
宗
教
体
験
と
い
う
も
の
を
表
白
す
る
場
合
、
厳
密
な
意
味
で
そ
れ
は
客
観
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い

わ
ゆ
る
「
神
の
信
実
」
で
あ
っ
て
客
体
化
し
得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
人
間
の
言
葉
を
も
っ
て
神
の
言
葉

を
語
る
、
と
い
う
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ま
す
ま
す
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
逆
説
的
な
こ
と
が
い
わ

れ
て
い
る
（
バ
ル
ト
）
・
仏
教
の
場
合
は
、
こ
れ
と
少
し
く
事
情
は
異
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
仏
と
の
隔
絶
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
「
己
心
の
弥
陀
」
「
己
心
の
釈
尊
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
ど
う
し
て
霧
観
的
に
示
さ
れ
よ
う
。
言
葉
と
し
て
、

文
字
と
し
て
は
表
記
さ
れ
て
も
、
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
表
現
し
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
超
越

的
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
如
来
が
諸
仏
の
智
慧
の
世
界
を
「
不
可
以
言
宣
」
と
宣
え
る
ゆ
え
ん
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
宗
学
す
る
者
と
し
て
、
宗
祖
の
宗
教
体
験
的
世
界
を
、
歪
め
ず
、
誤
ら
ず
、
曇
ら
せ
ず
、
真
実
に
把
捉
す
る
こ
と
に
努
め
、

ま
た
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
表
現
し
、
伝
達
し
た
い
と
励
ん
で
い
る
。
そ
の
成
功
・
不
成
功
は
別
と
し
て
、
宗
学
者
の
共
通
基
盤
と
い
う

、

も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
宗
学
者
」
の
「
宗
」
こ
そ
そ
の
共
通
の
基
盤
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
通
の
基
盤

に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
努
力
の
結
果
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
し
も
「
共
通
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
異
熟
的
結
果
の
方
が
多
い
と
い
う
こ

宗
学
と
は
何
か茂

田
井
教
亨
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、
、

と
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
宗
学
者
」
の
「
学
者
」
の
せ
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
宗
」
と
い
う
共
通
も
、
「
学
」
と
い
う
個

に
よ
っ
て
個
別
の
自
己
表
現
を
遂
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
個
別
の
差
は
、
「
差
」
を
持
ち
な
が
ら
「
宗
」
に
よ
っ
て
時
に
は
弁
証
さ
れ

発
展
し
て
行
く
可
能
性
を
有
っ
て
い
る
。
或
は
叉
、
堕
落
す
る
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
共
通
の
場
に
あ
り
な
が
ら
差
別

を
も
ち
、
差
別
で
あ
り
な
が
ら
共
通
の
場
を
失
わ
な
い
も
の
が
、
「
宗
学
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
の
共
通
の
基
盤
で
あ
る
「
宗
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。
「
宗
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
宗
祖
」
の
「
宗
」
で
あ

も
と

る
。
「
宗
祖
」
は
個
が
特
殊
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
が
普
遍
と
な
る
た
め
に
は
、
特
殊
と
な
っ
た
原
の
「
個
」
を
媒
介
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
特
殊
は
特
殊
の
ま
ま
で
は
類
に
媒
介
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
宗
祖
」
と
い
う
特
殊
は

宗
祖
と
な
る
前
の
「
個
」
が
「
信
」
を
絶
対
媒
介
と
し
て
、
如
来
の
信
実
の
具
現
化
と
し
て
の
「
特
殊
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
特
殊
と
し
て
の
「
宗
祖
」
で
あ
る
。
こ
の
「
宗
」
に
「
信
」
を
媒
介
基
体
と
す
る
普
遍
化
へ
の
一
般
的
契
機
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
普
遍
化
さ
れ
た
「
宗
」
こ
そ
、
現
実
存
在
と
し
て
「
個
」
の
な
か
の
「
信
」
と
い
う
形
に
お
い
て
「
普
遍
」
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ

