
第
一
章　
「
解
脱
」
の
経
済
的
意
味�

伊
東
利
勝

は
じ
め
に

　
「
解
脱
」
と
い
う
の
は
個
人
に
か
か
わ
る
問
題
の
よ
う
で
す
が
、
実
は
こ
れ
に
は
社
会
経
済
的
な
意
味
が
あ
っ

て
、
輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
の
解
放
と
い
う
考
え
方
は
、
む
し
ろ
平
等
で
格
差
の
な
い
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
た

め
の
も
の
で
は
な
い
か
。
個
人
が
心
の
平
安
を
求
め
、
釈
尊
が
説
い
た
実
践
、
と
り
わ
け
物
欲
の
克
服
に
向
け

て
の
努
力
は
、
心
に
平
安
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
り
、
平
穏
な
社
会
の
実
現
に

向
け
て
、
そ
の
構
造
を
作
り
か
え
て
い
く
よ
う
な
働
き
を
す
る
。
ひ
た
す
ら
自
分
の
た
め
に
、
自
分
が
心
の
平

安
を
得
る
た
め
に
と
し
て
起
こ
し
た
行
動
が
、
そ
の
意
図
と
は
無
関
係
に
、
自
動
的
に
他
人
の
た
め
に
な
っ
て

い
る
、
逆
に
人
の
た
め
と
思
っ
て
為
し
た
こ
と
は
、
あ
ん
が
い
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い

の
は
、
こ
の
よ
う
な
上
座
仏
教
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
で
す
。

　

釈
尊
の
考
え
を
さ
ぐ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
経
典
の
分
析
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
「
ビ
ル
マ
人
仏
教
徒
」
の
現
実
に
基
づ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
私
は
歴
史
学
を
専
攻
し
て

お
り
、
具
体
的
な
事
例
に
な
り
ま
す
と
、
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
の
出

来
事
を
扱
い
ま
す
。
歴
史
学
も
大
学
で
勉
強
し
た
の
で
は
な
く
、
史
学
科
に
属
す
る
現
在
で
も
見
様
見
真
似
で
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や
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
仏
教
学
に
つ
い
て
は
そ
れ
こ
そ
日
常
的
に
も
向
き
会
う
こ
と
の
な
い
、
い
わ
ば

全
く
の
素
人
で
す
。
お
話
の
中
で
は
成
り
行
き
上
、
仏
教
の
教
義
に
つ
い
て
も
若
干
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
す
が
、
間
違
っ
た
こ
と
を
い
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
か
な
り
の
部
分
で
上
座
仏
教
が
信
仰
さ
れ
お
り
、
こ
の
地
に
住
む
私

の
知
り
合
い
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
で
す
。
歴
史
の
現
場
を
訪
ね
た
り
、
史

料
の
調
査
を
し
た
り
し
て
お
り
ま
す
と
、
出
家
や
在
家
の
行
動
が
目
に
入
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
人
た
ち
と
の

何
気
な
い
会
話
の
中
に
仏
教
の
話
が
出
て
き
た
り
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
事
件
も
仏
教
に
関
係
す
る
も
の

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
通
し
て
、
つ
ま
り
宗
教
に
関
す
る
正
面
か
ら
の
調
査
や
経
典
研
究
で
は
な
く
、
か
れ
ら
の

現
実
を
と
お
し
て
、
上
座
仏
教
と
い
う
も
の
に
い
く
ぶ
ん
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
日

の
お
話
は
、
こ
う
し
て
得
た
知
識
が
も
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
お
集
り
の
中
に
は
仏
教
学
の
専
門
家
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
方
々
は
、
た
ぶ
ん
に
違
和
感
を
覚
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
る

と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
私
が
知
り
え
た
事
柄
に
も
と
づ
き
、
考
え
た
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
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一　

仏
教
実
践�

―�

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
流
域
地
方
の
例

　

江
戸
の
昔
か
ら
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
緬
甸
、
琵
牛
、
亜
花
な
ど
）
は
「
仏
教
国
」

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
情
報
源
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い

た
か
ら
で
し
ょ
う
。
ま
た
そ
の
結
果
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
現
在
こ

こ
に
住
ん
で
い
て
、
自
分
は
仏
教
徒
と
称
す
る
人
た
ち
は
、
釈
尊
の
教
え
を
強
く

意
識
し
た
生
活
を
送
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
仏
教
実
践
が
、
社
会

や
景
観
に
ど
の
よ
う
な
彩
を
与
え
て
き
た
か
を
、
ま
ず
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
乾
燥
地
帯
」
の
王
国

　

そ
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
で
す
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
西
端
に
あ
っ
て
、
西

は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
や
イ
ン
ド
で
す
。
東
は
タ
イ
や
ラ
オ
ス
、
そ
の
北
は
中
国
、

南
は
マ
レ
ー
シ
ア
そ
し
て
ア
ン
ダ
マ
ン
海
で
す
。
本
土
の
中
央
部
を
北
か
ら
南
に

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
が
流
れ
て
お
り
、
そ
の
流
域
に
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
政

体
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
〇
世
紀
以
前
は
ピ
ュ
ー
と
呼
ば
れ
る
都
市
国
家
群
が
存

在
し
た
よ
う
で
す
が
、
一
一
世
紀
に
な
っ
て
中
央
部
の
平
原
一
帯
に
バ
ガ
ン
王
国

が
勃
興
し
、現
在
で
は
あ
ま
り
そ
う
し
た
い
い
方
は
し
ま
せ
ん
が
、ひ
と
こ
ろ
は「
建

図1　バガンの仏塔群
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寺
王
朝
」
と
称
さ
れ
た
ご
と
く
、
壮
大
な
仏
教
遺
跡
を
残
し
ま
し
た
（
図
1
）。

　

そ
の
後
い
く
つ
か
の
王
国
が
興
亡
し
ま
す
が
、
そ
の
中
心
は
、
ほ
ん
の
一
時
期
を
の
ぞ
い
て
、
中
央
平
原
地

域
を
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
世
紀
に
な
り
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
な
っ
て
か
ら
は
、
エ
ー

ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
の
デ
ル
タ
地
帯
に
位
置
し
、
海
洋
に
接
す
る
ヤ
ン
ゴ
ン
が
首
都
と
な
り
ま
す
が
、
近
年
ま
た

中
央
部
に
位
置
す
る
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
中
心
部
を
戻
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
流
域
の
中
央
部
は
、
雨
が
非
常
に
少
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
は
水
稲
な
ど
の
耕
作
に
適

し
て
お
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
畑
作
中
心
の
農
業
が
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
雨
季
と
乾
季
が

は
っ
き
り
分
か
れ
、
年
間
八
百
ミ
リ
程
度
の
降
雨
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
雨
季
に
集
中
し
ま
す
の
で
、
こ
の
時

期
は
、い
わ
ゆ
る
「
乾
燥
地
帯
」
で
あ
っ
て
も
緑
な
す
平
原
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
乾
季
は
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー

川
の
氾
濫
原
や
溜
池
の
中
で
、
農
業
が
営
ま
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
氾
濫
原
や
溜
池
は
、
我
わ
れ
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
、
広
大
な
農
地
を
提
供
し
て
く
れ
ま
す
。
降
水

量
が
少
な
く
、
雨
季
で
あ
っ
て
も
農
業
が
安
定
的
に
お
こ
な
い
え
ず
、
生
産
力
の
相
対
的
に
低
い
中
央
部
に
、

海
岸
部
や
周
辺
の
山
地
を
も
支
配
下
に
置
く
王
国
が
成
立
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
広
大
な
氾
濫
原
の
お
か

げ
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

バ
ガ
ン
の
仏
塔
群

　

バ
ガ
ン
は
東
南
ア
ジ
ア
の
三
大
仏
教
遺
跡
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
ま
す
。
ア
ン
コ
ー
ル
や
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
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が
少
数
の
巨
大
な
建
造
物
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
一
一
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
か
け
て
、「
無

数
」
の
仏
塔
や
窟
院
や
寺
院
が
見
渡
す
限
り
の
原
野
に
は
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
仏
塔
は
い
わ
ゆ
る
パ
ゴ
ダ
で
す

が
、
塔
の
形
を
し
て
、
基
壇
部
分
の
お
堂
中
央
に
釈
尊
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
が
窟
院
で
す
。
仏
塔
や
窟

院
や
寺
院
は
煉
瓦
を
積
み
重
ね
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
宗
教
施
設
が
現
在
で
も
三
千
基
近
く
残
っ

て
お
り
ま
す
。
大
き
い
も
の
に
な
る
と
、
い
ま
現
在
こ
の
大
学
の
近
く
に
立
つ
マ
ン
シ
ョ
ン
程
度
の
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
ら
が
一
望
に
見
渡
せ
る
様
は
壮
観
で
す
。
か
つ
て
在
ヤ
ン
ゴ
ン
日
本
大
使
館
の
外
交
官
で
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
政
府
の
お
役
所
仕
事
に
業
を
煮
や
し
て
い
た
人
が
、
こ
の
光
景
を
見
た
ら
全
て
を
許
す
気
に
な
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

な
か
で
も
有
名
な
の
が
、
王
国
の
創
始
者
で
あ
る
ア
ノ
ー
ヤ
タ
ー
王
（
在
位
一
〇
四
四
～
一
〇
七
七
年
）
に

よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
、
黄
金
に
輝
く
シ
ュ
エ
ジ
ー
ゴ
ウ
ン
仏
塔
で
す
（
図
2
）。
ミ
ャ
ン
マ
ー

国
内
は
も
ち
ろ
ん
海
外
か
ら
も
参
詣
者
や
観
光
客
が
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。
高
さ
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
堂
々
た
る

仏
塔
で
、
ヤ
ン
ゴ
ン
に
あ
る
天
下
随
一
の
シ
ュ
エ
ダ
ゴ
ン
仏
塔
も
そ
う
で
す
が
、
全
体
は
金
箔
で
覆
わ
れ
て
い

ま
す
。
全
て
の
仏
塔
が
こ
の
よ
う
に
黄
金
で
輝
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
維
持
管
理
が
な
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
強
烈
な
太
陽
の
も
と
漆
喰
の
白
さ
は
ま
ば
ゆ
い
限
り
で
す
。
ま
た
窟
院
の
中
に
は
、
極
彩
色
の

壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
釈
尊
が
悟
り
を
ひ
ら
く
ま
で
の
物
語
や
、
釈
尊
の
前
に
成
道
し
た

仏
様
の
姿
な
ど
を
題
材
に
し
た
も
の
で
す
。

　

観
光
旅
行
で
バ
ガ
ン
に
行
く
と
、
そ
の
規
模
と
量
に
圧
倒
さ
れ
て
、
初
日
は
「
す
ご
い
、
す
ご
い
」
と
思
う
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の
で
す
が
、
二
日
目
あ
た
り
か
ら
同
じ
も
の
ば

か
り
で
、
少
々
あ
き
て
き
ま
す
。
三
日
目
に
は
、

「
も
っ
と
見
た
い
」
と
い
う
気
は
お
こ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
よ
う
な
も
の
が
次
か
ら
次
へ
と
現
れ
る
わ

け
で
す
か
ら
、
様
式
の
違
い
等
に
関
心
が
向
か

な
い
か
ぎ
り
、
よ
く
も
ま
あ
飽
き
ず
に
、
と
つ

い
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
バ
ガ
ン
時
代
は
も
っ

と
存
在
し
た
の
か
、
ま
た
現
在
の
遺
構
が
そ
の

ま
ま
い
ち
ど
き
に
存
在
し
て
い
た
か
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
景
観
は
一
二
世
紀
中

ご
ろ
に
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
み
て
差
し
支

え
な
い
で
し
ょ
う
。

　

仏
塔
の
建
設
活
動
は
、
今
も
停
止
し
て
い
ま

せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
既
存
の
も
の
で
も
修
復
さ
れ
、

宗
教
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。
死
ん
で
し
ま
っ
て
文
化
財
に
な
っ
た
の

で
は
な
く
、
生
き
の
び
て
人
び
と
の
よ
り
所
と

図2　シュエジーゴウン仏塔
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な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
世
界
遺
産
に
な
り
に
く
い
と
い
う
恨
み
は
あ
り
ま
す
が
。
文
化
財
と
な
る
た

め
に
は
、
有
名
な
『
想
像
の
共
同
体
』
を
書
い
た
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
建
物
が
空
虚
な
抜

け
殻
で
、
過
去
の
栄
光
を
偲
ば
せ
る
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
バ
ガ
ン
は
違
い
ま
す
。

全
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
で
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
荘
厳
さ
を
示
す
た
め
、
装
飾
が
最
新
の
技

術
で
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。	

　

こ
う
し
た
仏
塔
の
建
設
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
維
持
管
理
修
復
に
も
相
当
な
富
が
投
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
さ
き
ほ
ど
の
シ
ュ
エ
ジ
ー
ゴ
ウ
ン
仏
塔
で
す
が
、
表
面
を
覆
う
金
箔
は
、
風
雨
や
灼
熱
に
さ
ら
さ
れ

る
の
で
、
何
年
か
ご
と
に
張
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
量
た
る
や
、
計
算
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
ま
さ
に
莫
大
で
す
。

仏
塔
を
建
て
る

　

仏
塔
や
窟
院
は
、
バ
ガ
ン
に
だ
け
建
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
チ
ャ
ウ
セ
ー
や
サ
リ
ン
な
ど
当
時

の
灌
漑
稲
作
地
帯
を
は
じ
め
、
仏
教
徒
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
で
も
、
そ
れ
こ
そ
全
国
津
々
浦
々
に

存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
バ
ガ
ン
時
代
以
前
に
繁
栄
し
た
ピ
ュ
ー
の
城
郭
都
市
や
、
と
く
に
バ
ガ
ン

王
国
滅
亡
後
、
ほ
ん
の
一
時
期
で
す
が
王
都
の
あ
っ
た
ザ
ガ
イ
ン
に
は
、
こ
れ
ま
た
集
中
的
に
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
ザ
ガ
イ
ン
は
、
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
右
岸
の
丘
陵
地
に
あ
っ
て
、
今
で
も
た
く
さ
ん
仏
塔
や
窟
院
が
残

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
聖
地
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
多
く
は
打
ち
捨
て
ら
れ
た
格
好
に
な
っ
て
い
ま
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図3　ザガインの仏塔群（１）

図4　ザガインの仏塔群（２）
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す
が
、
一
部
は
修
復
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
も
の
も
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
（
図
3
）（
図
４
）。

　

加
え
て
今
で
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
主
要
な
町
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
大
き
な
仏
塔
が
い
く
つ
か
存
在

し
、
金
箔
が
張
ら
れ
て
、
傘
蓋
部
分
に
は
、
宝
石
な
ど
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
（
図
５
）。
も
ち
ろ

ん
町
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
の
ど
ん
な
村
に
で
も
必
ず
何
基
か
は
存
在
し
ま
す
。
村
の
外
れ
と
か
、
僧

院
の
敷
地
内
と
か
、
と
に
か
く
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
平
野
部
は
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
仏
塔
を
見
な
い
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
せ
ん
（
図
6
）（
図
7
）。
同
じ
上
座
仏
教
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
タ
イ
や
ス
リ
ラ
ン
カ
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
国
に
も
も
ち
ろ
ん
仏
塔
は
存
在
し
ま
す
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
桁
外
れ
で
す
。
表
現
は
よ
く
あ
り
ま

せ
ん
が
「
腐
る
ほ
ど
あ
る
」
と
い
う
ぐ
ら
い
で
、
実
際
に
、
全
国
に
あ
る
仏
塔
の
半
数
ほ
ど
は
朽
ち
果
て
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

も
な
お
か
つ
、
新
し
い
も
の
を
作
る
の
で
す
。

　

こ
の
仏
塔
に
は
、
釈
尊
の
聖
な
る
遺
物
が
収

蔵
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
舎

利
や
遺
髪
で
す
。
し
か
し
仏
教
徒
に
し
て
も
、

そ
れ
が
本
当
に
保
存
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
は
、
あ
れ
だ
け
数
で
す
か
ら
、
そ
れ

は
な
い
と
思
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
由
緒
あ
る
大
仏
塔
は
別
で
す
が
。
そ
う
で

図5　マンダレーのエインドーヤ仏塔

27



図6　村の仏塔（１）

図7　村の仏塔（２）
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な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
仏
様
の
遺
物
が
納
め
ら
れ

て
い
る
と
観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
来
れ
ば

釈
尊
に
対
峙
し
て
い
る
と
い
う
か
、
そ
の
存
在
を
よ
り

身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
施
設
で
あ

る
訳
で
す
。
従
っ
て
そ
の
敷
地
は
、
聖
な
る
空
間
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に
朽
ち
て
崩
れ
か
け
て
い
よ

う
と
、
そ
の
境
内
に
入
る
と
き
は
、
履
物
を
脱
ぎ
ま
す
。

裸
足
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
敬
意

が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
さ
き
ほ
ど
バ
ガ
ン
に
あ
る
窟
院
の
一
部
に

