。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
先
駆
的
決
意
性
論
は
、
い
わ
ば
死
の
宣
告
を
受
け
た
者

の
（
サ
ル
ト
ル
の
表
現
で
は
な
い
が
）
一
種
の
心
理
学
で
あ
っ
て
、
普
遍

化
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
サ
ル
ト
ル
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル

は
言
う
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
や
っ
て
み
せ
る
手
品
は
、
わ
け
な
く
見
破
ら

れ
る
」（p.591

、
二
六
四
頁
）。
現
存
在
の
《
そ
の
つ
ど
私
の
も
の
で
あ

る
）
6
（

》
と
い
う
性
格
こ
そ
が
、
現
存
在
の
有
限
性
・
固
有
性
を
生
じ
さ
せ
る

の
で
あ
っ
て
、
死
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。「
愛
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
て

も
「
何
某
か
の
作
品
に
感
動
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
も
「
私
に
代
わ
っ
て
」

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
に
だ
け
固
有
性
・
有
限
性
の
特
権
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、「
人
間
存
在
は
、
か
り
に
自
分
が
不
死
で
あ
っ
た
に
し
て

も
、
や
は
り
有
限
で
あ
る
だ
ろ
う
」（p.604

、
二
九
五
頁
）。
生
の
一
回

（
第
四
節
で
扱
う
）、
場
所
・
過
去
・
環
境
・
隣
人
・
死
の
議
論
を
通
じ
て

わ
れ
わ
れ
が
「
状
況
│

内
│

存
在
」
に
あ
る
こ
と
（
今
回
は
扱
わ
な
い
）、

で
あ
る
。

　
ま
ず
、
サ
ル
ト
ル
が
批
判
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
死
へ
の
存
在
」（
先

駆
的
決
意
性
）
で
あ
る
が
、
現
存
在 D

asein 

は
、
い
ず
れ
必
ず
お
と
ず

れ
る
お
の
れ
の
死
へ
と
先
回
り
し
、
そ
れ
が
他
で
も
な
い
私
の
死
と
し
て

自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
有
限
性
・
固
有
性
・
一
回
性
に
思
い
当
り
、

世
人 das M

an 

の
在
り
様
か
ら
抜
け
出
し
本
来
性
を
獲
得
す
る
、
と
そ

れ
を
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
死
を
越
え
て
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い

う
不
可
能
性
の
自
覚
こ
そ
現
存
在
の
も
っ
と
も
固
有
の
可
能
性
で
あ
る
と

す
る
プ
ロ
ッ
ト

―
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
と
法
然
の
決
定
往
生
の
論

理
を
比
較
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
恩
師
で
あ
る
峰
島
旭
雄
氏
の
比
較
研

究
が
す
で
に
あ
る）

3
（

。
往
生
に
先
回
り
し
て
決
定
心
を
え
た
な
ら
、
そ
こ
か

ら
遡
行
し
て
、
善
人
は
善
人
の
ま
ま
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
安
心
を
え
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
考
え
は
峰
島
氏
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、

往
生
を
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
観
点
は
据
わ
り
が
よ
い
し
、
疑
問
や
反
論

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
然
浄
土
教
の
外
延
の
最
大
化
と
い
う
課
題
か

ら
し
て
も
、
そ
う
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。

　
さ
て
、
森
一
郎
氏
も
ま
た
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
提
示

し
た
死
の
実
存
論
的
概
念
は
、
と
か
く
評
判
が
悪
い
」
と
書
き
出
し
て
は

い
る
が
、
森
氏
は
評
判
の
悪
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
点
を
汲
み
上

げ
よ
う
と
試
み
て
い
る）

4
（

。
今
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
死
の
議
論
に
つ
い
て
、

そ
の
射
程
を
見
据
え
な
お
し
、
わ
か
り
や
す
く
語
っ
て
い
る
本
が
刊
行
さ
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サ
ル
ト
ル
が
特
に
強
調
す
る
の
は
、
先
に
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
云
々
の

と
こ
ろ
で
も
み
た
よ
う
に
、
死
が
不
意
を
襲
う
こ
と
で
あ
る
。「
私
は
、

一
人
の
自
由
な
可
死
者
で
」
あ
り
、
死
は
、
限
界
状
況
と
し
て
つ
ね
に
生

に
つ
き
ま
と
う
が
、
そ
れ
は
私
の
諸
可
能
性
の
実
感
さ
れ
な
い
《
裏
側
》

と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
死
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
は
じ
め
て
、「
私
の
人

生
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
、

つ
ま
り
生
き
て
い
る
う
ち
は
、《
た
え
ず
―

猶
予
状
態
―

に
あ
る
―

存
在
》

（p.599

、
二
八
三
頁
）
と
し
て
、
い
つ
で
も
人
生
の
意
味
を
変
更
す
る
可

能
性
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
。

死
は
、
世
界
の
な
か
に
お
け
る
現
前
を
も
は
や
実
現
し
な
い
と
い
う

私
の
可
能
性
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
私
の
諸
可
能
性
に
対

す
る
つ
ね
に
可
能
な
一
つ
の
無
化
で
あ
り
、
か
か
る
無
化
は
私
の
諸

可
能
性
の
外
に
あ
る
（p.595

、
二
七
二
頁
）。

　
存
在
の
全
体
を
取
り
囲
む
《
無
》
か
、
存
在
の
中
に
寄
生
す
る
《
無
》

か
、
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
サ
ル
ト
ル
と
の
両
者
の
《
無
》
に
つ
い
て
の