る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
個
」
と
「
個
」
と
を
共
通
せ
し
め
る
も
の
は
、
「
宗
」
と
い
う
特
殊
が
「
信
」
を
媒
介
基
体
と
し
な
が
ら

普
遍
化
そ
う
と
す
る
契
機
に
よ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
宗
」
と
は
、
か
つ
て
「
個
」
で
あ
っ
た
「
特
殊
」
が
、
そ
の
特
殊
を

形
成
せ
し
め
た
「
信
」
を
「
個
」
か
ら
「
全
」
へ
の
媒
介
基
体
と
し
な
が
ら
「
特
殊
」
の
ま
ま
「
普
遍
」
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
宗
」
「
学
」
と
は
、
「
信
」
と
い
う
「
特
殊
」
を
も
つ
「
普
遍
」
が
、
「
個
」
に
お
い
て
個
の
「
普
遍
」

性
を
媒
介
と
し
つ
つ
「
特
殊
」
な
る
「
普
遍
」
（
信
）
の
自
己
実
現
化
を
図
ろ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
宗
」
と
い
う
普
遍

を
要
求
す
る
特
殊
が
、
「
学
」
と
い
う
個
的
媒
介
性
を
利
し
て
特
殊
の
普
遍
化
を
志
向
す
る
も
の
が
「
宗
学
」
で
あ
る
。
「
特
殊
な
る
普

遍
の
自
己
実
現
」
、
こ
こ
に
す
で
に
「
宗
学
」
に
お
け
る
「
学
」
の
矛
盾
性
が
現
わ
れ
て
い
る
。
一
般
に
言
爾
ｇ
ｇ
ｇ
津
と
し
て
の
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学
問
は
急
勝
３
貝
知
識
）
か
ら
生
れ
る
も
の
で
、
認
識
の
客
観
性
が
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
殊
に
自
然
科
学

の
立
場
の
ご
と
き
は
実
証
性
を
伴
な
う
客
観
性
が
強
く
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
科
学
と
か
葛
協
９
９
冨
騨
と
か
呼
ば
れ
て
そ
の

よ
う
な
客
観
性
を
求
め
る
も
の
が
「
学
問
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
宗
学
」
は
そ
う
い
う
学
問
で
は
な
い
。
キ
エ
ル
ヶ
ゴ
ー
ル
も
い
っ
た
よ

う
に
、
そ
れ
は
「
学
問
的
と
い
う
に
は
余
り
に
も
信
仰
的
で
あ
り
、
信
仰
的
と
い
う
に
は
余
り
に
も
学
問
的
で
あ
る
」
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
妓
後
の
講
義
と
い
わ
れ
る
『
福
音
主
義
神
学
入
門
』
の
冒
頭
で
「
神
学
の
概
念
を
、
「
神
学
」
と
は
、
古
来

「
学
」
と
銘
う
た
れ
た
人
間
の
く
わ
だ
て
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
く
わ
だ
て
は
、
一
定
の
対
象
も
し
く
は
対
象
領
域
を
、
そ
の
対
象
や
対

象
領
域
そ
れ
自
身
が
指
示
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
現
象
と
し
て
知
覚
し
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
、
そ
の
現
実
存
在
の
射
程
内
で
言
い
表
わ

す
も
の
で
あ
る
。
「
神
学
」
と
い
う
こ
と
ば
が
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
神
学
と
い
う
の
が
、
特
殊
な
（
き
わ
め
て
特
殊
な
！
）

学
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
「
神
」
を
知
覚
し
、
理
解
し
、
言
い
表
わ
す
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
加

藤
常
昭
訳
）
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
宗
学
」
の
概
念
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
置
き
換
え
て
も
差
支
え
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
と
く
に
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
神
学
の
方
法
を
、
「
対
象
や
対
象
領
域
そ
れ
自
身
が
指
示
す
る
方
法
に
よ
っ
て
」
作
業
す
る

も
の
と
規
定
し
た
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
神
学
」
は
、
そ
こ
で
彼
も
い
う
よ
う
に
「
特
殊
」
な
る
「
学
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
科