は
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た

が
、
こ
れ
も
バ
ガ
ン
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
に
沿
っ
た
、
か
つ
て
豊
か
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
町
や
村
に
は
、
窟
院
の
規
模
は
そ
れ

ほ
ど
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
内
部
の
壁
面
が
極
彩
色
の

絵
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
（
図
8
）。

こ
れ
ら
は
た
ぶ
ん
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
は
じ
め
に

図8　アミン町にある窟院の壁画（18世紀）
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制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
題
材
の
ほ
と
ん
ど
が
「
仏
伝
」
や
「
ジ
ャ
ー
タ
」
で
す
が
、
釈
尊
に
対
し
て
敬
意
を
表

す
た
め
に
、「
全
世
界
」
か
ら
や
っ
て
き
た
人
た
ち
（「
一
〇
一
の
人
種
」）
な
ど
も
描
か
れ
て
い
ま
す（

１
）。

　

そ
れ
こ
そ
入
り
口
の
壁
面
か
ら
内
陣
に
か
け
て
び
っ
し
り
と
、鮮
や
か
な
色
使
い
が
印
象
的
で
す
。
エ
ー
ヤ
ー

ワ
デ
ィ
ー
川
流
域
地
方
の
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
は
、
バ
ガ
ン
王
国
時
代
後
半
か
ら
五
四
七
話
で
構
成
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
窟
院
の
壁
画
に
は
最
後
の
一
〇
話
が
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
釈
尊
が
そ
の
前
世
に
お
い
て
、
宰

相
で
あ
っ
た
り
王
子
で
あ
っ
た
り
し
た
と
き
、
如
何
に
機
知
に
富
み
、
清
浄
で
か
つ
施
し
を
よ
く
し
功
徳
を
為

し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
絵
の
下
の
方
に
は
場
面
ご
と
に
詞
書
（
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
）
が
あ
り
、
誰
で
も
そ
の
話
を
思
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
た

人
は
、
大
先
達
で
あ
る
釈
尊
が
成
道
す
る
ま
で
の
善
行
を
知
り
、
わ
が
身
を
正
し
こ
れ
に
あ
や
か
り
た
い
と
思

う
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
も
ま
た
絵
師
に
支
払
わ
れ
る
費
用
は
、
施
主
が
工
面
す
る
の
で
す
。
商
売
が
う
ま
く
い
っ
た
、
土
地
を

集
積
し
た
結
果
、
毎
年
莫
大
な
地
代
が
入
っ
て
く
る
と
い
っ
た
人
が
、
財
産
を
は
た
い
て
、
職
人
に
描
か
せ
ま

し
た
。
余
談
に
な
り
ま
す
が
、中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
も
そ
う
で
す
が
、宗
教
画
に
描
か
れ
る
王
族
、役
人
、

女
官
、
農
夫
、
職
人
な
ど
は
、
そ
の
時
、
そ
の
地
方
で
の
姿
を
し
て
お
り
ま
す
（
図
9
）。
時
代
考
証
な
ど
を
お

こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
歴
史
学
が
で
き
る
一
九
世
紀
以
後
の
こ
と
で
す
か
ら
、
当
然
こ
の
壁
画
か
ら

私
た
ち
は
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
流
域
の
風
俗
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
つ
ま

り
貴
重
な
史
料
と
い
う
わ
け
で
す
。
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仏
塔
や
窟
院
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僧
院
も
ま
た
、
り
っ

ぱ
で
堂
々
と
し
て
お
り
ま
す
。
都
市
部
に
限
ら
ず
、
村
の
中
に

も
一
つ
か
二
つ
、
か
な
ら
ず
存
在
し
ま
す
。
し
か
も
庶
民
の
家

は
高
床
式
の
茅
葺
屋
根
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
僧
院
は

違
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
村
の
経
済
力
に
よ
り
ま
す
が
、
煉
瓦
の

土
台
や
太
い
柱
で
支
え
ら
れ
、
そ
の
造
り
は
際
立
っ
て
お
り
ま

す
（
図
10
）。
自
分
た
ち
は
粗
末
な
家
に
住
ん
で
も
、
お
坊
さ
ん

に
は
立
派
な
舘
に
住
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
訳
で
し
ょ
う
。
と

く
に
都
市
部
の
も
の
は
、
総
煉
瓦
造
り
と
い
も
の
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
な
か
で
も
植
民
地
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
そ

う
で
す
（
図
11
）。
僧
院
も
ま
た
在
家
の
寄
進
に
よ
る
も
の
で
す
。

お
坊
さ
ん
が
、
か
き
集
め
た
資
金
で
建
て
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
高
名
な
僧
侶
は
、
た
く
さ
ん
の
寄
進
が
集
ま

る
と
は
思
い
ま
す
が
。
古
都
マ
ン
ダ
レ
ー
に
あ
る
大
き
な
僧
院

に
は
、
王
国
時
代
に
王
族
や
大
臣
、
長
者
が
建
て
た
も
の
を
、

在
家
が
維
持
し
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

図9　アーナンダオウ窟院（バガン）の壁画（18世紀）
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図10　煉瓦土台の木造寺院（サリン）

図11　ミンウン寺閣のシュエ寺院（マンダレー）
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こ
れ
ら
宗
教
施
設
の
建
設
費
用
、
こ
こ
に
投
入
さ
れ
て
い
る
財
は
生
半
可
な
量
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
々
の

営
み
の
中
で
蓄
積
さ
れ
た
個
人
の
資
産
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
新
た
な
富
を
生

み
出
し
ま
せ
ん
。
経
済
的
に
み
れ
ば
、
い
わ
ば
消
費
さ
れ
た
富
の
最
終
形
態
。
我
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、

金
箔
で
輝
く
仏
塔
を
見
る
と
「
何
と
無
駄
な
こ
と
を
…
…
」
と
。
私
な
ど
は
、
こ
ん
な
お
金
が
あ
れ
ば
工
場
の

建
設
や
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
な
ど
、
生
産
的
な
も
の
に
投
資
す
れ
ば
、
経
済
は
も
っ
と
発
展
し
、
生
活
は
豊
か
に

な
る
の
に
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
考
え
が
、
自
ら
を
苦
し
め
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
、
彼
ら
と
の
付
き
合
い
の
中
で
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

碑
文
に
残
す

　

仏
塔
が
個
人
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
縁
起
を
記
録
に
残
す
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

ど
こ
の
誰
が
何
月
何
日
に
、
何
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
仏
塔
や
窟
院
を
建
て
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
だ
い
た
い
は
国
王
や
王
族
、
高
官
、
長
者
な
ど
が
、
自
ら
と
と
も
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
成

道
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
来
世
で
弥
勒
仏
に
相
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
き

な
功
徳
を
為
し
て
、
で
き
れ
ば
涅
槃
に
至
り
た
い
、
弥
勒
仏
の
知
遇
を
得
、「
は
じ
め
よ
き
、
な
か
ば
よ
き
、
お

わ
り
よ
き
」
説
法
を
聞
い
て
悟
り
を
ひ
ら
き
、
輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
、
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

廻
向
も
自
分
が
為
し
た
功
徳
の
一
部
が
そ
ち
ら
に
回
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
思
い
で
寄
進
を
す
れ

ば
、
相
手
は
お
ろ
か
自
分
の
徳
も
増
え
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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従
っ
て
功
徳
は
こ
っ
そ
り
と
す
る
の
で
は
な
く
、
堂
々
と
他
人
に
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
意
図
が
よ
く
わ
か
る
例
が
、
第
三
代
チ
ャ
ン
シ
ッ
タ
ー
王
（
在
位
一
〇
八
四
～
一
一
一
三
年
）
の
息
子
ヤ
ー

ザ
ク
マ
ー
ル
が
一
一
一
二
年
に
残
し
た
、非
常
に
有
名
な
ミ
ャ
ゼ
デ
ィ
ー
碑
文
で
す
。
父
親
の
た
め
に
グ
ー
ビ
ャ

ウ
ヂ
ー
窟
院
を
建
立
し
て
、
そ
こ
に
黄
金
の
仏
像
を
納
め
た
こ
と
が
、
四
角
柱
そ
れ
ぞ
れ
の
面
に
古
い
ビ
ル
マ

語
、
パ
ー
リ
語
、
古
い
モ
ン
語
そ
し
て
ピ
ュ
ー
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
文
字
は
ピ
ュ
ー
以
外
は
古
い
モ
ン
文

字
で
す
が
、
当
時
バ
ガ
ン
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
と
、
代
表
的
な
四
言
語
で
寄
進
の
内

容
を
記
し
た
の
で
し
ょ
う
。「
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
の
ロ
ゼ
ッ
タ
・
ス
ト
ー
ン
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

言
語
学
の
史
料
と
し
て
も
注
目
を
あ
び
ま
し
た
（
図
12
）。

　

石
碑
を
立
て
る
こ
と
に
は
ま
た
、
別
の
意
味
も
あ
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
施
主
の
名
前
や
年
月
日
、
寄
進
の
目

的
が
書
か
れ
て
い
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の

他
自
分
が
建
て
た
宗
教
施
設
の
維
持
管
理
の
た

め
、
土
地
や
村
、
そ
の
耕
作
者
や
住
民
の
名
前

も
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
場

所
か
ら
納
入
さ
れ
て
い
た
地
代
や
租
税
が
、
今

後
当
該
の
宗
教
施
設
に
納
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ば
国
家
か
ら
す
れ
ば
免

税
地
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
未
来
永
劫
に
わ

図12　ミャゼディー碑文
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た
っ
て
保
証
す
る
証
文
の
役
割
を
果
た
す
訳
で
す
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
と
、
い
つ
何
時
、
寄
進
さ
れ
た

寺
領
地
が
、
国
家
や
領
主
に
横
取
り
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
碑
文
の
最
後
に
は
、
寄
進
を
邪
魔
す
る
者
に

対
す
る
呪
詛
も
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
寄
進
を
妨
害
し
た
り
、
破
壊
し
た
り
し
た
も
の
は
、
永
遠
に
輪
廻
の
苦

し
み
を
受
け
よ
と
か
、
焦
熱
や
黒
縄
地
獄
に
落
ち
よ
と
か
。

　

ち
な
み
に
バ
ガ
ン
時
代
の
碑
文
は
六
百
枚
程
度
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
歴
史
研
究
に
と
っ
て
第
一
級
の
史
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。
紙
や
ヤ
シ
の
葉
で
す
と
、
あ
の
よ
う
な
気
候
の
と
こ
ろ
で
す
か
ら
長
く
て
三
百
年
ぐ
ら
い

し
か
持
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
石
に
刻
ん
で
あ
り
ま
す
の
で
、
素
材
の
耐
用
年
数
は
半
永
久
的
と
も
い
え
ま
す
。

寄
進
者
の
官
職
名
や
職
業
、
建
設
に
要
し
た
資
材
や
そ
の
費
用
、
村
か
ら
あ
が
る
税
金
の
種
類
や
額
、
そ
れ
を

は
か
る
単
位
、
そ
の
徴
収
方
法
（
行
政
制
度
）、
農
地
の
種
類
、
作
物
、
住
民
の
職
業
な
ど
、
当
時
の
社
会
を

構
想
す
る
手
掛
か
り
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
寄
進
し

た
人
は
、
こ
ん
な
こ
と
に
利
用
さ
れ
る
と
は
考
え
も

し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
本
来
の
目
的

か
ら
す
れ
ば
邪
道
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う

が
、
今
で
は
社
会
経
済
史
や
言
語
学
の
史
料
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
字
の
形
や
語
法
は
現
代
ビ

ル
マ
語
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
読
む
の
は

大
変
で
す
が（

２
）（

図
13
）。

図13　碑文の拓本
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先
達
に
敬
意
を
は
ら
う

　

宗
教
施
設
に
富
が
投
入
さ
れ
る
の
は
、
人
々
が
仏
教
の
考
え

方
を
教
え
込
ま
れ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
釈
尊
の

教
え
を
信
頼
し
、
こ
れ
を
日
々
実
践
す
る
こ
と
を
生
き
が
い
に

し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
僧
侶
に
は
特
別
の
敬
意

が
払
わ
れ
ま
す
。
何
せ
釈
尊
が
規
定
し
た
二
二
七
の
戒
律
を
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
、
人
間
的
な
生
活
を
捨
て
、
日
々
こ
れ
を
実
践

す
る
こ
と
な
ど
、
生
半
可
な
気
持
ち
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い

と
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
我
欲
と
の
闘
い
を
、
口

先
で
な
く
自
ら
の
行
動
で
私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
そ
の
言
葉
に
は
真
理
が
や
ど
り
、
尊
敬
の
対
象
に
な

ら
な
い
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
に
は
、
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
流
域
史
の
研
究
を
す
る
う

え
で
、
大
変
お
せ
わ
に
な
っ
て
い
る
お
坊
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
マ
ン
ダ
レ
ー
の
由
緒
あ
る
寺
閣
に
住
ん
で
お
ら
れ
ま

す
が
、
何
と
歴
史
に
も
大
変
興
味
の
あ
る
方
で
、
私
が
地
方
へ

調
査
に
出
か
け
る
と
き
は
、
た
い
て
い
付
い
て
き
て
下
さ
い
ま

図14　道で出合った僧侶に敬意を表す
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す
。
も
う
三
〇
年
も
前
に
な
り
ま
す
か
、
植
民
地
時
代
、
と
あ

る
片
田
舎
で
起
こ
っ
た
農
民
反
乱
の
調
査
に
行
っ
た
と
き
の
こ

と
で
す
。
私
の
前
を
そ
の
お
坊
さ
ん
が
歩
い
て
い
た
の
で
す

が
、
何
と
出
会
っ
た
村
人
は
た
だ
ち
に
脇
に
下
が
っ
て
、
土
下

座
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か（
図
14
）。
大
名
行
列
よ
ろ
し
く
、

お
坊
さ
ん
に
対
し
て
、
地
に
額
を
つ
け
て
、
礼
拝
す
る
の
で
す
。

マ
ン
ダ
レ
ー
か
ら
き
た
高
僧
と
い
っ
て
も
、
外
見
で
は
そ
れ
と

わ
か
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
お
坊
さ
ん
に
は
こ
う
し
た
接
し
方
を

す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
目
の
当
り
に
し
た
次
第
で
す
。

　

ま
た
お
な
じ
旅
行
中
の
こ
と
で
す
が
、
夕
方
あ
る
村
に
着
い

た
と
こ
ろ
、
若
い
女
の
子
が
家
事
に
必
要
な
水
を
汲
み
に
、
村

の
共
同
井
戸
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
い
る
の
に
出
く
わ
し
ま

し
た
。
す
る
と
そ
の
女
の
子
た
ち
も
、
こ
の
お
坊
さ
ん
を
見
か

け
る
や
、
一
斉
に
額
ず
い
て
、
礼
拝
し
た
の
で
す
。
図
15
は
、

や
ら
せ
で
も
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
私
に

と
っ
て
は
非
常
な
驚
き
で
、
こ
こ
ま
で
や
る
の
か
と
い
う
光
景

に
接
し
た
次
第
で
す
。
も
ち
ろ
ん
ヤ
ン
ゴ
ン
や
マ
ン
ダ
レ
ー
な

図15　水を汲みにきたら
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ど
の
都
会
で
は
、
た
く
さ
ん
の
お
坊
さ
ん
に
出
合
い
ま
す
の
で
、
い
ち
い
ち
や
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
う
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
お
坊
さ
ん
に
対
す
る
敬
意
の
払
い
方
は
、
半
端
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ビ
ル
マ
語
に
は
、
お
坊
さ
ん
に
対
す
る
言
葉
に
は
、
普
通
の
会
話
で
は
使
わ
な
い
特
別
の
単
語
が
用
意
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
お
坊
さ
ん
に
捧
げ
も
の
を
す
る
と
き
に
は
二
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
靴
や
ス
リ
ッ

パ
な
ど
の
履
物
を
脱
い
で
、
裸
足
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
述
の
仏
塔
の
み
な
ら
ず
、
僧
院
の
敷
地
に
は
い
る

と
き
で
も
そ
う
で
す
。
お
坊
さ
ん
の
周
り
は
聖
な
る
空
間
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
も
う
一
つ
。
マ
ン
ダ
レ
ー
の
こ
の
お
坊
さ
ん
の
僧
院
（
図
11
）
に
泊
ま
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

夕
刻
で
し
た
か
、
お
寺
に
や
っ
て
き
て
、
し
き
り
に
こ
の
お
坊
さ
ん
を
問
い
詰
め
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
。
聞

く
と
も
な
し
に
聞
い
て
い
る
と
、「
今
日
、
な
ぜ
き
て
く
れ
な
か
っ
た
か
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
人

は
茶
店
の
主
人
で
、
毎
日
こ
の
お
坊
さ
ん
は
散
歩
の
途
中
に
、
そ
の
店
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
と
こ