所
感
の
差
異
が
も
っ
と
も
際
立
つ
場
面
で
あ
る
（
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
話

に
は
深
入
り
し
な
い
）。
と
も
か
く
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
私
の
死
と

は
「
可
能
性
の
不
可
能
性
」
の
謂
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
お
い
て
、
死
の

観
念
か
ら
「
調
和
的
な
終
末
」
と
い
う
性
格
を
奪
い
さ
り
、「
い
わ
ゆ
る

死
の
束
縛
な
る
も
の
か
ら
、
完
全
に
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
て
く
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
」（p.604

、
二
九
四
頁
）
と
す
る
。

性
も
、
時
間
の
不
可
逆
性
に
よ
っ
て
《
ふ
た
た
び
始
め
か
ら
や
り
な
お
す
》

こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
死
に
由
来
す

る
も
の
で
は
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
「
死
は
、
決
し
て
、
私
の
存
在
論
的
な

構
造
で
は
な
い
」
と
断
じ
、
本
来
性
・
非
本
来
性
も
死
と
は
関
係
が
な
い

と
す
る
。

　
サ
ル
ト
ル
は
《
待
つ
》attendre

と
い
う
言
葉
の
も
つ
二
つ
の
意
味
に

区
別
を
立
て
る
。
死
を
覚
悟
す
る ś

attendre  à  la  m
ort 

こ
と
は
、
死

を
期
待
す
る attendre  la  m

ort 

こ
と
で
は
な
い
。
友
人
ピ
エ
ー
ル
が

列
車
に
乗
っ
て
自
分
の
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
時

―

な
る
ほ
ど
、
そ
の
列
車
は
遅
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
事
故
が
起
こ

る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
、
駅

へ
の
進
入
を
実
現
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
そ
の
過
程
そ
の
も
の
は
《
目
下

進
行
中
》
で
あ
り
、
駅
へ
の
こ
の
進
入
を
遅
ら
せ
た
り
中
止
さ
せ
た

り
す
る
か
も
し
れ
な
い
現
象
は
、
こ
の
場
合
た
だ
単
に
、
こ
の
過
程

が
、
相
対
的
に
閉
ざ
さ
れ
相
対
的
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
一
つ
の
体
系

で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
過
程
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
メ
イ
エ

ル
ソ
ン
の
言
う
よ
う
な
《
繊
維
構
造
》
を
も
つ
一
つ
の
宇
宙
の
う
ち

に
沈
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、「
私
は
ピ
エ
ー
ル
が
到
着
す
る
の
を
期
待
し
て
い
る
」
そ
し

て
《
私
は
列
車
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
を
覚
悟
し
て
い
る
》、

と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。（
…
…
）
私
の
死
の
可
能
性
は
、
起
き
る

か
も
し
れ
な
い
列
車
の
遅
延
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ピ
エ
ー
ル

の
到
着
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
（p.593

、
二
六
八
頁
）。
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意
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
死
は
予
定
調
和
的
に
お
と
ず
れ
る
わ

け
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
予
定
調
和
的
で
あ
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
。

　
こ
こ
で
「
可
能
性
の
不
可
能
性
」
を
法
然
の
場
合
に
ど
う
同
定
さ
せ
た

ら
よ
い
の
か
を
考
え
る
。

―
法
然
の
御
法
語
「
自
身
安
穏
」
と
呼
ば
れ

る
一
文
に
お
い
て
、
念
仏
者
に
と
っ
て
何
に
も
ま
し
て
優
先
さ
れ
る
べ
き

行
い
は
念
仏
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。「
現
世
を
過
ぐ
べ
き
様
は
、
念

仏
の
申
さ
れ
ん
方
に
よ
り
て
過
ぐ
べ
し
。
念
仏
の
障
り
に
な
り
ぬ
べ
か
ら

ん
事
を
ば
厭
い
捨
つ
べ
し）

8
（

」。
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
が
使
う
「
可

能
性
」
と
い
う
語
を
念
々
相
続
の
可
能
性
と
捉
え
る
の
も
、
あ
な
が
ち
間

違
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
時
「
死
」
と
「
私
」
の
関
係

は
ど
う
な
る
の
か
。

　
そ
の
時
、
死
は
念
々
相
続
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、

単
な
る
終
わ
り
で
は
な
く
、
往
生
極
楽
と
い
う
来
迎
の
瞬
間
で
も
あ
る
。

だ
が
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
阿
弥
陀
仏
は
自
分
の
外
か
ら
お
迎