学
」
と
は
簡
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
宗
学
」
は
「
私
」
自
身
の
方
法
で
、
或
は
恐
意
で
「
対
象
」
を
考
察
し
た

り
、
分
析
し
た
り
、
説
明
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
う
い
う
場
合
は
、
「
対
象
」
そ
の
も
の
が
正

、
、

し
く
覚
知
さ
れ
て
い
ず
、
既
成
概
念
か
或
は
そ
れ
と
誤
認
し
た
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
皆
如
来
の
滅
度
を
以
て
こ
れ

、

を
滅
度
せ
ん
」
と
の
仏
言
は
、
「
人
と
し
て
」
「
減
度
を
得
る
こ
と
あ
り
し
め
」
な
い
た
め
の
仰
せ
で
、
ま
さ
に
「
対
象
」
御
自
身
が
指

示
さ
れ
る
方
法
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
宗
学
」
に
お
け
る
自
覚
と
も
い
う
べ
き
本
質
的
な
問
題
は
、
宗
学
者
自
身
に

（“）



お
い
て
さ
え
い
ま
だ
充
分
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
く
、
ま
し
て
一
般
に
は
な
お
さ
ら
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
宗
学
の
特
殊
性
は
、
「
宗
学
」
と
呼
ば
れ
る
「
宗
」
の
文
字
が
表
明
し
て
い
る
も
の
の
な
か
に
あ
る
。
「
学
」
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
学
問
以
来
、
肢
も
普
遍
妥
当
な
客
観
性
が
要
請
さ
れ
、
そ
こ
に
「
科
学
」
の
本
質
も
あ
れ
ば
、
権
威
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「
宗
学
」
に
お
け
る
「
学
」
は
、
そ
の
よ
う
な
近
代
的
学
問
の
概
念
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
バ
ル
ト
も
い
う
よ
う
に
「
対
象
が
指

示
す
る
方
法
に
よ
っ
て
」
覚
知
さ
れ
る
も
の
を
「
現
象
」
と
し
て
知
覚
し
、
「
そ
の
意
味
を
理
解
し
」
、
党
知
者
の
そ
こ
に
催
か
れ
た
能

力
内
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
そ
の
「
対
象
」
と
は
「
神
」
で
あ
る
。
「
仏
祖
」
の
承
言
葉
を
通
し
て
「
私
」
に
覚
知
さ
れ

、
、
、
、
、
、

て
く
る
現
象
を
、
如
来
の
歴
史
的
御
行
為
と
し
て
認
識
す
る
「
神
」
で
あ
る
。
宗
学
論
の
な
か
で
「
神
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
穏
か
で

な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
大
人
の
実
語
」
と
し
て
「
私
」
に
働
き
か
け
、
呼
び
か
け
て
来
ら
れ
る
如
来
の
御
行
為
は
、
「
私
」
と
い
う

無
的
場
所
に
於
て
は
、
内
在
的
と
い
う
よ
り
も
超
越
的
な
も
の
に
覚
知
さ
れ
、
歴
史
形
成
的
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
た
め
に
、
「
神
」
と

、
、
、

い
う
表
現
が
も
っ
と
も
相
応
し
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
「
私
」
を
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
宗
祖
」
を

、
、
、

支
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
は
そ
の
ゑ
ず
か
ら
を
支
え
る
も
の
を
「
釈
迦
仏
」
「
法
華
経
」
等
と
表
現
し
、
そ
れ
を
綜
合
的
に

「
教
」
と
言
い
表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
世
界
を
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
如
来
の
御
行
為
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で

は
内
在
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
超
越
的
で
あ
っ
て
、
「
神
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
目
匡
且
陵
尉

、
、

、
、
、
、
、

、

里
呂
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
上
下
的
に
働
き
且
つ
働
か
れ
て
く
る
ゆ
え
に
、
超
越
的
に
神
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
し
、
天
台
大

師
の
用
語
を
離
れ
ば
、
「
神
通
妙
」
と
も
「
感
応
妙
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
の
な
か
に
あ
る
概
念
で
あ
ろ
う
。
上
か
ら
一
方
的
に
見
れ
ば