ろ
が
今
日
は
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
故
か
と
訊
い
て
い
る
の
で
す
。
お
坊
さ
ん
は
、「
い
や
、
今
日
、
ち
ょ
っ

と
別
の
と
こ
ろ
に
用
事
が
あ
っ
て
」
と
釈
明
し
て
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
う
し
た
こ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
き
て
、
詰
問
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
す
る
の
か
。
そ
れ
は
こ
の

店
主
に
と
っ
て
、
功
徳
を
す
る
機
会
が
奪
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
す
。
紅
茶
を
飲
ん
で
も
ら
う
こ
と

に
よ
り
、
功
徳
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
。
毎
日
、
き
て
も
ら
っ
て
お
茶
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
そ
の
人
の
心
に

平
安
を
も
た
ら
す
訳
で
す
。
今
日
、
お
迎
え
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
自
分
が
悪
い
こ
と
を
し
て

嫌
わ
れ
た
の
か
と
い
う
不
安
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん
に
施
し
を
し
て
功
徳
を
す
る
機
会
（
図
16
）
を

38



逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
も
の
す
ご
く
残
念

な
気
持
ち
に
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。「
今
日
は
こ
な

か
っ
た
。
紅
茶
を
た
だ
飲
み
さ
れ
ず
に
済
ん
だ
わ
」
な

ど
と
は
思
わ
な
い
わ
け
で
す
。

　

何
し
ろ
仏
教
徒
の
生
活
は
、
僧
侶
や
僧
院
、
仏
塔
な

ど
、
功
徳
を
す
る
手
段
と
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
展
開

し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
年
中
行
事
に

し
て
も
、
仏
教
に
関
係
す
る
祭
り
で
彩
ら
れ
て
い
ま
す
。

ビ
ル
マ
暦
（
小
暦
）
で
新
年
の
始
ま
り
を
告
げ
る
四
月

の
水
祭
り
に
は
、
祭
日
を
利
用
し
て
一
時
出
家
す
る
仏

教
徒
男
性
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
水
祭
り
そ
の
も
の

は
仏
教
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
す
が
、
こ
の
機
会
に
頭

を
丸
め
て
、
数
日
間
僧
院
に
入
り
、
修
行
す
る
の
で
す
。

ま
た
仏
像
を
清
め
た
り
、
僧
侶
や
周
り
の
人
に
お
ふ
る

ま
い
を
し
た
り
し
ま
す
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
月
の
満
月
に

は
、
釈
尊
の
成
道
に
ち
な
み
、
イ
ン
ド
菩
提
樹
の
根
元

に
水
を
か
け
る
祭
り
が
あ
り
ま
す
。

図16　托鉢の途中でお茶の施与
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雨
季
に
は
い
り
ま
す
と
、
安
居
と
い
っ
て
僧
侶
は
寺

に
籠
っ
て
修
行
に
励
む
わ
け
で
す
が
、
一
般
の
人
の
な

か
に
も
こ
の
期
間
、一
時
的
に
出
家
す
る
人
も
い
ま
す
。

町
で
、
頭
を
丸
め
た
公
務
員
や
会
社
員
が
や
た
ら
と
目

に
つ
く
の
は
、
こ
の
頃
で
す
。
安
居
が
あ
け
る
一
〇
月

に
な
っ
て
乾
季
が
は
じ
ま
る
と
、
結
婚
式
や
演
劇
が
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏
塔
や
家
々
が
電
球
や
灯

明
で
飾
ら
れ
る
灯
明
祭
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た

カ
テ
ィ
ン
（
カ
テ
ィ
ナ
）
祭
と
い
っ
て
、
僧
侶
に
袈
裟

や
托
鉢
セ
ッ
ト
そ
の
他
日
用
品
を
寄
進
す
る
催
し
が
お

こ
な
わ
れ
ま
す
。
と
な
り
近
所
や
村
の
人
た
ち
が
連
れ

だ
っ
て
僧
院
に
赴
き
、
こ
う
し
た
供
物
を
受
け
取
っ
て

も
ら
い
、
そ
の
あ
と
斎
飯
の
お
相
伴
に
あ
ず
か
り
、
一

日
た
の
し
く
お
寺
で
過
ご
す
の
で
す（

３
）（

図
17
）。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
僧
院
数
が
二
〇
〇
九
年
段
階
で

六
万
近
く
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
尼
僧
院
も
三
千

近
く
存
在
し
ま
す
。
現
在
、
上
座
部
の
世
界
で
は
、
公

図17　カティン衣奉献のためお寺に向かう
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式
的
に
尼
僧
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
戒
を
守
っ
て
修
行
を
し
て
い
る
女
性

が
お
り
、
ビ
ル
マ
語
で
テ
ラ
シ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
僧
侶
お
よ
び
見
習
僧
は
五
四
万
人
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

総
人
口
が
約
五
千
万
人
で
す
か
ら
、
一
割
ぐ
ら
い
は
僧
侶
お
よ
び
見
習
僧
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

見
習
僧
、つ
ま
り
沙
弥
が
比
丘
（
僧
侶
）
よ
り
や
や
多
い
。
比
丘
に
は
、満
二
〇
歳
に
な
ら
な
い
と
な
れ
ま
せ
ん
。

厳
密
に
は
お
母
さ
ん
の
お
な
か
に
宿
っ
て
二
〇
年
で
す
か
ら
、
一
九
歳
と
二
か
月
で
な
れ
ま
す
が
。
そ
れ
ま
で

は
、
僧
院
で
い
く
ら
修
行
し
て
い
て
も
沙
弥
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
仏
塔
で
す
が
、
統
計
に
よ
れ
ば
今

で
も
年
間
で
、
千
四
百
基
程
度
は
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す（

４
）。

二　

上
座
仏
教
の
世
界
観

　

で
は
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
如
何
な
る
考
え
方
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
お
話

し
す
る
の
は
、
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
い
わ
れ
る
土
地
で
、
ビ
ル
マ
人
仏
教
徒
を
自
認
す
る
人
た
ち
の
宗
教
実
践

や
徳
目
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
素
材
に
し
た
お
話
に
な
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
上
座
仏
教
と
い
わ
れ
る
も
の
の

世
界
観
に
根
差
す
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
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空
間
と
時
間
の
接
点

　

ま
ず
は
根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
。
私
た
ち
は
自
分
の
存
在
を
ど
の
よ
う
な
座

標
軸
で
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
少
々
お
お
ざ
っ
ぱ
な
い
い
方
に
な
り
ま

す
が
、
自
分
が
空
間
と
時
間
の
接
点
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
誰
し
も
異
論
は
な
い
で
し
ょ
う
。
空
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
在
、
私
た

ち
は
宇
宙
の
中
に
存
在
す
る
地
球
と
い
う
星
の
表
面
に
あ
る
日
本
と
い
う
国
の

真
ん
中
あ
た
り
、
愛
知
県
の
豊
橋
市
町
畑
町
に
あ
る
愛
知
大
学
と
い
う
敷
地
の

や
や
南
東
よ
り
に
立
つ
研
究
館
一
階
の
会
議
室
と
い
う
所
に
居
ま
す
。
し
か
し
、

あ
と
二
時
間
も
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
に
、
違
っ
た
空
間
に
存
在
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
こ
れ
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
知
識
に
基
づ
く

も
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
宗
教
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
で

い
え
ば
、
こ
の
地
上
（
閻
浮
提
）
に
人
界
、
畜
生
界
、
餓
鬼
界
が
存
在
し
、
天

に
は
天
上
界
が
あ
る
。
天
上
界
は
一
番
上
か
ら
無
色
界
天
、
色
界
天
、
三
三
天

な
ど
が
あ
り
、
そ
の
下
に
我
わ
れ
に
馴
染
み
深
い
兜
率
天
と
か
忉
利
天
が
含
ま

れ
る
欲
天
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
地
下
に
は
地
獄
界
、
す
な
わ
ち
等
活
、
黒
縄
、

叫
喚
、
大
焦
熱
、
な
ど
と
下
っ
て
い
き
、
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
無
間
地
獄
が
存

- 12 - 

 

で、千四百基程度は建てられているということです4。 

 

 

二 上座仏教の世界観 

 

 ではこのような現象は、如何なる考え方によって生み出されるのでしょうか。これから

お話しするのは、現在ミャンマーといわれる土地で、ビルマ人仏教徒を自認する人たちの

宗教実践や徳目とされているものを素材にしたお話になりますが、基本的に上座仏教とい

われるものの世界観に根差すものに他なりません。 

 

空間と時間の接点 

まずは根本的なところから。私たちは自分の存在をどのような座標軸で考えているので

しょうか。少々おおざっぱな言い方になりますが、自分が空間と時間の接点に存在してい

るということについては、誰しも異論はないでしょう。空間についていえば、現在、私た

ちは宇宙の中に存在する地球という星の表面にある日本という国の真ん中あたり、愛知県

の豊橋市町畑町にある愛知大学という敷地のやや南東よりに立つ研究館一階の会議室とい

う所に居ます。しかし、あと二時間もすれば、それぞればらばらに空間に存在することに

なります。 

 ただこれは、近代になってからの、いわゆる科学的知識に基づくもので、それまでは宗

教によって多少の違いはありますが、仏教でいえば、この地上（閻浮提）に人界、畜生界、

餓鬼界が存在し、天には天上界がある。天上界は一番上から無色界天、色界天、三三天な

どがあり、その下に我われに馴染み深い兜率天とか忉利天がある欲天があります。また地

下には地獄界、すなわち等活、黒縄、叫喚、大焦熱、などと下っていき、最も深いところ

に無間地獄が存在します。生きとし生けるものは、ひとつの生を終えるごとに、この中を

上がったり下がったりしていると考えられています。ただ、地獄に落ちたら、もう這い上

がれないようですが。 

 

そして時間ですが、これは二つの流れの中に自分を位置付けていると思います。現在は

二つですが、前近代は一つであったに違いありません。二つの流れの一つは、たとえば「現

代に暮らす私たち」というように、原始時代、石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、

平安時代、鎌倉時代などという流れの中で、明治時代になって国民国家ができ、大戦を経

て、現在の社会が出来上がり、その中で生きていると考えます。図 18 のように、左から右

に一直線に時間は流れ、その右端に、我われは存在しているわけです。縄文時代や江戸時

 

 

 

 

 

 

図 18 近代歴史学による時間の観念 
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図18　近代歴史学による時間の観念

42



在
し
ま
す
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、一
つ
の
生
を
終
え
る
ご
と
に
、こ
の
中
を
上
が
っ

た
り
下
が
っ
た
り
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
地
獄
に
落
ち
た
ら
、
も
う

這
い
上
が
れ
な
い
よ
う
で
す
が
。

　

そ
し
て
時
間
で
す
が
、
こ
れ
は
二
つ
の
流
れ
の
中
に
自
分
を
位
置
付
け
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
現
在
は
二
つ
で
す
が
、
前
近
代
は
一
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
二
つ
の

流
れ
の
一
つ
は
、
例
え
ば
「
現
代
に
暮
ら
す
私
た
ち
」
と
い
う
よ
う
に
、
原
始
時
代
、
石

器
時
代
、
縄
文
時
代
、
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
、
平
安
時
代
、
鎌
倉
時
代
な
ど
と
い
う
流

れ
の
中
で
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
国
民
国
家
が
で
き
、
大
戦
を
経
て
、
現
在
の
社
会
が
で

き
あ
が
り
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
図
18
の
よ
う
に
、
左
か
ら
右
に
一
直

線
に
時
間
は
流
れ
、
そ
の
右
端
に
、
我
わ
れ
は
存
在
し
て
い
る
訳
で
す
。
縄
文
時
代
や
江

戸
時
代
に
は
エ
ア
コ
ン
や
車
な
ど
は
な
か
っ
た
が
、
今
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
快
適
で
便
利
な
世
の
中
に
な
っ
た
。
し
か
し
環
境
に
負
荷
が
か
か
り
す
ぎ
、

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
思
考
を
め
ぐ
ら
し
ま
す
。「
子
孫
に
き
れ
い
な

地
球
を
残
そ
う
」
と
い
う
思
い
は
、
こ
の
線
を
も
っ
と
右
側
に
進
め
る
も
の
で
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
時
、
私
た
ち
は
い
ま
せ
ん
。
一
九
世
紀
に
で
き
あ
が
っ
た
近
代
歴
史
学
に
基

づ
く
進
歩
史
観
の
な
か
で
自
分
の
存
在
を
考
え
る
と
こ
う
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
、
こ
ち
ら
は
人
類
の
出
現
と
と
も
に
、
具
体
的
に
は
「
死
」
の
観

図19　生と死による時間の流れ
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代にはエアコンや車などはなかったが、今はこのようなものが作られるようになり快適で

便利な世の中になった。しかし環境に負荷がかかりすぎ、これからどうなるだろうかとい

う、思考をめぐらします。「子孫にきれいな地球を残そう」という思いは、この線をもっと

右側に進めるものではありますが、その時、私たちはいません。19 世紀に出来上がった近

代歴史学に基づく進歩史観のなかで自分の存在を考えるとこうなります。 

 

 ところがもう一つ、こちらは人類の出現とともに、具体的には「死」の観念が出来上が

るとともに、できあがった時間軸があります。つまり自分は誕生して何年たっているか、

経験的にみてあとどれくらい生きるか、もうあと何回ぐらい冬をすごし、春を迎えること

になるのか、ひょっとしたら明日かもしれないとか、そういう流れの中に今の自分を位置

付け、また他人をみる。これには確実に二つの区切りがある。生と死です。人それぞれで

すが、生から一八年しかたっていないので、次の区切りまで、平均的にみてあと七〇年ぐ

らいはあるとか、今は生から七〇年たっているので、あと一〇年程度で、この人生は終わ

りを迎えるとか、判断します。もちろん、そう思っていても明日、終わりが来るかもしれ

ない。 

 どの位置に居るかは人によって違いますが、二つの区切りのなかで現在の自分を考える

ことは皆同じです。お母さんの体内に宿り、生を受け、そして死んでいきます。このこと

から逃れられる人はいません。そうすると誰しも、その前、図 18 で示せば（B）を現世と

しますと（A）、そして（C）はどうなっているだろうかと考えてしまいます。（A）について

はどうであったかはあまり考えないにしても、死んでからはどうなるか、つまり（C）につ

いて、気にならない人はいないでしょう。まだ若くて、自分自身はまだ先のことだと思っ

ても、身近な人、かけがえのない人が死ぬと、どうしても考えざるをえない。親や兄弟や、

連れ合い、おじいさん、おばあさんが亡くなると、その人たちはいったいどこに行くのだ

ろうか。（C）のところが説明できないと、愛する者との別れ、そしていつかは訪れる自分

の死になかなか向き合えません。 

  

新手の妖怪・幽霊 

以前といっても前近代ですが、みんな死んだら星になって、われわれをずっと見守って

くれているとか、月に行って、そこで今よりも安楽な暮らしをしているとか、考えていま

した。今、ここで生きながらえて、癌に苦しむよりも、そういう世界に行ったほうがその

人にとっては幸せである。この地上にいるより、安楽な状態になれる、というような説明

を信じることができれば、人の死を受け入れることも、別れの悲しみに折り合いをつける

こともできたわけです。そして自分も、そういうところに行けると確信できれば、心が少

しは楽になります。つまり、死んでから先のところ（C）が説明できていると、別離の悲し

みや死の不安は軽減されるのではないでしょうか。 

 ところが、「科学」というものが発達してくると、月や星の実態が明らかになる。魂は月

に行っていたと思っていたけれども、天体望遠鏡で見たりロケットで飛んで行ったりした

（A） 死生 （B）  死生  （C） 

 

図 19 生と死による時間の流れ 
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念
が
で
き
あ
が
る
と
と
も
に
、
形
成
さ
れ
た
時
間
軸
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
自
分
は
誕
生
し
て
何
年
た
っ
て
い

る
か
、
経
験
的
に
み
て
あ
と
ど
れ
く
ら
い
生
き
る
か
、
も
う
あ
と
何
回
ぐ
ら
い
冬
を
す
ご
し
、
春
を
迎
え
る
こ

と
に
な
る
の
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
明
日
か
も
し
れ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
流
れ
の
中
に
今
の
自
分
を
位
置
付

け
、
ま
た
他
人
を
み
る
。
こ
れ
に
は
確
実
に
二
つ
の
区
切
り
が
あ
る
。
生
と
死
で
す
。
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、

生
か
ら
一
八
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
の
で
、
次
の
区
切
り
ま
で
、
平
均
的
に
み
て
あ
と
七
〇
年
ぐ
ら
い
は
あ
る

と
か
、
今
は
生
か
ら
七
〇
年
た
っ
て
い
る
の
で
、
あ
と
一
〇
年
程
度
で
、
こ
の
人
生
は
終
わ
り
を
迎
え
る
と
か
、

判
断
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
思
っ
て
い
て
も
明
日
、
終
わ
り
が
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　