え
に
や
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
極
楽
・
娑
婆
の
二

元
論
と
い
う
こ
と
と
、
阿
弥
陀
仏
は
運
命
の
意
味
は
変
え
ら
れ
る
が
、
運

命
内
の
出
来
事
の
配
置
は
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
た
と
え

真
宗
系
の
「
弥
陀
の
は
か
ら
い
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
凡
夫
に
は
そ
れ

を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
認
識
で
き
る
は
ず
が

な
い
）。
念
仏
者
と
し
て
、
念
々
相
続
が
可
能
な
か
ぎ
り
、
私
は
生
き
て

い
る
。
私
の
念
々
相
続
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
私
の
身
体
は
継
続
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
、
ま
だ
死
ん
で
は
い
な
い
。

三
　
死
を
忘
れ
る

　
翻
っ
て
、
こ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の
立
論
を
法
然
浄
土
教
の
立
場
か
ら
は

ど
う
受
け
止
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
法
然
で
は
「
生
死
」
は
六
道
流
転

の
一
コ
マ
で
あ
っ
て
、
死
に
特
化
さ
れ
た
記
述
は
少
な
い
。
死
の
取
り
扱

い
の
違
い
に
よ
っ
て
、
今
み
て
き
た
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
サ
ル
ト
ル
で

は
生
（
現
存
在
）
の
位
相
が
異
な
る
の
だ
か
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
位
相
で
往

生
観
を
捉
え
た
ら
ど
う
な
る
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
（
友
人
ピ
エ
ー
ル
を
乗
せ
て

い
る
列
車
の
）「
駅
へ
の
こ
の
進
入
を
遅
ら
せ
た
り
中
止
さ
せ
た
り
す
る

か
も
し
れ
な
い
現
象
は
、
こ
の
場
合
た
だ
単
に
、
こ
の
過
程
が
、
相
対
的

に
閉
さ
れ
相
対
的
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
一
つ
の
体
系
で
し
か
な
い
と
い
う

こ
と
」（p.593

、
二
六
八
頁
）
と
サ
ル
ト
ル
が
述
べ
て
い
る
箇
所
は
、
前

後
の
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
《
縁
起
の
法
》
を
記

述
し
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
引
用
箇
所
に
続
き
サ
ル
ト
ル
は
「
も

ろ
も
ろ
の
要
因
が
厳
密
に
た
が
い
に
条
件
づ
け
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
立
証
で
き
な
い
」（p.593

、
二
六
九
頁
）
と
言

っ
て
い
る
。悟
り
の
境
地
な
ら
ば
縁
起
の
理
法
も
読
み
解
け
る
だ
ろ
う
が
、

凡
夫
の
身
で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
、
お
ま
け
に
死
ぬ
の
だ
」（p.606

、

二
九
九
頁
）
と
い
う
こ
と
は
、
臨
終
正
念
の
軽
視
を
は
じ
め
、
法
然
も
同

じ
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

―
「
阿
弥
陀
仏
と
十

声
称
え
て
眠
（
ま
ど
ろ
）
ま
ん
永
き
眠
り
に
な
り
も
こ
そ
す
れ）

7
（

」
と
。

　
こ
こ
に
は
サ
ル
ト
ル
と
同
じ
「
死
は
不
意
を
襲
う
」
と
い
う
こ
と
が
含
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ろ
う
し
、
表
を
み
せ
裏
を
み
せ
て
落
ち
て
い
く
こ
と
も
あ
ろ
う
。
良
寛
に

と
っ
て
死
と
は
将
来
に
待
ち
受
け
て
い
る
出
来
事
で
は
な
く
て
、
ち
ょ
う

ど
紅
葉
の
葉
っ
ぱ
の
表
と
裏
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
生
と
表
裏
一
体
の
も

の
、
生
死
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
縁
一
つ
で
表
に
も
な
り
裏
に
も
な
る
と

見
切
っ
た
（
良
寛
の
「
災
難
に
逢
う
時
節
に
は
災
難
に
逢
う
が
よ
く
候
。

死
ぬ
る
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ
く
候
。
是
は
こ
れ
災
難
を
の
が
る
る
妙
法
に

て
候
」
と
い
う
消
息
の
言
葉
も
同
じ
趣
旨
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
）。
何
か

の
拍
子
に
縁
が
変
わ
れ
ば
、
人
は
死
ぬ
の
だ
。
こ
う
い
う
仏
教
的
な
生
死

の
考
え
方
に
立
っ
た
場
合
、
自
分
自
身
の
死
（
一
人
称
の
死
／
私
の
死
）

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
先
駆
的
に
決
意
し
て
明
確
に
自
覚
す
る
と
い
う
生

き
方
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
端
的
に
「
忘
れ
て
」
し
ま
う
生
き
方
を
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
だ
と
か
刹
那
的
だ
と
か
と
言
っ
て
切
り
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
始
ま
る
「
死
を
忘
れ
る
」

と
い
う
思
考
の
系
譜
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
法
然
的
に
は
「
忘
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
の
た
め
に
こ
そ
念
仏