「
神
通
妙
」
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
上
下
的
に
見
れ
ば
「
感
応
妙
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
宗
祖
」
を
支
え
た
も
の
が
あ
る
と
と
も
に
、

「
私
」
を
支
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
宗
祖
」
を
支
え
た
も
の
と
「
私
」
を
支
え
る
も
の
と
が
同
一
で
あ
る
と
か
、
等
し
い
も
の
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
信
仰
」
「
共
感
」
の
う
え
で
い
い
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
「
宗
」
に
立
つ
か
ら
い
え
る
こ
と
で
あ
っ

、
、

て
、
謙
虚
に
反
省
す
る
立
場
か
ら
は
借
越
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
学
」
の
立
場
が
成
立

す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
宗
学
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
無
矛
盾
の
矛
噛
」
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
一

以
上
わ
た
く
し
は
「
宗
学
」
の
構
造
の
ご
と
き
も
の
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
支
え
て
い
る
も
の
」
と
は
、
実
は
「
も

の
」
と
い
う
名
詞
的
・
主
語
的
な
概
念
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
支
え
る
」
と
い
う
動
詞
的
・
述
語
的
な
概
念
に
意
義
が
あ
る
の

で
あ
る
。
動
詞
的
・
述
語
的
で
あ
る
か
ら
動
く
の
で
あ
り
、
停
止
し
な
い
の
で
あ
る
。
六
十
一
年
の
宗
祖
の
御
生
涯
に
お
い
て
も
、
初
期

・
中
期
・
後
期
と
分
け
て
考
察
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
の
不
動
の
動
の
ご
と
き
述
語
的
世
界
の
特
質
が
、
「
動
」
に
あ
る
の
か
「
不
動
」

に
あ
る
の
か
と
い
う
ま
こ
と
に
把
捉
し
難
い
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
佐
前
法
本
尊
・
佐
後
人
本
尊
と
大
ま
か
に
分
け
て

そ
の
間
に
異
質
的
変
化
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
か
お
ら
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
を
本
質
的
に
不
動
な
る
も
の
と
領
解
し
て
も
、
で
は
何
故
に

そ
の
よ
う
な
動
態
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
叉
、
正
濡
の
大
震
・
文
永
の
彗
星
等
の
天
変
地
天
を
、
『
安
国
論
』
的
に
誇
法
招
災
と
解

す
る
立
場
と
、
『
本
尊
抄
』
的
に
地
涌
出
現
の
前
兆
と
見
る
立
場
と
異
な
の
か
同
な
の
か
。
遺
文
の
表
面
で
は
変
化
を
示
し
て
い
る
よ
う

で
も
、
本
質
的
に
は
変
化
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
は
宗
祖
の
内
鑑
で
は
矛
盾
・
変
化
は
な
い
と
い
え
て
も
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
異
相

を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
こ
の
よ
う
な
「
不
動
の
動
」
の
「
不
動
」
と
「
動
」
と
を
、
統
一
的
に
共
感
把
捉
す
る
と
い
う
こ
と
は
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
う
に
、
宗
祖
の
宗
教
的
主
体
に
お
け
る
内
奥
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
か

理
解
と
か
は
、
い
わ
ゆ
る
「
日
蓮
的
認
識
に
お
け
る
日
蓮
認
識
」
と
い
う
も
の
が
強
く
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
単
な
る
「
共

感
」
程
度
で
は
容
易
に
思
議
し
難
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲
に
宗
祖
を
神
秘
的
に
取
扱
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
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、
、
、
、

い
。
「
日
蓮
認
識
」
と
い
う
も
の
は
、
誰
に
で
も
一
往
は
可
能
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
日
蓮
的
認
識
に
お
け
る
日
蓮
認
識
」
と
い

う
も
の
は
、
誰
に
で
も
た
や
す
く
出
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
遺
文
を
「
心
読
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
る
程
度
は
到
達
し