ど
の
位
置
に
居
る
か
は
人
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
二
つ
の
区
切
り
の
な
か
で
現
在
の
自
分
を
考
え
る
こ
と

は
皆
同
じ
で
す
。
お
母
さ
ん
の
胎
内
に
宿
り
、
生
を
受
け
、
そ
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
逃
れ

ら
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
誰
し
も
、
そ
の
前
、
図
19
で
示
せ
ば
（
Ｂ
）
を
現
世
と
し
ま
す
と
（
Ａ
）、

そ
し
て
（
Ｃ
）
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か

は
あ
ま
り
考
え
な
い
に
し
て
も
、
死
ん
で
か
ら
は
ど
う
な
る
か
、
つ
ま
り
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
、
気
に
な
ら
な
い

人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
だ
若
く
て
、
自
分
自
身
は
ま
だ
先
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
も
、
身
近
な
人
、
か
け
が

え
の
な
い
人
が
死
ぬ
と
、
ど
う
し
て
も
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
親
や
兄
弟
や
、
連
れ
合
い
、
お
じ
い
さ
ん
、
お

ば
あ
さ
ん
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
人
た
ち
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
行
く
の
だ
ろ
う
か
。（
Ｃ
）
の
と
こ
ろ
が
説
明
で

き
な
い
と
、
愛
す
る
者
と
の
別
れ
、
そ
し
て
い
つ
か
は
訪
れ
る
自
分
の
死
に
な
か
な
か
向
き
合
え
ま
せ
ん
。
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新
手
の
妖
怪
・
幽
霊

　

以
前
と
い
っ
て
も
前
近
代
で
す
が
、
み
ん
な
死
ん
だ
ら
星
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
ず
っ
と
見
守
っ
て
く
れ

て
い
る
と
か
、
月
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
今
よ
り
も
安
楽
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
か
、
考
え
て
い
ま
し
た
。
今
、

こ
こ
で
生
き
な
が
ら
え
て
、
癌
に
苦
し
む
よ
り
も
、
そ
う
い
う
世
界
に
行
っ
た
ほ
う
が
そ
の
人
に
と
っ
て
は
幸

せ
で
あ
る
。
こ
の
地
上
に
い
る
よ
り
、
安
楽
な
状
態
に
な
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
人
の
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
、
別
れ
の
悲
し
み
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
た
訳
で
す
。
そ

し
て
自
分
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
け
る
と
確
信
で
き
れ
ば
、
心
が
少
し
は
楽
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
死

ん
で
か
ら
先
の
と
こ
ろ
（
Ｃ
）
が
説
明
で
き
て
い
る
と
、
別
離
の
悲
し
み
や
死
の
不
安
は
軽
減
さ
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、「
科
学
」
と
い
う
も
の
が
発
達
し
て
く
る
と
、月
や
星
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
。
魂
は
月
に
行
っ

て
い
た
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
天
体
望
遠
鏡
で
見
た
り
ロ
ケ
ッ
ト
が
飛
ん
で
行
っ
て
調
べ
て
み
た
り
し
た

ら
岩
石
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
探
査
衛
星
に
よ
っ
て
、
金
星
や
土
星
の
姿
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
こ
う
し
て
死
後

の
世
界
、
つ
ま
り
あ
の
世
に
つ
い
て
の
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
次
々
と
消
さ
れ
て
い
く
。
消
す
の
は
い
い
の
で
す

が
、「
科
学
」
は
、
消
し
た
あ
と
に
何
も
描
か
な
い
。（
Ｃ
）
の
と
こ
ろ
を
空
白
に
し
、
経
験
的
に
証
明
で
き
な

い
部
分
を
説
明
す
る
こ
と
は
「
非
科
学
的
」
と
し
て
、
こ
れ
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
人
間
は
、
だ
れ
で
も
（
Ｃ
）
に
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
行
か
な
く
て
済
む
人
は
、
ひ
と
り
も

い
な
い
の
で
す
。
な
の
に
、
そ
こ
が
ど
ん
な
所
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
、
西
方
浄
土
だ
と
か
、
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補
陀
落
山
だ
と
か
、
神
々
の
住
む
世
界
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
と
視
覚
化
し
実
体
化
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、「
科
学
」

の
力
に
よ
っ
て
、
し
ら
じ
ら
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
行
く
の

か
と
、
極
め
て
不
安
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
死
が
、
恐
れ
や
忌
避
の
対
象
に
な
る
。
し
か
も
そ
こ
が
わ
か

ら
な
い
と
な
る
と
、
こ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
住
み
着
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
餓
鬼
と
は
ま
た
違
っ
た
、
妖

怪
と
か
幽
霊
と
か
が
は
び
こ
っ
て
く
る
訳
で
す
。

　

で
す
か
ら
、「
科
学
」
が
発
達
し
て
い
る
の
に
、
幽
霊
や
妖
怪
が
ま
だ
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
科
学
」

が
発
達
し
て
、（
Ｃ
）
の
と
こ
ろ
を
「
？
（
は
て
な
）」
に
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
妖
怪
や
幽
霊
な
ど
、
訳
の
わ

か
ら
な
い
も
の
が
住
み
着
く
。「
科
学
」
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
死
後
の
世
界
、
生
前
の
世
界
を
打
ち
消
せ

ば
打
ち
消
す
ほ
ど
、
妖
怪
な
ど
が
ま
す
ま
す
跋
扈
し
、
新
手
の
幽
霊
が
次
々
に
生
み
出
さ
れ
ま
す
。「
科
学
」
が

こ
れ
ほ
ど
発
達
し
て
い
る
の
に
、
ま
だ
幽
霊
や
妖
怪
が
居
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
科
学
」
が
発
達
し
た
の
で
、

新
手
の
モ
ノ
ノ
ケ
が
出
現
す
る
の
で
す
。

来
世
の
た
め
に

　

宗
教
は
、（
Ｃ
）
を
き
ち
ん
と
、論
理
的
に
説
明
し
て
い
ま
し
た
、と
く
に
「
世
界
宗
教
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
。

宗
教
は
そ
の
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
は
（
Ａ
）

の
と
こ
ろ
の
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
に
し
ま
せ
ん
が
、
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
説
明
は
、

精
緻
に
体
系
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
証
拠
を
突
き
つ
け
て
こ
れ
を
論
破
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
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キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
ば
、
死
ん
だ
ら
魂
は
そ
の
ま
ま
肉
体
に
宿
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
休
眠
し
て
い
る
が
、
あ

る
段
階
で
復
活
し
て
、
そ
こ
で
「
あ
な
た
は
天
国
に
」「
お
ま
え
は
地
獄
」
に
と
い
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
し
ま

う
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
に
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
最
終
的
に
は
、
神
の
意
志
に
よ
っ

て
、
永
遠
に
、
福
楽
の
世
界
で
あ
る
天
国
に
行
く
か
、
地
獄
に
落
ち
る
か
が
決
ま
る
の
で
す
。
全
て
が
神
の
思

し
召
し
で
、
現
在
の
不
幸
を
、
主
が
、
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
た
め
に
与
え
た
試
練
、
お
試
し
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
に
耐
え
、「
彼
」
に
愛
さ
れ
る
よ
う
な
生
活
を
し
よ
う
と
い
う
、
ひ
た
む
き
な
心
構
え
が
で

き
あ
が
っ
て
い
く
訳
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
し
て
も
同
様
で
、
死
者
は
ア
ッ
ラ
ー
の
神
に
よ
る
最
後
の
審
判
を
経
て
、
来
世
に
お
い
て
楽

園
に
生
を
受
け
る
か
、
永
遠
に
火
獄
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
か
が
決
ま
る
と
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
ど
ん
な
苦
難

に
直
面
し
て
も
、
ア
ッ
ラ
ー
の
思
し
召
し
に
従
っ
た
生
き
方
を
し
て
い
れ
ば
、
最
終
的
に
救
わ
れ
る
と
信
じ
、

自
暴
自
棄
に
な
ら
ず
、
前
向
き
な
生
き
方
が
で
き
る
の
で
す
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏
教
徒
の
場
合
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
今
は
（
Ｂ
）
の
ど
こ
か
に
居
る
が
、
や
が
て
死

を
通
過
し
て
（
Ｃ
）
に
行
く
。
す
る
と
、（
Ｃ
）
が
現
世
と
な
り
、（
Ｂ
）
は
前
世
と
な
る
。
そ
し
て
（
Ｃ
）
で

の
死
を
迎
え
、
来
世
に
旅
立
つ
と
、
そ
れ
ま
で
の
（
Ｃ
）
は
前
世
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
次
々
に
何
ら
か
の
か

た
ち
で
生
ま
れ
か
わ
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
死
は
、
即
ち
生
。
現
世
で
の
死
は
、
来
世
か
ら
み
れ
ば
生
に
な
る
訳

で
す
。

　

こ
の
死
／
生
を
通
過
す
る
と
き
に
、
現
世
で
獲
得
し
た
も
の
は
全
て
置
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
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分
の
肉
体
、
地
位
、
名
誉
、
蓄
積
し
た
財
、
親
、
兄
弟
、
夫
婦
な
ど
の
親
族
関
係
、
そ
う
い
う
も
の
も
全
て
（
Ｂ
）

に
置
い
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
次
の
生
を
決
定
す
る
は
、
こ
れ
ま
で
為
し
て
き
た
功
徳
と
悪
徳
の
バ
ラ
ン
ス

で
す
。
功
徳
ば
か
り
を
し
て
き
た
と
確
信
で
き
れ
ば
、
現
在
よ
り
苦
の
少
な
い
所
に
、
も
し
く
は
状
態
で
転
生

で
き
る
。
来
世
で
は
こ
の
よ
う
な
苦
労
は
し
た
く
な
い
、
と
思
え
ば
、
功
徳
を
た
く
さ
ん
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
逆
に
、
悪
徳
が
多
い
と
な
る
と
、
来
世
は
牛
や
馬
に
な
っ
て
し
ま
う
。
下
手
す
る
と
、
汚
物
の
中
で
生

き
る
虫
け
ら
と
か
、
さ
ら
に
は
餓
鬼
と
な
っ
た
り
、
地
獄
の
責
め
苦
を
受
け
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
り
す
る
。

つ
ま
り
功
徳
－
悪
徳
＝
業
と
い
う
等
式
が
成
り
立
ち
、
死
に
際
し
て
、
こ
の
差
に
つ
い
て
の
個
人
の
意
識
が
、

来
世
の
存
在
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
方
を
し
ま
す
［N

ash	1965:106

］。

解
脱

　

こ
の
業
に
よ
っ
て
来
世
は
決
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
来
世
と
思
っ
て

い
た
段
階
に
入
る
と
そ
こ
が
現
世
と
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
現
世
は
前
世
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
そ
の
現

世
が
死
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
世
と
な
る
と
い
う
具
合
に
、
結
局
、
こ
れ
は
円
環
を
描
い
て
い
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。
図
20
の
よ
う
に
円
を
死
／
生
の
境
界
で
三
等
分
し
、
右
回
り
で
み
る
と
、（
Ａ
）
が
現
世
で

あ
る
と
す
れ
ば
、（
Ｂ
）
が
来
世
、（
Ｃ
）
が
前
世
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
死
／
生
を
経
て
、（
Ｂ
）
の
部
分
に

転
生
す
る
と
、
今
度
は
（
Ａ
）
が
前
世
、（
Ｃ
）
が
来
世
と
呼
ば
れ
、（
Ｃ
）
に
移
れ
ば
、（
Ａ
）
が
来
世
、（
Ｂ
）

が
前
世
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
死
と
生
を
繰
り
返
し
、
こ
の
輪
の
中
を
グ
ル
グ
ル
と
回
っ
て
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い
る
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
円
環
は
、
横
か
ら
み
る
と
螺
旋
状
を
し
て
お
り
、
そ
の
人
の
お
こ
な
い
に
よ
っ
て
、
天
の
ほ
う

に
昇
っ
て
い
っ
た
り
、
地
に
下
っ
て
い
っ
た
り
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、（
Ａ
）
で
は
、
こ

の
地
上
に
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
や
虫
や
人
間
の
か
た
ち
を
し
て
生
ま
れ
た
が
、
功
徳
を
た
く
さ
ん
為
し
た
結
果
、

（
Ｂ
）
で
は
香
り
の
よ
い
樹
木
に
囲
ま
れ
立
派
な
建
物
が
そ
び
え
る
忉
利
天
に
転
生
し
た
。
と
こ
ろ
が
（
Ｃ
）
で

地
上
に
降
り
て
き
て
、
殺
生
・
偸
盗
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
次
の
（
Ａ
）
で
は
、
熱
し
た
鉄
の
縄
で
縛
ら
れ
、

焼
け
た
鉄
の
斧
で
切
り
裂
か
れ
る
黒
縄
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
訳
で
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
輪
の
な
か
に
い
る
限
り
は
、
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
で
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
苦
と
い
う
も
の
か
ら
離
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。
た
と
え
王
侯
貴
族
の
子
と
し
て
、
あ
る
い
は
天
界
に

生
ま
れ
て
も
、
生
ま
れ
る
と
き
の
苦
し
み
は
避
け
よ
う
も
な
く
、

理
想
の
親
兄
弟
や
連
れ
合
い
に
め
ぐ
り
逢
え
、「
本
当
に
、
幸
せ

だ
」
と
思
っ
て
も
必
ず
別
れ
が
き
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば
、
満

腹
感
は
数
時
間
も
続
か
な
い
。
す
ぐ
に
空
腹
の
苦
し
み
が
襲
っ

て
く
る
よ
う
に
、
何
せ
欲
望
が
満
た
さ
れ
、
福
楽
を
感
じ
て
も
、

そ
れ
は
一
瞬
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
病
気
も
す
れ
ば
老
い
も
あ

（Ｃ）

（Ｂ）
（Ａ）

生

生

生
死

死

死

図20　輪廻
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り
、
た
と
え
天
界
に
あ
っ
た
と
し
て
も
最
後
に
は
死
と
い
う
苦
が
控
え
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
苦
か
ら
解
放
さ

れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
円
環
か
ら
外
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
永
遠
の
福
楽
の
、
全
く
苦
の
な
い
世
界
に
入
る
、

そ
う
し
た
境
地
、
つ
ま
り
「
涅
槃
」
に
達
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
輪
廻
を
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
ど
う
し
た
ら
、
脱
出
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
功
徳
を
限
り
な
く
大
き
く
す
る
以
外
に
方
法

は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
例
が
あ
り
ま
す
。
仏
陀
で
す
。
修
行
を
積
み
、
い
ろ
い
ろ
な
善
行
や
布
施
を
よ
く
し
、
徳

を
次
々
に
増
や
し
、
こ
れ
を
限
り
な
く
大
き
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
こ
の
円
環
か
ら
離
脱
し
ま
し

た
。「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
に
は
そ
の
こ
と
が
、
諸
種
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
最
直
近
の
前
世
で
は
、
ヴ
ェ
ッ
サ
ン
タ
ラ

太
子
と
し
て
生
ま
れ
、
自
分
の
持
ち
物
は
お
ろ
か
、
子
供
や
妻
、
自
分
の
目
さ
え
も
バ
ラ
モ
ン
に
寄
進
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
功
徳
を
為
す
こ
と
に
は
げ
み
ま
す
。
そ
し
て
、
兜
率
天
に
転
生
し
、
こ
こ
で
天
寿
を
ま
っ
と
う

し
た
の
ち
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
城
の
太
子
と
し
て
生
ま
れ
、
修
行
を
し
て
悟
り
を
ひ
ら
き
、
こ
の
円
環
か
ら

離
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

輪
廻
を
断
ち
切
っ
て
、
も
は
や
ど
こ
に
も
再
生
し
な
い
、
永
遠
の
福
楽
の
世
界
に
入
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。

苦
と
と
も
に
あ
る
輪
廻
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
そ
れ
が
「
解
脱
」
で
、
こ
れ
を
果
た
し
た
釈
尊
が
、
そ
こ
に
至
る

た
め
に
自
ら
に
課
し
た
実
践
や
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
を
書
き
記
し
た
も
の
が
「
経
典
」
で
、
こ

れ
は
円
環
か
ら
外
れ
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
仏
教
の
世
界
観
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
時
間
と
空
間
が
す
き
ま
な
く

き
ち
ん
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
幽
霊
や
妖
怪
が
存
在

50



す
る
場
所
が
な
い
訳
で
す
。
餓
鬼
と
な
っ
て
出
て
く
る
と
い
う
話
は
あ
り
ま
す
が
、
行
き
先
が
決
ま
ら
な
い
も

の
が
さ
ま
よ
い
、
ど
こ
か
に
住
み
着
き
、
ま
た
な
ぜ
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
現
世
の
人

間
を
脅
か
す
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
、
上
座
仏
教
的
考
え
方
で
は
論
理
的
に
説
明
で
き
ま
せ
ん
。