を
使
う
、
と
い
う
機
制
に
な
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
念
仏
を

通
じ
て
死
を
往
生
と
い
う
荘
厳
さ
れ
た
物
語
に
変
容
さ
せ
る
こ
と

―

「
生
ま
れ
難
き
浄
土
に
往
生
せ
ん
こ
と
、
悦
び
の
中
の
悦
び
な
り）
11
（

」
と
い

う
法
然
の
言
葉
の
真
意
は
、
そ
れ
で
は
な
い
か
。

　
さ
ら
に
、
も
う
一
点
。《
た
え
ず
│

猶
予
状
態
│

に
あ
る
│

存
在
》
と

い
う
サ
ル
ト
ル
の
生
け
る
対
自
存
在
の
性
格
づ
け
に
示
唆
さ
れ
て
念
々
相

続
の
こ
と
を
捉
え
か
え
し
て
み
る
。
す
る
と
、
念
仏
者
の
利
益
に
つ
い
て

往
生
一
辺
倒
で
は
な
い
法
然
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る）
12
（

。
原
則
論
と
し
て

　
日
課
念
仏
と
臨
終
行
儀
を
判
じ
て
法
然
は
、
常
日
頃
の
念
仏
を
業
因
と

し
て
往
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
臨
終
の
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
が
決
定
す
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
。
臨
終
正
念
に
執
着
す
る

熊
谷
直
実
を
た
し
な
め
る
法
然
の
真
意
、
臨
終
際
の
五
色
の
糸
を
不
要
と

こ
と
わ
っ
た
法
然
の
真
意
は
、
死
は
往
々
に
し
て
不
意
を
襲
う
も
の
で
あ

り
、
差
し
迫
っ
た
死
を
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
決
定
往
生
と
心
得
て
／

覚
悟
し
て
日
々
の
念
々
相
続
に
こ
そ
心
持
を
傾
け
る
べ
き
だ
と
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
サ
ル
ト
ル
が
「
い
わ
ゆ
る
死
の
束
縛
な
る
も

の
か
ら
、
完
全
に
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
る
」
と
言

っ
た
こ
と
を
、
法
然
な
ら
ば
《
私
の
死
を
忘
れ
る
》
と
書
き
換
え
る
の
で

は
な
い
か）

9
（

。

　
そ
の
観
点
か
ら
法
然
の
有
名
な
言
葉
、「
生
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
、

死
な
ば
浄
土
に
参
り
な
ん
。
と
て
も
か
く
て
も
こ
の
身
に
は
思
い
わ
ず
ら

う
こ
と
ぞ
な
き
と
思
い
ふ
ぬ
れ
ば
、
死
生
と
も
に
煩
い
な
し）
10
（

」
を
読
む
と
、

《
念
々
相
続
》
と
《
生
き
る
こ
と
》
を
並
行
さ
せ
れ
ば
、
私
は
私
の
死
を

忘
れ
て
、
日
々
の
出
来
事
に
関
心
を
は
ら
い
つ
つ
、
日
々
の
生
活
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
で
、
自
身
安
穏
の
境
地
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
論
旨
の
補
強
と
し
て
良
寛
に
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
仏
教
的
死
生
観

を
見
事
に
詠
み
き
っ
た
良
寛
の
辞
世
の
句
に
、「
裏
を
み
せ
表
を
み
せ
て

散
る
紅
葉
」
と
あ
る
。
縁
に
よ
っ
て
あ
る
枝
先
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
紅
葉

の
葉
も
、
縁
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
風
が
吹
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
枝
先
か
ら
離
れ
、
ひ
ら
ひ
ら
と
地
面
に
落
ち
て
い
く
。
そ
の
際
、

縁
（
風
の
吹
き
加
減
）
一
つ
で
表
を
み
せ
た
ま
ま
落
ち
て
い
く
こ
と
も
あ
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ル
ト
ル
特
有
の
斜
に
構
え
た
表
現
だ
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
そ
の
人

が
い
か
な
る
死
者
た
ち
に
関
心
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
《
人
格
》

を
規
定
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
」（p.600

、
二
八
五

頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
14
（

。

　
た
と
え
ば
、
特
攻
で
死
ん
で
い
っ
た
人
々
。
Ｉ
Ｓ
（
イ
ス
ラ
ム
国
）
の

活
動
や
自
爆
テ
ロ
の
話
題
を
時
お
り
耳
に
す
る
昨
今
、「
特
攻
」
と
か
「
神

風
」
と
い
う
語
を
聞
い
た
時
、
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
、「
愛

国
心
の
ほ
と
ば
し
り
」
な
の
か
、「
狂
気
」
な
の
か
、
は
た
ま
た
別
の
意

味
な
の
か
。
そ
れ
を
も
う
彼
ら
み
ず
か
ら
が
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
ら
自
身
で
、
被
せ
ら
れ
た
意
味
づ
け
に
反
論
し
た
り
、
書
き
換
え
よ
う

と
し
た
り
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
ら
に
反
撃
可
能
性
＝
猶
予
は
な