得
て
も
、
「
そ
の
も
の
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
や
す
く
、
無
媒
介
的
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
そ
の
も
の
と
な
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
観
念
的
に
、
抽
象
的
に
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
（
西
田
幾
多

郎
）
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
「
行
為
的
直
観
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
的
直
観
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
観
念
論
哲
学

に
終
っ
て
は
な
ら
な
い
。
宗
祖
が
「
事
の
法
門
」
と
い
わ
れ
た
ご
と
く
（
治
病
抄
取
意
）
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
色
読
」
の
世
界
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
宗
祖
の
い
わ
れ
る
「
観
念
す
で
に
勝
る
」
（
一
五
二
二
）
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う

「
観
念
」
が
観
念
論
哲
学
の
観
念
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
宗
祖
と
し
て
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
御
自
身
を
支

え
る
「
法
華
経
の
精
神
」
と
い
う
ご
と
き
も
の
が
お
有
り
に
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
践
・
色
読
と
い
っ
て
も
、
我
武
者
ら
に

街
頭
に
立
て
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
華
経
の
指
標
に
従
う
と
い
う
無
的
自
己
に
立
つ
こ
と
が
、
宗
祖
の
い
わ
れ
る
「
観
念
」
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
す
る
こ
と
は
そ
う
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
さ
せ
ら
れ
る
自
己
は
、
そ
う
し
よ

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

う
と
い
う
支
え
ら
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
に
「
観
念
」
な
の
で
あ
る
。
私
の
い
う
「
法
華
経
の
指
標

に
従
う
無
的
自
己
」
と
は
そ
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。

上
原
専
禄
先
生
は
『
「
日
蓮
遺
文
」
を
ど
う
読
む
か
』
の
な
か
で
、

誰
れ
び
と
よ
り
も
日
蓮
そ
の
人
を
納
得
さ
せ
う
る
内
面
的
理
解
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
日
蓮
の
思
索
と
信
仰
実
践
の
動
的
展
開
の
、

日
蓮
そ
の
人
に
と
っ
て
の
意
味
と
鎌
倉
時
代
の
日
本
社
会
に
と
っ
て
の
意
味
と
の
両
面
を
究
明
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
「
日
蓮
遺
文
」

の
吟
味
だ
け
で
は
、
も
と
よ
り
不
足
で
す
。
日
蓮
は
、
外
界
の
動
き
に
心
を
う
ば
わ
れ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
、
と
い
え
ま
し
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ょ
う
。
し
か
し
日
蓮
は
、
当
時
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
あ
り
方
と
政
治
・
社
会
の
動
向
を
問
題
的
な
も
の
と
し
て
強
烈
に
意
識
し
ま
し

た
。
日
蓮
の
思
索
と
信
仰
実
践
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
ア
ク
チ
ュ
ァ
ル
な
起
動
軸
と
し
、
問
題
的
な
も
の
と
し
て
の
世
界
史
的

・
日
本
史
的
全
現
実
へ
の
積
極
的
働
き
か
け
と
、
そ
の
歴
史
的
現
実
か
ら
の
応
答
（
ま
た
は
無
応
答
）
と
の
連
鎖
反
応
の
体
験
に
厳
密

に
密
着
し
て
、
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
「
ク
レ
タ
の
壷
」
一
八
二
ペ
ー
ジ
）
・

と
述
べ
、
宗
祖
の
遺
文
が
そ
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
限
り
、

「
日
蓮
遺
文
」
の
追
体
験
的
な
内
面
的
理
解
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
日
蓮
の
思
索
と
信
仰
実
践
の
動
態
と
、
当
時

の
歴
史
的
現
実
の
動
態
と
を
、
統
一
的
に
と
ら
え
る
用
意
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
（
同
上
）
・

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
宗
祖
の
思
索
と
信
仰
実
践
と
は
、
当
時
の
社
会
・
政
治
・
信
仰
等
の
歴
史
的
動
向
の
問
題
性
と
厳
密
に

密
着
し
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
「
遺
文
」
諸
篇
は
そ
の
モ
’
三
メ
ン
ト
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
上
原