　
祖
先
崇
拝
の
な
い
世
界

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏
教
徒
か
ら
聞
い
た
笑
い
話
の
中
に
、
日
本
で
は
、
と
て
も
成
立
し
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
お
父
さ
ん
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
家
族
は
ど
う
し
て
も
、
も
う
一
度
父
親
に
会
い

た
い
と
思
い
、
祈
祷
師
の
と
こ
ろ
に
行
き
、「
お
父
さ
ん
は
、
今
ど
こ
に
居
る
の
か
」
と
尋
ね
ま
す
。
そ
う
す
る

と
「
お
父
さ
ん
は
何
々
県
何
々
郡
何
々
村
の
何
と
か
い
う
人
の
飼
っ
て
い
る
ブ
タ
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
」
と
い

う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
家
族
が
会
い
に
行
く
訳
で
す
。

　

確
か
に
何
々
県
何
々
郡
何
々
村
に
そ
の
人
は
住
ん
で
お
り
、
ブ
タ
を
何
頭
か
飼
っ
て
い
ま
し
た
。
事
情
を
話

す
と
、お
父
さ
ん
が
死
ん
だ
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
ブ
タ
が
い
る
と
い
う
。
案
内
し
て
も
ら
い
、小
屋
の
方
に
行
く
と
、

一
頭
の
ブ
タ
が
走
り
寄
っ
て
き
た
。
家
族
の
ほ
う
も
、
こ
の
ブ
タ
に
は
何
か
お
父
さ
ん
の
面
影
が
あ
る
よ
う
に

思
い
、「
あ
あ
お
父
さ
ん
」
と
い
う
訳
で
す
。「
非
常
に
懐
か
し
か
っ
た
」。「
ブ
タ
の
ほ
う
も
目
が
潤
ん
で
い
た
」。

帰
る
と
き
に
、「
じ
ゃ
あ
ま
た
ね
と
い
っ
た
ら
、
ブ
タ
は
振
り
返
り
『
ブ
ー
』
と
応
え
て
く
れ
た
」。
と
て
も
日

本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
で
き
あ
が
ら
な
い
話
で
す
が
、
仏
教
的
世
界
観
の
な
か
で
は
、
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か

の
問
題
で
す
。
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こ
う
い
う
訳
で
す
か
ら
、「
遺
骨
」
と
い
う
観
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
土
地

で
は
、戦
時
中
一
九
万
人
の
日
本
人
が
死
ん
で
い
ま
す
。
戦
後
、戦
友
や
ご
遺
族
が
中
心
と
な
り
、厚
生
省
（
現
：

厚
生
労
働
省
）
援
護
局
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
援
助
の
も
と
、
戦
没
者
の
遺
骨
を
収
集
す
る
と
い
う
事
業
が
何

回
か
あ
り
ま
し
た
。
魂
を
故
郷
に
連
れ
て
帰
る
、
と
い
う
趣
旨
で
す
。
し
か
し
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏
教
徒
に
は
、

そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
抜
け
殻
を
拾
い
に
く
る
の
か
と
。
そ
の
人
は
と
っ
く
の
昔
ど
こ
か
に
再
生

し
て
、
別
の
歩
み
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
遺
骨
は
単
な
る
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
の
集
合
体
に
す
ぎ
な
い
の
に
。

　

た
し
か
に
あ
の
人
た
ち
も
人
が
死
ぬ
と
、
遺
体
を
墓
地
に
埋
葬
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
腐
敗
し
、
ウ
ジ
が
湧
い
た
り
し
て
非
衛
生
的
だ
か
ら
と
い
う
の
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
で
す
。
死
体
を
埋
葬

す
る
場
所
は
村
の
外
に
あ
り
ま
す
が
、
一
度
埋
め
て
し
ま
え
ば
ほ
と
ん
ど
顧
み
ま
せ
ん
。
草
が
生
い
茂
っ
た
り
、

墓
の
構
造
が
崩
れ
、
中
の
骨
が
見
え
た
り
し
て
い
よ
う
が
お
構
い
な
し
。
と
う
ぜ
ん
日
本
で
見
ら
れ
る
年
忌
法

要
な
ど
も
あ
り
ま
せ
ん
。
祥
月
命
日
だ
と
か
、
お
盆
、
正
月
な
ど
に
お
墓
に
出
掛
け
て
行
き
、
掃
除
を
し
た
り
、

そ
こ
か
ら
先
祖
の
霊
を
家
に
連
れ
て
き
て
、
今
度
は
送
り
火
を
た
い
て
帰
し
た
り
、
と
い
う
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。

お
寺
に
墓
地
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
お
坊
さ
ん
が
、
法
事
を
リ
マ
イ
ン
ド
す
る
よ
う
な
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
「
祖
霊
（
先
）
崇
拝
」
と
い
う
も
の
が
な
い
か
ら
で
す
。
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
自
分
が

こ
う
し
て
存
在
し
て
い
る
の
は
、
ま
た
来
世
を
決
定
し
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
と
、
前
世
や
現
世
に
お
け
る

そ
の
人
の
お
こ
な
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
身
に
起
こ
る
こ
と
は
、
全
て
自
分
が
種
を
ま
い
た
の
だ
と
い

う
考
え
方
で
す
。
誰
か
の
行
為
に
よ
っ
て
現
在
の
自
分
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
の
お
わ
り
か
ら
明
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治
に
か
け
て
、
三
遊
亭
円
朝
と
い
う
、
怪
談
噺
の
傑
作
を
書
い
た
人
が
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
「
親
の
因
果
が

子
に
祟
り
」
と
い
う
、
ゾ
ッ
ト
す
る
言
い
回
し
が
出
て
き
ま
す
が
、
上
座
仏
教
で
は
そ
う
い
う
思
考
は
め
ぐ
ら

せ
ま
せ
ん
。
親
の
因
果
は
親
に
「
祟
り
」、
子
の
因
果
は
子
に
「
祟
る
」。

　

た
ま
た
ま
、
現
世
で
こ
の
親
の
も
と
に
生
ま
れ
、
家
族
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
兄
弟
親
戚
に
し
て
も
、
今
こ

の
世
で
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
た
だ
け
で
、
こ
の
段
階
で
恩
は
受
け
ま
す
が
、
そ
の
前
の
祖
父
母
、

曾
祖
父
母
と
か
、
そ
の
前
の
祖
先
が
自
分
の
現
在
を
決
定
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
し
ま
せ
ん
。
何
ら

か
の
恩
義
を
過
去
に
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
現
在
他
人
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
に

対
し
て
も
い
え
る
こ
と
で
す
。
系
図
を
作
っ
て
祖
先
と
し
て
こ
れ
を
認
定
し
、
排
他
的
に
こ
の
人
た
ち
を
特
別

視
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
何
々
家
の
墓
が
な
い
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
こ
う
し

た
墓
は
、
祖
霊
崇
拝
や
「
家
」
制
度
と
密
接
に
結
び
付
い
た
考
え
方
に
発
し
て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
が
「
普
通
」
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
家
」
の
観
念
が
な
い
の
で
、
名
前
に
、
イ
ト
ウ
と
か
、
ヤ
マ
グ
チ
と
か
、
日
本
で
も
明
治
時
代
に
な
っ
て
、

庶
民
も
明
示
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
「
姓
」
が
あ
り
ま
せ
ん
。
通
常
ビ
ル
マ
人
の
名
前
は
、
二
～
三
音
節
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
ス
と
か
キ
ン
・
チ
ー
と
か
ア
ウ
ン
・
サ
ン
と
か
。
名
前
に
は
め
で
た
い
も
の
、
貴
重
な

も
の
と
か
美
し
い
も
の
を
示
す
語
が
用
い
ら
れ
ま
す
の
で
、
同
じ
名
前
の
人
に
よ
く
出
合
い
ま
す
。
最
近
で

は
、
こ
れ
で
は
具
合
が
悪
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
四
～
五
音
節
（
例
え
ば
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
・

チ
ー
）
と
い
う
長
い
名
前
の
人
に
お
目
に
か
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
で
も
、
そ
の
一
部
が
同
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一
家
系
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
結
婚
す
る
と
名
前
が
変
わ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
、
夫
婦
別
姓
の
議
論
な
ど
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
点
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
苦
し
む
日
本
女
性
に
と
っ
て
、「
先
進
的
」
な
都
合
の
い
い
考
え
方
で
す
。

あ
る
女
性
の
話
で
す
が
、
絶
対
に
姑
と
は
同
じ
空
間
に
は
入
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
墓
の
な
か
に
仕
切

り
を
設
け
た
い
と
い
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
え
ば
、
家
制
度
が
あ
り
、
そ
し
て
先
に
述

べ
ま
し
た
よ
う
に
、
骨
の
中
に
ま
だ
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

前
世
の
因
縁

　

で
も
、
そ
の
魂
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
柳
田
國
男
な
ど
は
、
そ
れ
が
何
十
年
か
経
つ
と
先

祖
霊
と
な
っ
て
全
て
が
一
体
化
し
、
つ
い
に
は
山
の
神
に
な
っ
て
、
共
同
体
を
守
る
存
在
に
な
る
と
い
う
よ
う

な
、
非
常
に
無
理
な
考
え
方
を
す
る
訳
で
す
。
釈
尊
は
、
そ
う
し
た
単
線
的
な
、
い
つ
の
ま
に
か
う
や
む
や
に

な
る
よ
う
な
、
究
極
的
に
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
説
明
で
は
な
く
、
よ
り
現
実
的
明
示
的
に
、
自
業

自
得
の
理
を
解
き
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
結
局
、
こ
れ
で
何
を
説
明
す
る
か
と
い
う
と
、
心
に
平
安
を
、
社
会
に
安
定
を

も
た
ら
す
生
き
方
で
あ
り
ま
す
。「
人
間
は
生
ま
れ
た
と
き
は
、み
ん
な
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
る
」

と
よ
く
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
嘘
だ
と
い
う
こ
と
は
み
ん
な
知
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
に
生
ま
れ
た
の
か
、

誰
の
も
と
に
生
ま
れ
た
の
か
に
よ
っ
て
、人
生
は
半
分
ぐ
ら
い
決
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
教
師
は
、「
み
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ん
な
、
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
な
た
方
の
努
力
次
第
で
、
人
生
は
ど
う
に
で
も
な
る

の
で
す
よ
」
と
い
う
の
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
。
人
生
経
験
の
浅
い
若
い
人
で
も
、
生
ま
れ

た
時
に
す
で
に
差
が
つ
い
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、「
な
ぜ
、
私
は
こ
の
親
の
も
と
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
生
ま
れ
た
の
か
」
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

隣
の
子
は
、
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
優
し
く
、
裕
福
で
、
子
ど
も
の
考
え
方
に
理
解
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

う
ち
の
親
は
飲
ん
だ
く
れ
で
、
母
親
に
暴
力
を
振
る
う
し
、
お
金
は
い
つ
も
な
い
。
だ
か
ら
、
中
学
を
卒
業
し

た
ら
働
か
な
い
と
い
け
な
い
。
格
差
社
会
の
底
辺
に
沈
み
、
社
会
か
ら
も
爪
は
じ
き
に
さ
れ
る
。
ど
ん
な
に
努

力
し
て
も
這
い
上
が
れ
な
い
。
と
も
す
れ
ば
な
げ
や
り
な
生
活
を
送
っ
て
し
ま
う
。

　
「
な
ぜ
自
分
は
こ
う
い
う
目
に
遭
う
の
か
」
と
い
う
と
き
に
、
仏
教
で
は
、「
そ
れ
は
あ
な
た
が
撒
い
た
種
な

の
だ
」
と
説
明
す
る
訳
で
す
。
周
り
が
悪
い
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
あ
な
た
が
作
っ
た
業
で
そ
う
な
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
自
分
で
そ
れ
を
引
き
受
け
な
い
と
来
世
も
浮
か
ば
れ
ま
せ
ん
よ
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
こ
こ
で
「
き
ち
ん
と
し
た
生
活
」
を
し
な
け
れ
ば
駄
目
で
す
、
と
な
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
な
い
と
、

親
が
悪
い
か
ら
、
社
会
が
悪
い
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
社
会
構
造

の
問
題
と
し
て
理
解
し
た
場
合
で
も
、
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
ど
こ
に
生
ま
れ
る
か
、
誰
の

も
と
に
生
ま
れ
る
か
で
一
生
は
異
な
る
」、
こ
の
こ
と
ほ
ど
人
間
に
は
前
世
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
が
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
（
バ
ラ
モ
ン
）
的
な
考
え
方
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
教
え
と
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は
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
全
知
全
能
の
神
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
一
生

や
生
き
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
、
決
め
て
く
れ
て
い
る
。
あ
る
場
合
に
は
、
神
が
手
を
差
し
の
べ
て
救
っ

て
く
れ
る
。
い
ま
逆
境
に
あ
っ
て
、苦
し
み
の
ど
ん
底
に
あ
る
の
は
、神
が
自
分
を
お
試
し
に
な
っ
て
い
る
の
だ
、

だ
か
ら
こ
れ
に
耐
え
れ
ば
、
天
国
に
再
生
で
き
る
、
と
い
う
確
信
を
い
だ
く
。
そ
し
て
、
神
に
認
め
ら
れ
る
方

法
は
、
神
父
や
牧
師
や
ウ
ラ
マ
ー
が
教
え
て
く
れ
る
、
と
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
仏
様
を
か
た
ど
っ
た
像
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
ま
た
仏
舎
利
を
祀
っ
た
仏
塔
を
つ
く
っ
て
拝
ん
だ
り

し
て
い
る
の
は
何
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
明
日
試
験
が
あ
る
か
ら
、
ど
う
か
私
に
お
力
を
」
と
祈
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
釈
尊
に
向
き
合
い
、
そ
の
善
行
を
偲
び
、
あ

の
よ
う
な
お
こ
な
い
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
様
は
現
世
の
苦
し
み
か
ら
解
き
放
さ
れ
て
、
涅
槃
の
境
地
に

入
ら
れ
た
、
解
脱
さ
れ
た
、
と
い
う
理
解
の
も
と
、
そ
れ
に
自
分
の
お
こ
な
い
を
照
ら
し
て
、
自
省
し
て
い
る

の
で
す
。
そ
れ
は
釈
尊
の
教
え
を
介
し
て
自
分
自
身
と
対
話
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
決
し

て
「
す
み
ま
せ
ん
お
賽
銭
は
こ
れ
だ
け
で
す
が
、宝
く
じ
が
当
た
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
訳
で
は
な
い
の
で
す
。

釈
尊
は
神
で
は
な
く
、
偉
大
な
る
教
師
な
の
で
す
か
ら
。

　

超
自
然
的
な
存
在
に
す
が
り
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
窮
状
を
救
っ
て
も
ら
う
、
苦
し
み
か
ら
解
放
し
て
も
ら
お

う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
座
仏
教
徒
の
祈
り
は
、
自
分
の
お
こ
な
い
を
反
省
し
て
、「
五
戒
の
う
ち
、

今
日
は
こ
れ
と
こ
れ
は
守
れ
た
が
、
こ
れ
と
こ
れ
は
守
れ
な
か
っ
た
、
明
日
は
き
ち
ん
と
し
た
生
活
を
し
よ
う
」

と
か
、「
自
分
の
強
欲
を
、
明
日
は
出
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
瞑
想
し
な
が
ら
仏
様
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に
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肝
に
銘
じ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
祈
り
の
姿
だ
と
思
い
ま
す
。
全
知
全
能

の
神
に
、
何
か
を
救
っ
て
も
ら
い
た
い
と
頼
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
他
の
宗
教
と
、
根

本
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

三　

実
践�
―�
功
徳
を
為
す

　

で
は
、「
き
ち
ん
と
し
た
生
活
」
を
す
る
に
は
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
付
け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。
苦
か
ら
最
終
的
に
解
放
さ
れ
る
道
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

業
に
よ
っ
て
来
世
の
存
在
が
決
定
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
現
世
に
お
い
て
功
徳
を
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
為
し

た
い
と
、
誰
し
も
思
う
で
し
ょ
う
。
金
銭
も
、
名
声
も
、
周
辺
の
後
ろ
盾
も
、
来
世
の
存
在
を
変
え
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
現
世
で
は
、
最
終
的
に
功
徳
を
為
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
大
き

く
し
て
、
来
世
に
望
み
を
つ
な
ぐ
の
で
す
。

　

た
だ
こ
れ
は
、
死
ん
だ
後
の
た
め
だ
け
い
う
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
因
果
応
報
と
い
う
考
え
方
は
、
明
日
、

こ
れ
か
ら
先
と
い
う
、
現
世
で
の
近
い
将
来
も
射
程
に
含
み
ま
す
。
今
、
困
っ
た
こ
と
が
起
き
た
の
は
、
大
変