い
。
サ
ル
ト
ル
が
「
死
は
他
者
の
観
点
の
勝
利
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
こ

の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
死
者
が
そ
の
生
き
た
痕
跡
の
意
味
を
決

め
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
く
る
。

　
こ
の
主
張
は
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
「
先
亡
供
養
／
別
回
向
」
の
位
置

づ
け
に
か
ん
し
、
あ
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
亡

供
養
の
意
義
に
つ
い
て
浄
土
宗
の
諸
大
徳
か
ら
「
宗
定
は
な
い
の
で
、
住

職
ご
自
身
の
、
し
か
し
良
識
あ
る
解
釈
で
」
と
の
答
え
を
い
た
だ
い
て
い

る
。
確
か
に
林
隆
碩
『
元
祖
大
師
御
法
語
講
話
』
に
よ
れ
ば
、「
追
善
回

向
の
実
修
の
家
は
必
ず
栄
え
、
こ
れ
が
不
実
行
の
家
は
じ
り
じ
り
と
衰
運

に
傾
く
の
で
あ
り
ま
す
。（
…
…
）
念
佛
も
、
回
向
も
皆
無
の
家
は
、
家

人
も
家
も
実
に
お
気
の
毒
で
す
。
じ
り
貧
で
あ
り
ま
す
。
じ
り
病
で
あ
り

ま
す）
15
（

」
と
唐
突
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

は
、
念
仏
者
の
利
益
は
臨
終
即
得
往
生
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
現
生
正
定
聚
を
認
め
、
現
世
で
の
退
転
が
不
可
能
に
な
っ

て
し
ま
う）
13
（

。
サ
ル
ト
ル
風
に
言
う
な
ら
、
猶
予
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
し
、
往
生
す
る
た
め
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
し
か
し
実
際
の
生
活
の
場
面
で
は
、
念
仏
者
の
利
益
は
《
護
念
》

＝
仏
の
見
守
り
／
阿
弥
陀
仏
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
ほ
う
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ

ィ
が
あ
る
、
と
い
う
受
け
止
め
方
も
あ
り
え
る
。

　
私
の
死
、

―
そ
の
日
が
く
る
ま
で
念
々
相
続
し
、
念
仏
の
声
に
よ
っ

て
死
を
忘
れ
、
不
意
に
襲
わ
れ
よ
う
と
も
そ
の
日
ま
で
阿
弥
陀
仏
の
ま
な

ざ
し
の
も
と
で
生
き
、
時
流
に
流
さ
れ
よ
う
が
流
さ
れ
ま
い
が
、
正
定
聚

か
ら
退
転
す
る
か
も
し
れ
な
い
緊
張
感
の
中
で
、
二
河
白
道
の
細
道
を
一

歩
い
っ
ぽ
と
歩
を
進
め
つ
つ
、
往
生
を
祝
福
と
受
け
取
り
な
が
ら
も
そ
れ

を
待
ち
侘
び
ず
、《
猶
予
》
を
一
期
と
し
て
目
先
の
課
題
に
集
中
す
る
。

そ
れ
が
浄
土
門
徒
の
実
存
な
の
で
は
な
い
か
（
そ
れ
こ
そ
が
、
と
言
い
た

い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
を
言
う
と
、
被
救
済
者
の
外
延
の
最
大
化
と
い
う

目
論
見
に
反
す
る
）。

四
　
死
は
、
他
者
の
観
点
の
勝
利
で
あ
る

　
サ
ル
ト
ル
は
「
死
は
、
私
が
私
自
身
に
つ
い
て
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の

観
点
に
対
す
る
、
他
者
の
観
点
の
勝
利
で
あ
る
」（p.598

、
二
八
一
頁
）

と
言
い
、
歴
史
上
の
出
来
事
や
故
人
の
思
い
出
な
ど
は
「
私
が
遠
く
か
ら
、

ま
た
は
近
く
か
ら
、
お
お
ま
か
に
、
も
し
く
は
事
細
か
に
、
見
る
こ
と
の

で
き
る
無
限
の
共
同
墓
地
で
あ
る
」（p.600

、
二
八
五
頁
）
と
言
う
。
サ
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の
負
の
側
面

―
た
と
え
ば
習
慣
と
し
て
の
儀
礼
・
習
俗
で
し
か
な
い
宗

教
な
ど

―
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
）
が
、
そ
れ
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

五
　
お
わ
り
に

　
無
神
論
者
サ
ル
ト
ル
は
、
状
況
に
お
け
る
自
由
を
問
題
に
す
る
ゆ
え
に

「
上
空
飛
翔
的
な
観
点
」
を
と
る
こ
と
を
批
判
す
る
思
想
構
成
、
つ
ま
り

超
越
神
を
認
め
な
い
立
場
を
と
る
。
そ
う
い
う
サ
ル
ト
ル
の
立
場
と
阿
弥

陀
仏
と
い
う
い
わ
ば
超
越
神
的
性
格
を
も
つ
仏
を
い
た
だ
く
法
然
の
立
場

と
の
齟
齬
の
問
題
が
あ
る
（「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
「
決
定
的
な
一
点
」