先
生
の
所
論
は
ま
こ
と
に
当
然
過
ぎ
る
ほ
ど
の
当
然
と
し
て
、
何
び
と
に
も
肯
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
ひ

と
つ
わ
た
く
し
と
し
て
附
け
加
え
た
い
こ
と
は
、
と
い
う
よ
り
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
は
、
宗
祖
の
思
索
と
信
仰
実

践
の
動
態
と
い
う
も
の
が
、
当
時
の
歴
史
的
現
実
の
動
態
と
問
題
意
識
の
う
え
で
厳
密
に
密
着
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
問
題
性
は
表

、
、

面
的
政
治
の
方
法
や
形
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
問
題
の
本
質
性
は
宗
教
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
の
言
葉
を
滞
れ
ば
、
「
三
仏

の
、
未
来
に
法
華
経
を
弘
め
て
、
未
来
の
一
切
の
仏
子
に
あ
た
え
ん
と
お
ぽ
し
め
す
御
心
の
中
を
す
い
」
し
、
そ
の
本
誓
願
の
実
践
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
歴
史
的
現
実
の
動
態
と
密
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
密
着
と
い
う
こ
と
と
両
面
の
統
一
と
い
う
こ
と
が
八

等
分
と
か
均
等
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
い
表
現
を
諮
れ
ば
能
判
・
所
判
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
う
い
う
形
式
的
思
考
を
捨
て
て
も
宗
祖
の
立
た
れ
た
基
盤
と
い
う
も
の
は
法
華
経
で
あ
っ
て
、
法
華
経
の
志
向
す
る
純
粋
信
仰
こ
そ
、
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宗
祖
の
立
た
れ
た
無
的
場
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
華
経
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
み
ず
か
ら
が
自
己
を
実
現
せ
し
め
よ
う
と
さ

れ
て
い
る
「
法
華
経
の
信
心
」
（
開
目
抄
等
）
が
、
宗
祖
を
位
置
付
け
て
い
る
無
的
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
は
っ
き
り
把
握
し
て
両

面
の
動
態
を
統
一
的
に
と
ら
え
て
行
か
な
い
と
、
反
っ
て
誇
法
の
失
に
陥
る
倶
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
の
内
面
的
理
解
と
い
う
も
の

も
、
宗
祖
の
実
践
が
動
的
で
あ
る
か
ら
動
的
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
発
展
的
な
動
態
に
惹
か
れ
て
ゆ
く
と
「
国
難
を

、
、
、

願
ゑ
ず
、
五
五
百
歳
を
期
し
て
こ
れ
を
演
説
」
さ
れ
た
「
こ
れ
を
」
を
見
失
う
倶
れ
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
祖
の
信
仰
・
教
義
は
、

い
わ
ゆ
る
身
延
隠
棲
後
に
お
い
て
も
、
限
り
な
く
深
ま
っ
て
ゆ
き
、
動
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
「
あ
る
時
点

に
お
い
て
ｌ
た
と
え
ば
、
佐
渡
配
流
の
時
点
に
お
い
て
ｌ
最
後
決
定
的
に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
」
（
「
ク
レ
タ
の
壷
」
一
八
○
ペ

ー
ジ
）
と
い
わ
れ
る
上
原
先
生
の
所
見
に
そ
の
ま
ま
賛
成
申
上
げ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
『
本
尊
抄
』
捌
筆
後
間
も
な
く

『
顕
仏
未
来
記
』
を
著
さ
れ
、
つ
づ
い
て
『
法
華
取
要
抄
』
、
さ
ら
に
文
永
十
二
年
に
は
『
曾
谷
書
』
が
書
か
れ
、
蒙
古
来
憲
を
契
機
に

『
撰
時
抄
』
が
著
さ
れ
る
等
、
寸
時
も
休
む
こ
と
な
く
、
そ
の
思
索
は
進
展
を
示
さ
れ
て
い
て
、
『
本
尊
抄
』
を
「
最
後
決
定
的
完
成
」