な
目
に
遭
っ
て
い
る
の
は
、
あ
の
日
あ
の
時
の
所
業
に
因
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
生
死
の
区
切
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
身
近
な
と
こ
ろ
で
起
こ
る
因
果
応
報
の
理
を
考
え
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て
、
自
分
の
行
動
を
考
え
て
し
ま
う
。「
あ
の
時
あ
ん
な
こ
と
を
や
っ
た
か
ら
、
こ
う
い
う
罰
が
当
た
っ
た
の
だ
」

と
つ
い
。
心
の
な
か
に
あ
る
疚
し
さ
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
が
。

五
戒
の
遵
守
と
寄
進

　

そ
こ
で
、
功
徳
を
為
す
た
め
に
は
、
ま
ず
「
五
戒
を
守
り
な
さ
い
」
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
五
戒
と
は
、
日
常

生
活
の
な
か
で
、殺
生
を
し
な
い
（
不
殺
生
）、人
の
も
の
を
盗
ま
な
い
（
不
偸
盗
）、不
倫
を
し
な
い
（
不
邪
婬
）、

嘘
を
つ
か
な
い
（
不
妄
語
）、
酒
を
飲
ま
な
い
（
不
飲
酒
）、
と
い
う
こ
れ
ら
五
つ
の
規
範
を
さ
し
ま
す
。
私
有

財
産
制
や
家
父
長
制
を
基
本
と
し
た
社
会
に
お
け
る
、
秩
序
維
持
の
た
め
の
基
本
的
な
決
ま
り
事
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
を
全
て
、
完
全
に
守
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
特
に
不
殺
生
や
不
飲
酒
は
。

　

酒
を
飲
む
と
理
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
効
か
ず
、
あ
ら
ぬ
事
を
口
走
っ
た
り
、
お
こ
な
っ
た
り
し
ま
す
。
酒

を
飲
む
前
は
、
絶
対
に
車
の
運
転
な
ど
し
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
酒
が
入
る
と
そ
の
誓
い
は
ど
こ
か
に
い
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
飲
酒
運
転
は
、
酒
を
飲
む
こ
と
を
許
し
て
い
る
限
り
は
な
く
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
正
気
の

と
き
に
は
し
な
い
と
思
っ
て
も
、
酒
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
御
破
算
に
な
る
。
酒
は
人
を
狂
わ
す
、
故

に
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
な
る
の
で
す
が
。
と
も
あ
れ
こ
の
五
戒
を
守
れ
ば
、
自
分
の
心
を
平
安
に
保
つ
こ
と

が
で
き
、
悪
因
悪
果
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
、
悪
徳
を
為
し
た
と
い
う
思
い
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、功
徳
を
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
積
み
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、そ
れ
は
「
寄
進
」、つ
ま
り
「
施

し
」
を
お
こ
な
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
、（
1
）
仏
塔
や
窟
院
の
建
立
、（
2
）
得
度
式
を
主
宰
す
る
、（
3
）
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僧
院
建
立
、（
4
）
僧
院
へ
の
井
戸
ま
た
は
鐘
の
寄
進
、（
5
）
僧
へ
の
食
事
の
寄
進
、（
6
）
僧
へ
の
布
施
、

（
7
）
俗
人
に
対
し
て
物
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
農
村
調
査
を
や
っ

た
ナ
ッ
シ
ュ
と
い
う
人
の
観
察
に
よ
れ
ば
［N

ash	1965:116

］、（
1
）
が
も
っ
と
も
多
く
の
徳
が
「
獲
得
で
き
」、

（
2
）（
3
）
と
な
る
に
つ
れ
、
そ
の
量
は
少
な
く
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
（
1
）
は
一
度
に
多
く
の
功
徳
を
為
す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
莫
大
な
お
金
が
必
要
で
す
。
あ
る
場
合
に
は
、

私
財
を
な
げ
う
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
王
国
時
代
、
こ
れ
が
で
き
た
人
は
、
仏
塔
施
主
（
男
性
で
あ
れ
ば

パ
ヤ
ー
・
ダ
ガ
ー
、
女
性
で
あ
れ
ば
パ
ヤ
ー
・
ダ
ガ
マ
）
の
何
々
さ
ん
と
い
う
よ
う
に
、
名
前
の
前
に
こ
の
よ

う
な
称
号
を
付
け
て
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
高
い
徳
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
大
金
を

は
た
い
て
、
メ
ッ
カ
に
巡
礼
し
た
人
に
、
ハ
ジ
の
称
号
が
贈
ら
れ
る
の
と
、
似
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
仏
教
の

場
合
、
釈
尊
と
身
近
に
向
き
合
え
る
場
を
人
び
と
に
提
供
す
る
訳
で
す
か
ら
、
当
然
で
し
ょ
う
。

　
（
2
）
の
得
度
式
も
、ま
た
お
金
が
か
か
り
ま
す
。
自
分
の
息
子
や
、あ
る
場
合
に
は
近
所
の
子
供
も
い
っ
し
ょ

に
、
短
期
間
で
あ
れ
沙
弥
と
し
て
修
行
さ
せ
る
た
め
に
、
僧
院
に
入
れ
る
儀
式
を
主
宰
す
る
こ
と
が
こ
れ
に
当

た
り
ま
す
。
九
歳
と
か
一
〇
歳
に
な
っ
た
男
子
に
、
一
時
的
で
あ
れ
僧
院
で
修
行
す
る
機
会
を
提
供
し
て
や
る
。

太
子
だ
っ
た
釈
尊
が
、
城
を
出
て
出
家
し
た
こ
と
に
ち
な
み
、
子
供
に
王
子
さ
ま
の
格
好
を
さ
せ
、
賑
々
し
く

王
朝
絵
巻
の
よ
う
な
パ
レ
ー
ド
を
し
て
僧
院
に
行
き
、そ
こ
で
剃
髪
し
、仏
門
に
入
れ
る
。
そ
の
時
人
を
招
い
て
、

盛
大
な
お
ふ
る
ま
い
を
し
ま
す
。
当
然
、
衣
装
代
や
馬
車
の
レ
ン
タ
ル
料
な
ど
も
含
め
莫
大
な
出
費
と
な
り
ま

す
。
豪
華
な
パ
レ
ー
ド
や
供
応
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
多
く
の
功
徳
が
で
き
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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次
に
（
3
）
僧
院
の
建
立
。
こ
れ
は
、
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
お
坊
さ
ん
が
止
住
し
、
修
行
す
る
場
所
の
提

供
で
す
。
普
通
の
家
と
は
違
い
、
建
設
に
は
相
当
な
お
金
が
必
要
で
す
。
そ
れ
か
ら
、（
４
）
僧
院
へ
の
井
戸
や

鐘
の
寄
進
。
こ
の
あ
た
り
に
な
る
と
日
本
で
も
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
（
5
）（
6
）（
7
）
は
、
同
じ
お
金
や

お
ふ
る
ま
い
で
も
、
僧
侶
に
す
る
の
と
俗
人
に
対
す
る
も
の
と
で
は
、
前
者
の
も
の
が
よ
り
多
く
の
功
徳
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
ぶ
ん
現
実
世
界
で
の
物
的
な
見
返
り
が
期
待
で
き
な
い
施
し
の
方
が
、
よ
り
多
く

の
功
徳
に
な
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
仏
教
徒
の
知
り
合
い
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
し
家
の
前
に
、
托
鉢
の
僧
と
哀

れ
な
乞
食
が
立
っ
た
場
合
、
ど
う
す
る
か
。
答
え
は
瞬
時
に
返
っ
て
き
ま
し
た
。
迷
わ
ず
、
お
坊
さ
ん
に
食
事

や
お
金
を
差
し
上
げ
る
と
い
う
の
で
す
。
物
乞
い
は
前
世
の
因
縁
で
そ
う
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
哀
れ
で
は

あ
る
が
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
修
行
に
励
ん
で
い
る
お
坊
さ
ん
に
寄
進
し
た
方
が
、
自
分
の
功
徳
に
な

る
と
い
う
の
で
す
。

三
衣
一
鉢

　

こ
う
し
て
見
て
き
ま
す
と
、
功
徳
を
為
す
と
い
う
行
為
の
最
た
る
も
の
は
、
全
て
仏
教
施
設
や
僧
侶
に
絡
ん

だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
宗
教
施
設
や
お
坊
さ
ん
に
、「
寄
進
」
と
い
う
こ

と
で
金
銭
を
投
入
す
れ
ば
、
功
徳
と
な
る
。
何
だ
か
、
下
心
が
み
え
み
え
。
坊
主
丸
儲
け
で
は
な
い
か
。
私
な

ど
は
さ
も
し
い
ほ
う
で
す
か
ら
、
そ
う
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
こ
れ
は
仏
教
僧
が
仕
組
ん
だ
罠
で
は
な
い
か
」
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と
。

　

と
こ
ろ
が
、
上
座
仏
教
と
い
い
ま
す
か
、
元
来
の
仏
教
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
僧
侶
と

い
う
の
は
、
物
を
所
有
し
て
は
い
け
な
い
。
日
本
で
も
、
お
寺
の
建
物
や
敷
地
は
和
尚
さ
ん
の
も
の
で
は
な
く
、

宗
教
法
人
の
も
の
で
す
。
た
だ
住
職
の
多
く
は
、
こ
れ
と
は
別
に
動
産
や
不
動
産
を
所
有
し
、
結
婚
し
て
家
族

も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。
し
か
し
本
来
は
、「
三
衣
一
鉢
」
と
い
っ
て
、
三
枚
に
分
か
れ
た
袈
裟
と
、
托
鉢
す
る

た
め
の
鉢
だ
け
が
、
彼
ら
の
私
有
財
産
で
す
。

　

袈
裟
は
、
糞
掃
衣
と
称
さ
れ
、
塵
芥
に
ま
み
れ
た
布
切
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
。
鉢
は
、
生
産
活
動
に

従
事
、
つ
ま
り
殺
生
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
在
家
か
ら
斎
飯
を
受
け
る
た
め
の
も
の
で
す
。
あ
と
は
、
衣
を
繕
う

た
め
の
針
と
糸
と
か
、
水
を
飲
む
た
め
の
コ
ッ
プ
や
、
混
じ
っ
た
生
物
を
取
り
除
く
た
め
の
濾
し
器
程
度
で
す
。

そ
れ
以
外
の
物
品
は
、
所
有
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
金
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
原

則
で
、
銀
行
口
座
な
ん
か
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
。

　

従
っ
て
、
功
徳
を
為
す
た
め
に
（
2
）
～
（
6
）
が
お
こ
な
わ
れ
て
も
、
お
坊
さ
ん
が
「
儲
か
る
」
と
い
う

こ
と
は
な
く
、
た
だ
僧
侶
の
修
行
す
る
環
境
が
整
う
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
よ
っ
て
徳
の
高
い
お
坊
さ
ん
が

生
み
出
さ
れ
、
在
家
が
導
か
れ
る
の
で
す
か
ら
、
最
終
的
に
は
誰
の
た
め
か
と
い
え
ば
、
人
び
と
の
た
め
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

通
常
の
贈
与
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
形
に
な
っ
て
返
っ
て
く
る
訳
で
す
が
、
お
坊
さ
ん
は
財
を
有
し

ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
結
局
、
精
神
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
返
礼
が
期
待
さ
れ
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て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
寄
進
や
布
施
は
、
た
だ
物
財
が
消
費
さ
れ
る
だ
け
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
新
た
な
財
を
生
み
出
す
元
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
わ
ら
し
べ
長
者
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。（
1
）
の

仏
塔
や
窟
院
は
、
こ
れ
を
施
主
が
独
占
す
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、

皆
の
た
め
、
い
わ
ば
公
共
の
施
設
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

質
素
な
生
活

　

出
家
す
る
と
二
二
七
の
戒
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
五
戒
プ
ラ
ス
二
二
二
戒
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
頭
を
丸
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
結
婚
し
な
い
、
装
飾
品
を
つ
け
な
い
、
豪
華
な

寝
台
に
寝
な
い
な
ど
、
い
わ
ば
日
常
生
活
を
律
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
物
を
食
べ
る

と
き
に
音
を
立
て
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
も
入
っ
て
い
ま
す
。
何
し
ろ
二
二
七
も
あ
り
ま
す
の
で
、
一
挙
手

一
投
足
に
縛
り
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
が
定
め
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
意
味
が
理
解
で
き
な
く
て
も
、
ま
ず

は
こ
れ
に
従
う
。
そ
う
す
れ
ば
次
第
に
心
が
落
ち
着
き
、
清
浄
に
な
っ
て
、
宗
教
的
覚
醒
に
近
づ
く
。
理
屈
よ

り
、
ま
ず
形
か
ら
は
い
る（

５
）。

自
堕
落
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
が
、
早
起
き
し
規
則
正
し
い
生
活
を
は
じ
め
る

と
、
次
第
に
心
が
落
ち
つ
き
、
澄
み
切
っ
て
い
く
の
と
同
じ
で
す
。「
戒
」
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
守
っ
て
こ

そ
の
比
丘
な
の
で
す
。
比
丘
尼
の
場
合
に
は
、
先
ほ
ど
、
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
い
と
い
い
ま
し
た
が
、「
戒
」

が
三
三
一
も
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
見
て
取
れ
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
本
日
は
、
そ
こ
は
触
れ

ま
せ
ん
。

62



　

繰
り
返
し
ま
す
が
、
こ
の
「
戒
」
に
照
ら
し
て
、
お
坊
さ
ん
の
所
有
物
は
三
衣
一
鉢
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳

で
す
。
午
前
中
の
托
鉢
で
受
け
た
ご
飯
を
、
一
〇
時
半
と
か
一
一
時
ご
ろ
に
食
べ
ま
す
。
そ
し
て
、
一
二
時
を

過
ぎ
た
ら
、
次
の
日
の
午
前
ま
で
い
っ
さ
い
固
形
物
は
口
に
含
ま
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水
や
ジ
ュ
ー

ス
な
ど
の
流
動
物
は
い
い
の
で
す
が
、
固
形
物
は
駄
目
で
す
。
搾
り
た
て
や
つ
ぶ
つ
ぶ
の
ジ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
も
駄
目
。
飲
む
場
合
に
は
、
歯
を
食
い
し
ば
り
、
こ
れ
を
フ
ィ
ル
タ
ー
に
し
て
液
体
の
部
分
だ
け

を
の
ど
に
通
す
。
そ
の
後
、
水
で
口
の
中
を
ゆ
す
ぎ
、
歯
の
間
を
通
ら
な
か
っ
た
搾
り
か
す
や
繊
維
と
と
も
に

吐
き
出
す
、
と
い
う
よ
う
に
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

衣
も
ど
ん
な
に
偉
く
な
ろ
う
と
、
ど
ん
な
儀
式
の
席
で
あ
ろ
う
と
、
糞
掃
衣
で
す
。
偉
く
な
る
と
い
う
の
は

「
法
臘
」と
い
っ
て
、出
家
し
て
何
年
か
に
よ
っ
て
序
列
が
決
ま
る
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。「
緋
の
衣
を
着
た
高
僧
」

な
ど
と
い
う
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
乗
仏
教
は
着
て
い
る
も
の
を
見
れ
ば
、
偉
い
お
坊
さ
ん
か
ど
う
か
が

す
ぐ
に
判
る
よ
う
で
す
が
、
上
座
仏
教
の
世
界
で
は
、
不
可
能
で
す
。
修
業
期
間
の
長
短
が
問
題
に
な
り
ま
す

の
で
、
例
え
ば
、
五
〇
歳
に
な
っ
て
か
ら
出
家
し
、
ま
だ
五
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
比
丘
は
、
二
〇
歳
で
出
家

し
て
一
〇
年
経
っ
て
い
る
僧
侶
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
若
僧
で
す
。
五
五
歳
の
ほ
う
が
、
年
を
取
っ
て
、
人
生
経

験
も
そ
れ
な
り
に
積
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
お
坊
さ
ん
の
世
界
で
は
、
出
家
し
た
期
間
が
短
い
と
い
う
こ
と

で
、
上
下
関
係
が
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

面
白
い
こ
と
に
、
お
坊
さ
ん
同
士
が
出
合
っ
た
と
き
に
は
火
花
が
散
っ
て
、「
こ
い
つ
は
法
臘
何
年
か
」
と
お

互
い
に
探
り
を
い
れ
る
。
外
見
で
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
遂
に
は
「
あ
な
た
は
出
家
し
て
何
年
か
」
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と
ど
ち
ら
か
が
聞
く
。「
俺
は
何
年
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、「
あ
あ
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
私
の
方
が
下
で
、

あ
な
た
の
ほ
う
が
上
だ
」
と
、な
り
ま
す
。
座
っ
て
い
る
位
置
が
パ
ッ
入
れ
替
わ
り
、若
い
客
人
で
あ
ろ
う
と
も
、

長
く
お
坊
さ
ん
を
や
っ
て
い
れ
ば
上
座
に
着
く
こ
と
に
な
り
、
言
葉
遣
い
も
変
わ
り
ま
す
。
私
は
、
お
坊
さ
ん