と
は
こ
の
こ
と
）。
本
論
考
で
は
、
第
二
・
三
節
と
第
四
節
の
バ
ラ
ン
ス

が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
第
四
節
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
課
題

を
さ
ら
に
突
き
つ
め
つ
つ
、
サ
ル
ト
ル
と
法
然
の
両
者
の
齟
齬
を
解
消
で

き
る
の
か
、
齟
齬
を
齟
齬
と
し
て
解
釈
す
る
の
か
、
お
い
お
い
決
着
を
つ

け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
親
鸞
の
思
弁
的
な
思
想
に
対
し
て
、
法
然
の
論
理
構
成
は
甘
い
よ
う
な

印
象
を
受
け
る
と
、
よ
く
耳
に
す
る
。
確
か
に
、
随
機
説
法
の
達
人
、
法

然
の
用
語
法
は
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
（
典
型
的
な
の
は
「
菩
提
心
」
や
「
道

心
」
な
ど
の
語
句
）、
そ
の
点
は
読
み
手
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か

し
、
決
し
て
論
理
の
つ
め
が
甘
い
わ
け
で
は
な
い
。
正
機
・
傍
機
を
分
別

し
な
か
っ
た
こ
と
、「
法
身
の
弥
陀
」
を
宙
づ
り
に
し
た
こ
と
、「
唯
除
五

逆
誹
謗
正
法
」
の
問
題
系
を
（
曇
鸞
の
抑
止
門
と
摂
取
門
の
区
別
に
あ
ず

け
て
）
素
通
り
し
た
こ
と
も
、
法
然
な
り
の
凡
夫
と
し
て
の
矜
持
で
あ
っ

抜
苦
与
楽
超
生
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
祈
り
を
捧
げ
る
の
は
わ
か

る
。
故
人
の
冥
福
を
阿
弥
陀
仏
に
あ
ず
け
る
の
も
道
理
が
と
お
る
。
し
か

し
、
鎮
魂
思
想
と
い
う
風
土
に
無
自
覚
に
（
信
徒
で
あ
れ
ば
そ
れ
も
よ
か

ろ
う
が
、
僧
侶
ま
で
も
が
そ
れ
で
よ
い
と
は
思
え
ぬ
）
寄
り
か
か
り
す
ぎ

て
い
る
現
状
に
お
い
て
、「
供
養
」
の
本
義
で
あ
る
「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」

と
気
分
と
し
て
あ
る
「
し
て
あ
げ
る
」「
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え
」「
し
な

い
と
気
持
ち
悪
い
」
が
不
明
瞭
に
混
在
し
た
祈
り
が
溢
れ
て
い
る
。「
さ

せ
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
本
義
か
ら
乖
離
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
虚
仮

で
あ
る
娑
婆
世
界
に
い
る
不
安
定
な
わ
れ
わ
れ
が
、
真
実
在
と
さ
れ
る
極

楽
界
に
い
る
安
定
し
た
先
亡
霊
を
そ
も
そ
も
供
養
・
回
向
で
き
る
の
か
と

い
う
、
そ
も
そ
も
論
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
サ
ル
ト
ル
は
そ
こ
に
補
助
線
を
引
い
て
く
れ
る
。
共
同
墓
地
の
中
に

「
い
か
に
《
根
》
を
お
ろ
し
た
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
人
格
が
規
定
さ

れ
る
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
死
者
と
の
交
流
が
そ
の
人
の
人
格
を
豊
か

に
も
し
貧
し
く
も
す
る
こ
と
に
な
る
。
極
楽
と
娑
婆
の
境
界
線
上
に
死
者

の
霊
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
近
く
か
ら
・
事
細
か
」
に
極
楽
へ
の
道

が
感
じ
ら
れ
、
人
格
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
浄
土
教
に
お
い
て

も
、
先
亡
霊
を
極
楽
界
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン）
16
（

と
す
る
機
制
（
生
者
と
先
亡

霊
と
の
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
と
い
う
関
係
、
先
亡
霊
の
背
景
と

し
て
の
極
楽
）、
さ
ら
に
、
死
者
た
ち
の
集
合
（
倶
会
一
処
）
の
象
徴
と

し
て
の
阿
弥
陀
仏
と
い
う
機
制
を
と
り
う
る
の
だ
（
た
だ
し
、
こ
の
考
え

は
正
直
「
葬
式
仏
教
」
肯
定
の
バ
イ
ア
ス
が
強
い
）。
阿
弥
陀
仏
・
極
楽

に
か
ん
し
他
の
機
制
も
考
え
ら
れ
る）
17
（

（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
葬
式
仏
教
」
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「
あ
る
」、
第
１
章
Ⅱ
節
「
自
由
と
事
実
性

―
状
況
」
の
最
後
の
項
に
あ
た
る
。

本
稿
の
サ
ル
ト
ル
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の
項
か
ら
の
も
の
で
あ
る
の
で
、