と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
無
二
の
志
を
見
て
、
こ
れ
を
開
拓
せ
ら
る
べ
き
か
」
と
厳
誠
さ
れ
た
本
抄
を
、
「
最
後

決
定
的
完
成
」
で
な
い
と
す
れ
ば
、
宗
祖
の
「
乞
ひ
願
く
ば
一
見
を
歴
て
来
る
叢
、
師
弟
共
に
韮
山
浄
土
に
詣
で
て
三
仏
の
顔
貌
を
拝
見

し
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
い
う
誓
願
は
、
虚
ろ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
或
は
こ
れ
こ
そ
い
わ
ゆ
る
「
宗
学
的
偏
見
」

で
あ
る
と
し
て
、
先
生
の
お
叱
り
を
蒙
る
の
も
知
れ
な
い
が
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
宗
祖
の
「
動
」
は
「
不
動
の
動
」
で
あ
っ
て
、
宗

学
す
る
者
は
そ
の
「
不
動
」
が
何
で
あ
っ
た
か
を
求
道
的
態
度
と
努
力
に
お
い
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
念
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
こ
に
お
い
て
誘
法
に
陥
る
こ
と
を
厳
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
念
う
も
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
再
び
宗
学
論
に
戻
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
し
、
結
語
と
し
て
室
住
一
妙
教
授
の

『
御
講
聞
書
を
め
ぐ
っ
て
』
に
つ
い
て
所
感
を
述
べ
て
置
き
た
い
。

室
住
教
授
の
本
論
文
は
、
同
氏
の
も
の
に
は
珍
し
く
考
証
的
な
論
文
で
あ
る
。
氏
は
、
『
御
義
口
伝
』
に
比
し
て
「
『
御
講
聞
謹
』
の

方
は
、
形
容
が
平
凡
に
み
え
る
の
か
、
さ
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
」
と
い
い
、
「
だ
が
私
に
は
何
か
深
く
訴
え
る
も
の

が
あ
る
や
に
感
じ
る
」
と
卒
直
に
所
感
を
述
べ
て
い
る
。
最
近
の
立
正
大
学
の
宗
学
の
傾
向
と
い
う
も
の
は
、
確
実
な
資
料
と
な
る
遺
文

を
依
用
し
、
か
つ
て
日
輝
和
上
以
来
「
観
心
の
御
書
」
と
も
て
は
や
さ
れ
た
、
『
御
義
・
向
記
』
や
、
『
授
職
潅
頂
口
伝
妙
』
『
三
世
諸

仏
総
妙
文
紗
』
等
の
如
き
文
献
学
的
に
疑
義
の
あ
る
も
の
は
用
い
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
『
日
向
記
』
が
「
も
て
は
や
さ
れ
て

は
い
な
い
よ
う
」
に
氏
に
見
え
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
遺
文
に
対
す
る
文
献
学
的
研
究
の
進
歩
と
共
に
、
正
し
い
宗
祖
の

実
像
を
知
る
う
え
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
『
御
講
聞
書
』
即
ち
『
日
向
記
』
は
、
私
た
ち
も
少
し
く

異
っ
た
眼
を
以
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
前
、
直
接
故
稲
田
海
素
先
生
の
口
か
ら
お
聞
き
し
た
（
室
住
教
授
も
そ
の
を
り
同
座
し
て
お

ら
れ
た
か
と
思
う
）
こ
と
で
、
㈲
『
日
向
記
』
は
内
容
も
素
朴
で
原
型
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
口
『
御
義
口
伝
』
は
恐
ら
く
興
門

系
の
手
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
『
日
向
記
』
を
模
し
て
作
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
二
点
が
あ
る
。
氏
が
「
何
か
深
く
訴
え
る
も

の
が
あ
る
や
に
感
じ
る
」
の
は
、
そ
の
せ
ゐ
で
あ
ろ
う
。

「
宗
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
反
省
し
つ
つ
筆
を
進
め
て
行
く
途
上
、
上
原
先
生
の
御
近
著
を
拝
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
先
生