と
旅
し
て
い
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
よ
く
出
く
わ
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
普
通
の
ホ
テ
ル
、
つ
ま
り

俗
人
が
宿
泊
す
る
よ
う
な
所
な
ど
に
は
、
泊
ま
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
は
、
僧
院
か
在
家
の
家
で
す
。

公
共
事
業

　

何
し
ろ
、
お
坊
さ
ん
は
物
に
囲
ま
れ
た
り
、
財
産
を
蓄
蔵
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
寄
進
で
、「
お

寺
が
ど
ん
ど
ん
太
っ
て
い
く
」
な
ど
と
我
わ
れ
は
い
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
罰
当
た
り
の
こ
と
は
な
い

訳
で
す
。
で
は
、
寄
進
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
、
先
ほ
ど
み
た
バ
ガ
ン
時
代
の
碑
文
で

考
え
て
み
ま
す
。
そ
の
な
か
に
、
宗
教
施
設
を
寄
進
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
だ
け
費
用
が
か
か
っ
た
と
い
う
明

細
を
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
［
伊
東1976

：
三
四
九
～
三
四
五
］。

　

こ
の
寄
進
文
に
は
、
あ
る
大
臣
の
妻
が
一
二
三
六
年
、
窟
院
と
僧
院
を
建
立
す
る
に
つ
い
て
、
支
払
い
に
応

じ
て
そ
の
都
度
、
モ
ル
タ
ル
に
い
く
ら
、
煉
瓦
に
い
く
ら
、
各
種
木
材
に
い
く
ら
、
そ
の
運
搬
費
に
い
く
ら
と

か
、
か
か
っ
た
費
用
が
実
に
こ
ま
ご
ま
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
表
1
）。
全
て
の
碑
文
が
こ
ん
な
に
詳
し
い
か
と

い
え
ば
、
た
だ
総
額
だ
け
の
も
の
、
費
用
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
塔
や

窟
院
を
建
設
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
規
模
に
も
よ
り
ま
す
が
、
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
内
容
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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鍛
冶
屋
と
か
、
彩
色
師
と
か
、
木
彫
師
と

か
、
蜂
蜜
と
か
牛
乳
と
か
ビ
ン
ロ
ウ
の
実

と
か
、
こ
れ
ら
は
お
ふ
る
ま
い
に
使
っ
た

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
人

件
費
も
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
明
細
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
仏

塔
や
窟
院
の
建
立
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で

き
る
者
は
、
当
時
の
支
配
階
級
に
属
す
る

者
、
つ
ま
り
、
国
王
と
か
王
族
、
高
官
な

ど
で
す
が
、
こ
の
人
た
ち
が
私
財
を
は
た

い
て
こ
う
し
た
事
業
を
遂
行
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
ぶ
ん
そ
の
原
資
は
、
住
民
か
ら
収
奪
し
た
税
金
で
あ
っ
た
り
、
支
配
下
に
あ
る
小
国
か

ら
の
貢
納
で
あ
っ
た
り
、
交
易
の
独
占
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
も

の
を
使
っ
て
、
壮
大
な
宗
教
施
設
が
建
設
さ
れ
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
古
代
の
し
か
も
ア
ジ
ア
の
巨
大
建
造
物
と
い
え
ば
、
た
だ
ち
に
、
専
制
君
主
が
住
民
の
強
制
労

働
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
賦
役
に
よ
っ
て
、
や
せ
細
っ
た
住
民
を
鞭
で
か
り
た
て
て
造
り
上
げ
た
に
違
い
な
い

と
想
像
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
近
年
で
は
、
あ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
も
建
設
作
業
員
に
は
給
料
が
支
払
わ
れ
、

表1　寄進明細
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彼
ら
は
病
気
で
休
む
こ
と
も
で
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
住
民
を
奴
隷
と
し
て
扱
っ
た
残
虐
非

道
な
「
ア
ジ
ア
的
専
制
君
主
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
や
歴
史
学
者
が
作
り
上
げ
た
イ

メ
ー
ジ
の
よ
う
で
す
が
、
バ
ガ
ン
王
国
で
も
、
こ
う
し
た
碑
文
の
存
在
か
ら
、
職
人
や
作
業
員
に
賃
金
を
支
払

い
食
事
も
出
し
、
資
材
に
た
い
し
て
も
費
用
が
き
ち
ん
と
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
自
分
が
救
わ
れ
る
た
め
に
お
こ
な
う
宗
教
行
為
が
、
他
人
の
肉
体
を
犠
牲
に
し
た

の
で
は
、
効
果
が
な
い
こ
と
は
誰
し
も
考
え
る
こ
と
で
す
。
一
応
、
税
金
の
か
た
ち
で
、
住
民
が
生
み
出
し
た

余
剰
を
収
奪
す
る
が
、
こ
の
富
を
使
っ
て
、
仏
塔
や
窟
院
を
造
る
。
も
ち
ろ
ん
自
分
の
権
力
を
誇
示
す
る
目
的

も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
施
設
は
自
ら
に
安
寧
を
も
た
ら
す
た
め
の
も
の
で
、
よ
し
ん
ば
こ
う
し
て
得
ら

れ
た
人
望
を
手
段
に
、
ま
た
新
た
な
収
奪
を
試
み
て
も
、
限
度
が
あ
り
ま
す
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
仏
塔
や
窟
院
の
場
合
は
そ
の
維
持
管
理
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
、
寺
院
を
建
立
し
た
と

き
は
、
こ
こ
で
修
行
す
る
僧
侶
の
た
め
に
、
田
畑
や
村
の
寄
進
も
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
こ
か
ら

納
入
さ
れ
て
い
た
税
金
が
、
僧
侶
に
修
行
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
る
の
で
す
。
釈
尊
を
身
近
に
感
じ
る

壮
大
な
施
設
を
建
て
た
り
、そ
の
教
え
を
実
行
す
る
僧
伽
（
比
丘
の
集
団
）
の
繁
栄
を
企
図
し
た
り
す
る
こ
と
は
、

一
般
民
衆
の
た
め
に
も
な
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
大
規
模
な
宗
教
施
設
の
建
設
は
、
公
共
事
業
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
現
在
で
も
、
我
わ
れ
が
納
め

た
税
金
を
使
っ
て
道
路
や
ダ
ム
、
港
湾
施
設
、
ハ
コ
モ
ノ
な
ど
が
造
ら
れ
る
と
、
建
設
業
界
が
潤
い
、
こ
れ
が

い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
波
及
し
ま
す
。
雇
用
が
確
保
さ
れ
、
お
金
が
回
っ
て
経
済
が
活
発
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
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そ
れ
と
全
く
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
レ
ン
ガ
の
生
産
者
、
運
搬
を
請
け
負
う
者
、
農
閑
期
の

農
民
、
職
人
へ
と
富
が
流
れ
、
生
活
が
活
性
化
さ
れ
て
い
く
。

物
欲
か
ら
離
れ
る

　

現
在
で
も
、
仏
塔
が
建
設
さ
れ
る
と
な
る
と
、
莫
大
な
資
金
が
必
要
に
な
る
。
商
売
や
事
業
が
う
ま
く
い
っ

て
お
金
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
人
で
も
、
だ
ん
だ
ん
死
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
来
世
に
は
お
金
を
持
っ
て
い

け
な
い
の
で
、
こ
れ
を
功
徳
に
変
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
仏
塔
や
僧
院
の
建
立
、
お
坊
さ
ん
に
寄
進
を
す

る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
ま
た
私
財
を
放
出
し
、
仏
教
の
繁
栄
に
貢
献
す
れ
ば
、
人
び
と
の
信
頼

を
勝
ち
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
商
売
が
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
て
、
蓄
積
し
た
富
は
、

来
世
に
持
っ
て
い
け
な
い
。

　

先
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
我
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
仏
塔
や
窟
院
を
建
て
、
こ
れ
に
大
金
を
つ

ぎ
込
ん
で
の
維
持
・
管
理
な
ど
、
無
駄
な
こ
と
こ
の
上
も
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
施
設
に
投
資
を
し
て
も
、
お
坊

さ
ん
の
儲
け
に
も
な
ら
な
い
し
、
こ
れ
が
新
た
な
利
潤
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
功
徳
を

為
す
た
め
に
、
獲
得
し
た
富
を
投
資
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
物
質
的
に
で
す
が
、
さ
ら
に
豊
か
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
に
投
資
し
た
が
た
め
に
、
そ
れ
が
価
値
を
生
み
出
し
て
大
き
な
も
の

と
な
っ
て
返
っ
て
く
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
の
で
す
。
い
わ
ば
単
純
再
生
産
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
、
自

分
や
縁
者
の
死
後
に
お
け
る
安
寧
を
願
い
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
寄
進
す
る
（
廻
向
）
と
い
う
こ
と
は
、
物
欲
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を
断
ち
切
る
と
い
う
尊
い
お
こ
な
い
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
訳
で
す
。

四　

来
世
を
介
し
た
格
差
是
正

　

他
人
の
お
金
で
寄
進
を
し
て
も
、
そ
れ
は
功
徳
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
身
銭
を
切
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

苦
の
根
源
で
あ
る
、
欲
を
断
ち
切
る
た
め
の
仕
掛
け
は
、
仏
教
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
他
の
宗
教
や
信
仰
の

世
界
観
の
な
か
に
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
で
の
共
通
性
を
描
き
出
そ
う
と
い
う
の
が
こ
の
講
座
の
趣
旨
で
す
が
、

そ
の
意
味
を
考
え
る
う
え
に
お
い
、こ
う
し
た「
世
界
宗
教
」を
取
り
入
れ
て
い
な
い
、い
わ
ゆ
る「
部
族
共
同
体
」

の
事
例
は
、
そ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
社
会
で
は
、
そ
の
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
な
く
、

特
定
の
個
人
や
家
族
が
成
員
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
巨
額
な
贈
り
物
や
供
応
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

財
産
を
い
っ
き
ょ
に
使
い
果
た
す
と
い
う
、
経
済
的
に
み
れ
ば
単
な
る
浪
費
で
あ
っ
て
、
饗
宴
の
主
体
が
勢

力
を
拡
大
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
、
当
該
共
同
体
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
古
代
ロ
ー
マ
世
界
に
お
け
る
「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
の
よ
う
に
、
そ
の
本
人
の
地
位

は
盤
石
の
も
の
と
な
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
現
世
で
の
損
得
勘
定
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

６
）。
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カ
チ
ン
の
マ
ナ
オ

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
中
央
部
は
多
数
の
仏
教
徒
が
住
ん
で
い
ま
す
が
、
周
辺
の
山
岳
地
帯
に
は
、
こ
れ
と
は
違
っ

た
信
仰
を
有
す
る
人
た
ち
が
住
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
ビ
ル
マ
語
で
カ
チ
ン
と
総
称
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
が
、
主
と
し
て
北
部
地
域
で
、
焼
き
畑
や
水
田
耕
作
、
狩
猟
採
集
に
よ
り
生
活
し
て
い

ま
す
。
植
民
地
期
以
降
は
、
か
な
り
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
が
す
す
み
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
精

霊
信
仰
に
根
差
し
た
生
活
を
お
く
っ
て
い
ま
し
た
。

　

日
常
の
儀
礼
や
、
時
々
の
お
祭
り
も
当
然
こ
う
し
た
信
仰
が
つ
く
り
あ
げ
た
世
界
観
に
基
づ
き
、
山
地
社
会

の
秩
序
維
持
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
も
の
の
な
か
の
一
つ
に
、「
マ
ナ
オ
」
大
祭
が
あ

り
ま
し
た
。
過
去
形
に
し
た
の
は
、
現
在
で
も
州
の
催
し
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
意
味
が

当
時
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
す
。

　

在
来
の
、
と
い
っ
て
も
二
〇
世
紀
後
半
の
観
察
に
よ
る
話（

７
）で

す
が
、
祭
り
の
本
番
は
ド
ゥ
ム
サ
ー
と
い
う
祭

司
に
よ
る
祝
詞
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
踊
り
の
会
場
と
な
る
広
場
の
中
央
に
マ
ナ
オ
の
柱
が
四
本
立

て
ら
れ
、
こ
れ
が
こ
の
祭
り
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
そ
の
う
ち
の
三
本
に
は
大
河
の
流
れ
を
表
し
た
渦
巻
紋
が
、

も
う
一
本
に
は
財
を
表
す
菱
形
の
幾
何
学
模
様
が
描
か
れ
ま
す
（
図
21
）。
柱
は
天
と
地
を
結
ぶ
も
の
で
、
降
臨

し
た
、
世
界
中
の
財
を
司
る
マ
ダ
イ
と
い
う
精
霊
の
依
り
代
に
な
る
と
い
う
。

　

初
日
の
夕
方
、
周
辺
の
村
々
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
く
る
の
に
合
わ
せ
、
ジ
ョ
イ
ワ
ー
（
語
り
部
祭
司
）
に
よ
っ

て
祭
主
が
こ
の
祭
り
を
催
す
次
第
が
語
ら
れ
る
（
図
22
）。
そ
し
て
ジ
ョ
イ
ワ
ー
の
後
に
従
っ
て
、
祭
主
一
族
が
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図21　マナオの柱（吉田敏浩氏撮影）

図22　ジョイワーによる祈願（吉田敏浩氏撮影）
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踊
り
の
場
所
に
入
り
、
こ
れ
を
一
周
す
る
。
そ
の
際
祭

主
の
妻
は
、
財
の
篭
と
み
な
さ
れ
る
、
中
は
空
っ
ぽ

の
竹
篭
を
額
か
ら
背
中
に
つ
る
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

こ
の
篭
に
は
ジ
ョ
イ
ワ
ー
が
唱
え
た
、
白
米
、
サ
ト

イ
モ
な
ど
の
作
物
や
ニ
ワ
ト
リ
や
豚
な
ど
全
て
の
家

畜
、
川
で
採
れ
る
砂
金
な
ど
が
、
こ
の
祭
り
の
結
果

と
し
て
、
入
っ
て
い
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

二
周
目
か
ら
は
同
族
以
外
の
人
も
加
わ
り
、
三
周

し
た
あ
と
は
、
皆
祭
主
の
長
屋
に
は
い
り
、
ジ
ョ
イ

ワ
ー
の
語
り
に
耳
を
か
た
む
け
る
。
こ
の
祭
司
は
、

自
分
の
魂
が
川
や
峠
や
山
に
そ
っ
て
す
す
み
、
天
に

昇
っ
て
マ
ダ
イ
の
御
殿
に
至
り
、
そ
の
一
家
を
誘
っ

て
、
や
っ
て
き
た
道
を
た
ど
り
、
帰
っ
て
く
る
ま
で

の
仔
細
を
語
る
。
マ
ダ
イ
夫
妻
と
娘
息
子
は
財
を
携

え
て
お
り
、
そ
れ
が
到
着
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
参

加
者
は
こ
れ
を
祝
し
て
踊
り
だ
す
そ
う
で
す
。
外
は

も
う
二
日
目
の
昼
に
な
っ
て
お
り
、
水
牛
が
屠
ら
れ
、

図23　踊りのはじまり（吉田敏浩氏撮影）
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マ
ナ
オ
の
踊
り
が
始
ま
る
（
図
23
）。
祭
主
の
一
族
を
先
頭
に
、
男
女
二
列
に
分
か
れ
、
マ
ナ
オ
柱
を
中
心
に
、

銅
鑼
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
左
回
り
に
練
り
歩
き
、
こ
の
カ
ミ
を
讃
え
る
し
ぐ
さ
で
舞
う
。
祭
主
夫
妻
は
一
〇

周
し
て
退
場
す
る
が
、
踊
り
は
続
く
。

　

祭
主
の
家
で
は
、
ジ
ョ
イ
ワ
ー
が
宇
宙
の
生
成
、
天
地
開
闢
か
ら
、
こ
の
家
系
の
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
壮

大
な
物
語
を
、
カ
ミ
棚
に
い
る
マ
ナ
オ
に
聞
か
せ
る
た
め
に
語
り
始
め
る
。
こ
れ
に
は
一
昼
夜
を
要
し
、
三
日

目
に
な
る
と
、
人
び
と
の
踊
り
で
広
場
は
た
い
へ
ん
な
賑
わ
い
と
な
る
（
図
21
）。
こ
の
間
、
参
加
者
に
は
祭
主

の
家
か
ら
、
朝
夕
の
食
事
と
濁
り
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
。
生
贄
の
肉
は
、
そ
の
大
半
が
こ
う
し
て
消
費
さ
れ
て

い
く
。
歌
と
踊
り
に
よ
る
祝
宴
は
最
終
日
ま
で
続
き
、
そ
の
夜
、
豊
穣
の
祈
願
を
終
え
、
全
て
の
精
霊
を
見
送

り
、
祭
主
に
災
厄
を
も
た
ら
す
精
霊
を
追
放
す
る
儀
式
を
最
後
に
、
こ
の
家
が
財
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
、