引
用
は
原
著
と
邦
訳
（
松
浪
信
三
郎
訳
『
存
在
と
無
』
Ⅲ
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
〇
八
年
）
の
頁
を
本
分
中
で
示
す
。

　（
3
）
峰
島
旭
雄
・
谷
口
龍
男
『
他
力
思
想
論
攷
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
一
年
。

　（
4
）
森
一
郎
「
死
な
せ
る
こ
と
、
死
な
れ
る
こ
と

―
複
数
性
に
お
け
る
〈
死
へ

の
存
在
〉
の
諸
相
」『
理
想
』
第
六
八
〇
号

―
特
集
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
広
場

―
所
収
、
二
〇
〇
八
年
。

　
森
氏
に
よ
れ
ば
、
論
難
と
し
て
、（
ⅰ
）
死
の
各
自
性
の
強
調
に
よ
る
共
同
性

の
次
元
の
無
視
、（
ⅱ
）
死
の
予
測
の
つ
か
な
さ
と
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
が
見

失
わ
れ
た
こ
と
、（
ⅲ
）
本
来
性
と
の
結
び
つ
き
に
よ
る
死
生
観
の
多
様
性
の
切

り
捨
て
、（
ⅳ
）
始
ま
り
へ
の
存
在
の
看
過
、
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

『
存
在
と
時
間
』
第
七
四
節
の
記
述
に
か
ん
す
る
「
死
へ
の
存
在
が
用
心
な
し
に

共
同
体
の
領
域
に
転
移
さ
れ
る
」
と
い
う
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
が
指
摘
し
た
問

題
に
も
ふ
れ
て
い
る
。

　（
5
）
た
と
え
ば
、
森
一
郎
『
死
と
誕
生

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
九
鬼
周
蔵
・
ア
ー
レ

ン
ト
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
や
、
斎
藤
慶
典
『
死
の
話
を
し
よ

う

―
と
り
わ
け
、
ジ
ュ
ニ
ア
と
シ
ニ
ア
の
た
め
の
哲
学
入
門
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究

所
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　（
6
）
サ
ル
ト
ル
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
第
九
節
、
第
十
二
節
の
主
張

に
よ
っ
て
、
逆
に
『
存
在
と
時
間
』
第
四
六
〜
五
三
節
や
第
七
四
節
な
ど
の
主

張
を
退
け
る
、
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

　（
7
）
『
法
然
上
人
絵
伝
』（
下
）
大
橋
俊
雄
校
注
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
五

三
頁
（
第
三
十
巻
）。
た
だ
し
、
表
記
は
全
国
浄
土
宗
青
年
会
刊
『
法
然
上
人
行

状
絵
図
』（
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
。
以
下
『
絵
伝
』
か
ら
の
引
用
は
同
じ
。

　（
8
）
同
書
、
二
二
六
頁
（
第
四
十
五
巻
）。

　（
9
）
町
田
宗
凰
『
法
然
・
愚
に
還
る
喜
び
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
〇
年
、

参
照
。
そ
こ
に
、「「
否
定
的
記
憶
」
を
消
す
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
問
題
設
定

が
あ
り
、
念
仏
の
声
の
力
が
否
定
的
記
憶
を
消
去
す
る
…
…
と
あ
り
、「
生
け
ら

ば
」
云
々
の
法
然
の
言
葉
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

た
で
あ
ろ
う
し
、
凡
夫
に
対
す
る
配
慮
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う）
18
（

。
凡
夫
と

し
て
の
矩
を
こ
え
ず
譲
ら
な
い
一
線
を
守
り
な
が
ら
、
よ
く
こ
こ
ま
で
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
な
思
想
が
構
築
で
き
た
も
の
だ
と
思
う
。
こ
の
法
然
浄
土
教

の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
さ
を
利
用
し
て
、
本
稿
で
は
サ
ル
ト
ル
と
法
然
の
親
和

性
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
少
な
く
と
も
、
死
を
忘
れ
、
死
者
の
ま
な
ざ
し

（
サ
ル
ト
ル
風
に
正
確
に
言
え
ば
、
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
強
い
る
死

者
た
ち
／
も
ち
ろ
ん
そ
の
ま
な
ざ
し
を
拒
否
す
る
こ
と
も
一
つ
の
選
択
に

な
る
と
い
う
意
味
で
は
「
強
い
る
」
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
）

に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に
ま
た
状
況
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
が
ら
、
コ
ツ

コ
ツ
と
あ
る
い
は
大
胆
に
（
善
人
は
善
人
な
が
ら
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
）

前
を
向
い
て
生
き
る
。

―
こ
の
点
で
は
両
者
と
も
同
じ
方
向
を
向
い
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
法
身
の
弥
陀
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
親
鸞
も
、
他
力
の
中
の
自
力
を
実
践

す
る
念
仏
聖
も
ま
た
、
法
然
浄
土
教
の
一
員
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、（
ハ