の
広
汎
な
学
識
と
深
遠
な
思
索
に
多
大
な
教
示
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
改
め
て
感
謝
申
上
げ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
御
健
在
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
有
難
く
思
っ
た
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
私
見
を
挾
柔
、
蟷
螂
の
斧
を
企
て
た
こ
と
を
御
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

（”）



そ
こ
で
、
室
住
氏
が
最
近
『
御
講
聞
書
』
に
関
心
を
示
し
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
一
つ
は
氏
の
宗
学
が
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
宗
学
」
の

発
展
と
し
て
独
自
の
境
地
を
示
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
氏
の
老
境
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
（
「
老
境
」
と

は
「
円
熟
」
と
同
義
語
で
悪
意
で
は
な
い
）
・
「
円
熟
」
と
は
稜
角
が
と
れ
て
、
人
と
し
て
も
思
想
と
し
て
も
丸
味
を
帯
び
て
く
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
弘
安
元
年
三
月
十
九
日
か
ら
連
々
の
御
講
義
で
同
三
年
五
月
二
十
八
日
ま
で
の
も
の
を
日
向
師
が
筆
録
さ
れ
た
と
い
う
所
謂

『
日
向
記
』
は
、
宗
祖
の
ま
さ
に
円
熟
の
境
地
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
齢
古
稀
に
至
る
ま
で
、
朝
夕
、
身
延
の
山
容
を
拝
し
、
晩
年

の
宗
祖
を
偲
ん
で
い
る
室
住
氏
が
、
こ
れ
に
深
い
関
心
を
寄
せ
は
じ
め
ら
れ
た
の
も
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
に
氏
は
い
く
つ
か
の
可

能
性
か
ら
い
く
つ
か
の
推
論
を
企
て
て
い
る
。
推
論
と
い
う
も
の
は
独
断
に
陥
る
危
険
性
を
持
つ
も
の
で
、
科
学
的
方
法
を
重
ん
ず
る
も

の
は
取
ら
な
い
方
法
で
あ
ろ
う
。
が
、
さ
き
に
「
宗
学
」
の
特
質
や
構
造
を
考
え
た
と
き
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
宗
学
は
対
象
や
対
象

領
域
自
身
が
指
示
す
る
方
法
に
よ
っ
て
思
考
す
る
学
で
あ
っ
て
、
推
論
す
る
思
考
は
、
推
論
者
自
身
の
志
意
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
可
能

性
が
立
て
ら
れ
る
場
合
、
当
然
そ
れ
が
立
て
ら
れ
る
客
観
的
資
料
・
史
料
を
必
要
と
し
、
そ
れ
へ
の
信
懸
性
も
充
分
吟
味
し
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
が
、
そ
れ
ら
が
十
分
満
た
さ
れ
な
い
場
合
は
、
対
象
の
全
体
系
か
ら
な
さ
れ
る
推
論
も
有
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き

に
は
当
然
、
推
論
者
の
信
の
浅
深
と
い
う
こ
と
と
年
輪
と
い
う
も
の
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
「
円
熟
」
と
同
義
語
と
し
て
「
老

境
」
と
い
う
文
字
を
用
い
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
室
住
教
授
は
か
の
論
文
に
お
い
て
、
『
御
講
聞
書
』
が
成
立
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
幾
つ
か
の
假
定
や
推
論
を
示
し
て
、

同
学
の
士
の
緒
研
を
属
望
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
か
の
論
文
を
号
昌
８
厨
さ
れ
た
私
と
し
て
、
同
感
の
声
は
発
し
得
て
も
、
文
献
学

的
知
識
に
乏
し
い
自
分
と
し
て
、
氏
の
假
定
や
推
論
を
客
観
的
に
立
証
し
得
る
力
は
有
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
持
論

で
あ
っ
た
「
純
粋
宗
学
」
「
主
体
性
の
宗
学
」
の
論
理
的
構
造
の
如
き
も
の
を
い
さ
さ
か
考
察
し
た
次
第
で
あ
る
。
（
一
九
七
五
・
五
・
九
）

（”）