イ
デ
ガ
ー
的
に
）「
死
へ
の
存
在
」
と
し
て
決
定
往
生
を
生
き
る
の
も
、

（
サ
ル
ト
ル
的
に
）「
死
を
忘
れ
て
」
生
き
る
の
も
、
法
然
浄
土
教
に
は
許

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
《
度
量
の
大
き
さ
》
を
、《
融
通
無
碍
》
で
も
《
不

徹
底
》
で
も
な
く
、
概
念
的
に
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
化
し
て
い
く
こ
と
が
、

「
被
救
済
者
の
外
延
の
最
大
化
」
に
資
す
る
と
論
者
は
考
え
る
。

　（
1
）
浄
土
宗
総
合
研
究
所
「
法
然
上
人
の
教
科
書
記
述
研
究
成
果
報
告
書
」（『
教

化
研
究
』
No. 

27
（
二
〇
一
六
年
）
所
収
）、
一
九
〜
一
一
二
頁
。

　（
2
）Jean-Paul Sartre “L’être et le N

éant” TEL G
allim

ard

（ver.1972

）, 
pp.589

―612. 

‘Ma m
ort

’.

サ
ル
ト
ル
『
存
在
と
無
』
第
４
部
「
持
つ
」「
為
す
」
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　（
10
）
『
法
然
上
人
絵
伝
』（
上
）、
二
二
五
頁
（
第
二
十
一
巻
）。

　（
11
）
同
書
、
二
二
八
頁
（
第
二
十
一
巻
）。

　（
12
）
こ
の
護
念
に
脚
光
を
浴
び
せ
る
読
み
方
は
、
坂
爪
逸
子
『
遊
び
の
境
界
　
法

然
と
親
鸞
』
青
弓
社
、
一
九
九
〇
年
、
お
よ
び
、
同
『
転
形
期
　
法
然
と
頼
朝
』

青
弓
社
、
一
九
九
三
年
、
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　（
13
）
『
法
然
上
人
絵
伝
』
に
「
た
だ
心
の
善
悪
を
も
顧
み
ず
、
罪
の
軽
き
重
き
を
も

沙
汰
せ
ず
、
心
に
往
生
せ
ん
と
思
い
て
、
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
て
は
、

声
に
つ
き
て
決
定
往
生
の
思
い
を
な
す
べ
し
。
そ
の
決
定
心
に
よ
り
て
、
即
ち

往
生
の
業
は
定
ま
る
な
り
。
か
く
心
得
ね
ば
、
往
生
は
不
定
な
り
。
往
生
は
不

定
と
思
え
ば
、
や
が
て
不
定
な
り
。
一
定
と
思
え
ば
、
一
定
す
る
こ
と
に
て
候

な
り
」（
岩
波
文
庫
、
上
巻
、（
第
二
十
二
巻
）
二
四
八
〜
九
頁
）
と
い
う
法
然

の
論
理

―
現
生
で
は
信
心
が
退
転
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
構
え
が
、
金

剛
不
壊
の
信
心
を
説
く
親
鸞
教
学
と
の
大
き
な
差
異
の
一
つ
で
あ
る
。

　（
14
）
こ
の
観
点
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
「
他
者
と
の
相
剋
」
論
（
主
体
と
他
者
の

対
称
性
）
を
こ
え
た
、（
倫
理
学
ノ
ー
ト
に
あ
る
「
歴
史
と
は
他
性
で
あ
る
」
の

よ
う
な
）「
ま
な
ざ
し
の
非
対
称
性
」
へ
と
展
開
で
き
る
議
論
を
含
ん
で
い
る
が
、

そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

　（
15
）
林
隆
碩
『
元
祖
大
師
御
法
語
講
話
』
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
会
編
、
一
九
八

五
年
、
二
八
九
頁
。

　（
16
）
こ
れ
と
似
た
事
態
を
、
す
で
に
慈
円
は
『
愚
管
抄
』
で
「
冥
」
と
呼
ん
で
い

る
こ
と
を
知
っ
た
。
末
木
文
美
士
『
浄
土
思
想
論
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
三
年
）

第
一
章
、
同
『
親
鸞
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
第
一
章
を
参
照
。

　（
17
）
た
と
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
「
無
量
寿
仏
」
の
面
を
強
調
す
れ
ば
、「
倶
会
一
処
」

を
《
歴
史
》
の
現
実
態
の
「
ひ
と
つ
先
」
と
捉
え
る
あ
り
方
も
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、

浄
土
教
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
と
似
た
思
想
に
な
る
だ
ろ
う
。
課
題
的
で
あ
り
つ

づ
け
る
綜
合
と
し
て
の
倶
会
一
処
と
い
う
意
味
で
。

　（
18
）
こ
う
い
っ
た
法
然
の
配
慮
を
、
伊
藤
益
『
私
釈
法
然
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
一

六
年
）
で
は
「
や
さ
し
い
人
」
と
し
て
総
括
し
て
い
る
。

（
す
ず
き
・
し
ょ
う
け
ん
、
現
代
哲
学
、
大
正
大
学
非
常
勤
講
師
）