祭
り
は
終
わ
る
。

　

マ
ナ
オ
の
祭
り
は
、
豊
作
と
子
孫
の
繁
栄
、
無
病
息
災
を
天
の
精
霊
マ
ダ
イ
に
祈
願
し
て
、
四
日
間
続
き
ま

す
。
お
ふ
る
ま
い
の
食
事
や
酒
、
会
場
設
営
な
ど
に
か
か
る
費
用
は
全
て
主
催
す
る
個
人
が
負
担
し
ま
す
。
み

ん
な
で
、
お
金
を
持
ち
寄
っ
て
催
さ
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
マ
ナ
オ
の
主
催
者
は
ン
バ

ン
ボ
ム
・
シ
ン
ワ
ー
と
い
う
人
で
、
氏
族
首
長
の
家
柄
に
属
し
、
二
〇
数
年
前
、
父
親
の
代
に
催
さ
れ
た
も
の

を
、
自
分
も
挙
行
し
た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
以
前
で
あ
れ
ば
氏
族
首
長
と
い
う
地
位
に

よ
り
富
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
当
時
は
そ
う
し
た
制
度
も
廃
止
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
人
は
な
ん
で
も
砂
金
の
採
集
で
か
な
り
財
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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こ
の
村
は
二
八
世
帯
、
一
五
〇
人
程
度
の
集
落
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
祭
り
を
す
る
と
、

数
百
人
の
来
客
が
あ
り
、
水
牛
、
牛
、
ブ
タ
な
ど
が
生
贄
と
さ
れ
、
そ
の
数
は
二
〇
頭
を
越
え
る
。
お
酒
も
ふ

る
ま
わ
れ
ま
す
。
何
度
も
い
い
ま
す
よ
う
に
、
費
用
は
祭
主
個
人
が
全
て
負
担
し
ま
す
。
あ
る
意
味
、
祭
主
の

蓄
え
は
底
を
つ
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
財
の
篭
に
マ
ナ
オ
が
い
ろ
い
ろ
な
財
宝
や
福
楽
を
も
っ
て
き
て
く

れ
る
と
は
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
想
像
上
の
出
来
事
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
現
在
持
っ
て
い
る
富
を
全
て
人
に
分
け

与
え
る
か
た
ち
に
な
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
威
信
が
上
昇
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
経
済
的
に
は
無
一
文
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
、
富
を
放
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
や
家
族
に
さ
ら
な
る
福
楽
が
も
た
ら
さ
れ
る
と

い
う
理
解
が
あ
り
、
こ
れ
が
精
霊
と
い
う
、
あ
の
世
の
存
在
と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

ロ
ン
ユ
ー

　

カ
チ
ン
の
い
る
山
地
の
西
部
に
、
こ
れ
ま
た
ビ
ル
マ
語
で
チ
ン
と
総
称
さ
れ
る
人
た
ち
が
住
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
チ
ン
の
中
に
、
ム
イ
ン
・
チ
ン
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
お
祭

り
の
な
か
で
、
ロ
ン
ユ
ー
（
石
曳
き
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
奇
妙
な
儀
式（

８
）で

、
か
つ
て

日
本
の
テ
レ
ビ
番
組
で
も
何
度
か
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
地
に
暮
ら
す
人
び
と
の
村
は
、
山
の
尾
根
の
上
に
あ
り
ま
す
（
図
24
）。
そ
の
一
軒
の
家
へ
、
つ
ま
り
こ

の
儀
式
の
主
催
者
の
家
へ
、
深
い
谷
底
か
ら
、
一
ト
ン
に
も
達
す
る
大
き
な
岩
を
人
の
手
に
よ
っ
て
運
び
上
げ
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る
と
い
う
も
の
で
す
。
あ
る
場
合
は
百
人
以
上
が
こ

れ
に
参
加
し
、
一
致
協
力
の
も
と
、
竹
を
撚
っ
て
作
っ

た
縄
を
岩
に
か
け
、
梃
子
や
コ
ロ
を
利
用
し
、
引
き

ず
っ
た
り
滑
り
落
と
し
た
り
し
て
、
高
い
尾
根
の
上

に
あ
る
家
ま
で
も
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
で
す
（
図

25
）（
図
26
）。
何
か
精
霊
の
お
祭
り
に
合
わ
せ
て
挙
行

さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
お
こ
な
い
た
い
人
が

名
乗
り
を
あ
げ
、
こ
れ
が
長
老
た
ち
に
承
認
さ
れ
れ

ば
よ
い
。

　

儀
式
は
ま
ず
石
の
選
定
、
森
の
中
に
放
し
飼
い
に

し
て
い
る
牛
の
捕
獲
、
そ
し
て
酒
の
仕
込
み
か
ら
は

じ
ま
り
ま
す
。
重
機
な
ど
を
使
わ
ず
、
し
か
も
道
が

整
備
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
人
の
手

だ
け
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
す
か
ら
、
あ

る
場
合
に
は
一
週
間
も
か
か
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

通
常
農
閑
期
に
お
こ
な
わ
れ
、
だ
い
た
い
村
人
総
出

と
な
る
よ
う
で
す
。
岩
が
無
事
引
き
上
げ
ら
れ
、
主

図24　チンの村（後藤修身氏撮影）
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図25　石を梃子で動かす（後藤修身氏撮影）

図26　石を曳く（後藤修身氏撮影）
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催
し
た
家
の
庭
に
運
び
込
ま
れ
る
と
、
そ
の
前
に
酒

壺
が
並
べ
ら
れ
（
図
27
）、
事
前
に
捕
ま
え
て
お
い
た

牛
や
、
そ
れ
に
鶏
な
ど
が
料
理
さ
れ
、
飲
め
や
歌
え

の
宴
会
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
饗
宴
は
何
日
も
続
き
、

儀
式
と
い
う
か
祭
り
は
終
わ
る
。

　

要
は
、
尾
根
の
上
に
あ
る
家
の
と
こ
ろ
に
、
谷
底

か
ら
石
を
曳
き
あ
げ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
た
だ
そ

れ
だ
け
で
す
。
こ
の
石
に
霊
力
が
宿
っ
て
い
て
、
そ

の
後
こ
の
家
を
繁
栄
に
導
く
と
か
、
何
か
の
建
築
資

材
に
す
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
大
き

な
一
枚
岩
を
、
村
人
総
出
で
何
日
も
か
か
っ
て
曳
き

あ
げ
る
だ
け
。
石
そ
の
も
の
に
価
値
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
う
し
た
祭
り
を
主
催
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ

る
の
で
す
。
石
曳
き
儀
式
を
七
回
主
催
す
る
と
一
人

前
の
男
に
な
る
、
そ
れ
を
お
こ
な
わ
な
い
と
地
獄
に

落
ち
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
の
で
す
。

　

こ
の
期
間
中
昼
夜
を
問
わ
ず
、
主
催
者
は
参
加
者

図27　曳きあげられた石の前にならぶ酒壺（後藤修身氏撮影）
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全
員
に
食
事
と
酒
を
ふ
る
ま
う
。
こ
の
人
の
家
の
財

産
で
あ
る
牛
が
何
頭
も
屠
ら
れ
、
み
ん
な
に
供
さ
れ

る
わ
け
で
す
（
図
28
）。
主
催
者
が
、
食
事
、
財
産
で

あ
る
牛
を
提
供
し
、
酒
を
ふ
る
ま
う
と
い
う
点
で
は

マ
ナ
オ
と
一
緒
で
す
。
主
催
す
る
人
は
そ
れ
だ
け
の

財
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
た

富
を
、
こ
の
儀
式
で
、
あ
る
意
味
全
て
使
い
果
た
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
七
回
も

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
れ
ば
、
財
の
蓄
積
な
ど

不
可
能
に
近
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、

そ
の
人
は
社
会
的
な
威
信
は
高
ま
っ
て
い
く
が
、
経

済
的
に
は
無
一
文
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
放
出
し

た
富
が
、
利
潤
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
石
曳
き
儀
式
に
手
を
挙
げ
る
の
は
、
現

世
の
み
な
な
ら
ず
死
後
の
世
界
に
お
い
て
、
こ
う
し

た
行
為
が
報
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で

し
ょ
う
。
チ
ン
の
人
た
ち
の
間
で
は
、
狩
猟
や
供
犠

図28　食事の供応（後藤修身氏撮影）
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の
数
、
例
え
ば
、
四
頭
の
牛
を
し
と
め
、
こ
れ
を
人
び
と
に
ふ
る
ま
う
と
、
来
世
は
四
頭
の
所
有
者
に
な
れ
る

と
い
う
考
え
方
が
あ
る
［
瀬
川	2008

：
二
二
一
～
二
二
二
］
よ
う
で
す
。
ま
た
沢
山
の
コ
メ
を
収
穫
し
、
こ
れ

を
他
人
に
提
供
す
れ
ば
、
葬
儀
の
際
に
は
特
別
の
栄
誉
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
［
エ
ー
エ
ー	2011

：
五
九
一

～
五
九
二
］
と
も
い
う
。

　

以
前
首
狩
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
は
、
獲
得
し
た
首
の
数
だ
け
、
来
世
で
は
奴
隷
を
所
有
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
逆
に
、
こ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
者
は
地
獄
へ
赴
く
と
。
ま
た
狩
猟

に
よ
っ
て
牛
な
ど
を
う
ま
く
捕
ま
え
た
人
は
、自
分
の
も
の
に
せ
ず
に
、宴
会
を
開
い
て
、み
ん
な
に
振
る
ま
う
。

そ
う
し
な
い
と
、
あ
の
世
で
罰
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
写
真
家
の
後
藤
修
身（

９
）さ

ん
が
、
ム
イ
ン
・
チ
ン
の
友
人
か
ら
聞
い
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
話
を
教
え

て
下
さ
い
ま
し
た
。
人
は
死
後
、
黄
泉
の
王
で
あ
る
モ
ー
ヌ
ー
ウ
ェ
と
会
う
。
モ
ー
ヌ
ー
ウ
ェ
は
死
者
に
生
前

何
を
や
っ
て
い
た
か
を
尋
ね
、
そ
れ
に
よ
り
次
に
行
く
世
界
を
死
者
に
指
示
す
る
。
善
き
お
こ
な
い
を
為
し
た

者
は
善
き
者
た
ち
が
住
む
世
界
へ
、
悪
し
き
お
こ
な
い
を
は
た
ら
い
た
者
は
悪
し
き
者
た
ち
が
住
む
世
界
へ
行

く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
ル
（
ロ
）
ン
ユ
ー
は
善
き
行
い
な
の
で
、
死
後
は
善
き
世
界
へ
行
く
可
能
性
が
高
く

な
る
、
と
の
こ
と
。

　

つ
ま
り
こ
う
し
た
祭
り
や
儀
式
は
、
瀬
川
正
仁
さ
ん
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
社
会
に
偏
在
し
が
ち
な
富
を

絶
妙
な
さ
じ
加
減
で
再
配
分
す
る
、
社
会
の
潤
滑
油
の
役
割
を
果
た
し
て
」［
瀬
川	2011

：
六
一
四
～
六
一
五
］

お
り
、
あ
る
意
味
「『
公
共
事
業
』
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」［
瀬
川	2008

：
二
三
一
］
と
い
っ
て
よ
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い
で
し
ょ
う
（
図
29
）。
い
っ
た
ん
は
富
の
格
差
が
生

じ
る
が
、
個
人
に
と
っ
て
大
問
題
で
あ
る
死
後
の
世

界
あ
る
い
は
精
霊
の
世
界
と
の
関
係
で
、
現
世
に
お

い
て
、
こ
れ
が
是
正
さ
れ
て
い
く
。
も
と
も
と
と
い

う
か
、
普
遍
的
に
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
、
人
間
社
会
は
つ
く
り
出
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
蕩
尽
」
の
定
式
化

　

仏
教
の
場
合
、
世
界
観
の
精
緻
な
理
論
化
に
よ
り
、

こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
純
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
一
つ
の
共
同
体
や
政
体
に
お
い
て
、

そ
の
構
成
員
間
に
経
済
的
格
差
が
ひ
ろ
が
る
と
、
社

会
環
境
が
悪
化
し
、
人
び
と
の
安
寧
な
生
活
が
脅
か

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
部
の
住
民
が
そ
の
経

済
力
を
つ
か
っ
て
他
者
を
支
配
し
、
そ
の
人
が
生
み

出
し
た
富
を
さ
ら
に
収
奪
・
搾
取
す
る
と
い
う
こ
と

図29　祭りのあと（後藤修身氏撮影）
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が
社
会
の
基
本
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現
代
日
本
の
状
況
か
ら
も
容
易
に
想
像
で
き
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
莫
大
な
富
を
集
積
し
て
い
る
人
か
ら
、
こ
れ
を
強
制
的
に
奪
っ
て
貧
者
に
振
り
分

け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
い
わ
ば
自
発
的
に
こ
れ
を
社
会
に
還
元
（
配
分
）
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

社
会
は
限
り
な
く
安
定
に
向
か
う
で
し
ょ
う
。
仏
塔
や
寺
院
の
建
立
は
、
そ
の
施
主
に
と
っ
て
そ
れ
自
体
あ
ら

た
な
財
や
商
品
を
生
み
出
し
ま
せ
ん
。
ま
た
お
坊
さ
ん
へ
の
布
施
は
、
彼
ら
は
何
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

贈
与
論
的
に
み
て
［
モ
ー
ス	2008

］、
そ
の
見
返
り
を
期
待
で
き
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
経
済
的
に
み
れ
ば
、

浪
費
、
蕩
尽
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
富
は
再
配
分
さ
れ
、
格
差
は
是
正
さ
れ
て
い
く
。
仏
塔
や
寺
院
は
生
産
財
で

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
お
坊
さ
ん
に
布
施
し
て
も
、
相
手
が
俗
人
で
あ
れ
ば
返
っ
て
く
る
よ
う
な
、
贈
与
の
反
対

給
付
も
あ
り
ま
せ
ん
。
何
し
ろ
、
お
坊
さ
ん
は
何
も
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
こ
こ
が
マ
ナ
オ
や
ロ
ン
ユ
ー

と
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
作
動
さ
せ
る
た
め
に
、
功
徳
と
い
う
観
念
が
構
想
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
す
。
上
座
仏
教
は
、
い
っ
け
ん
個
人
の
解
脱
の
み
を
志
向
し
た
矮
小
な
思
想
と
み
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
そ

の
思
想
に
は
現
世
に
お
け
る
人
間
社
会
を
安
定
を
も
た
ら
す
仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

寄
進
と
は
、
死
の
苦
し
み
、
そ
し
て
死
後
の
存
在
に
か
か
わ
る
不
安
を
克
服
す
る
た
め
に
、
自
分
が
集
積
し

た
財
産
を
、
社
会
に
向
け
て
放
出
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
自
分
が
来
世
に
お
い
て
、
今
よ
り
楽
な
環
境
の
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も
と
に
生
ま
れ
た
い
、
い
い
生
活
を
し
た
い
、
も
し
く
は
輪
廻
か
ら
解
き
放
た
れ
た
い
、
苦
に
満
ち
た
世
の
中

に
生
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
願
い
が
、
寄
進
と
い
う
形
を
と
っ
て
発
動
す
る
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
社
会
の
た
め
と
い
う
動
機
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
利
己
的
利
害
に
基
づ
い

て
い
ま
す
。
ひ
た
す
ら
自
分
の
解
脱
を
考
え
て
の
こ
と
で
す
。
た
し
か
に
廻
向
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
功
徳
を

他
に
振
り
向
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
自
分
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
は
い
な
い
と
い
う
意

見
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
仏
教
で
い
う
廻
向
は
、
自
分
の
為
し
た
功
徳
の
一
部
が
そ
ち
ら
に
振
り
向
け
ら
れ
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
廻
向
の
対
象
に
な
っ
た
も
の
が
、
そ
の
行
為
を
知
っ
て
随
喜
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
功
徳

を
獲
得
し
、
ま
た
廻
向
を
し
た
も
の
の
功
徳
も
さ
ら
に
増
加
す
る
、
と
説
明
し
て
い
ま
す

）
（1
（

。
要
す
る
に
、
寄
進

は
自
己
を
犠
牲
に
し
て
、
世
の
た
め
人
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
人

の
た
め
と
い
う
よ
り
、
ま
ず
は
自
分
の
た
め
な
の
で
す
。
だ
か
ら
皆
こ
ぞ
っ
て
こ
れ
を
実
践
す
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
寄
進
に
よ
る
富
の
消
費
は
、
結
果
的
に
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
富
を
集
め

る
こ
と
が
で
き
る
人
と
で
き
な
い
人
が
い
る
の
は
確
か
で
す
。
こ
れ
は
、
前
世
の
因
縁
と
い
う
考
え
か
た
か
ら

し
て
も
、
あ
る
意
味
仕
方
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
運
よ
く
財
を
獲
得
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
の
蓄
積
し
た
富
を
来
世
に
持
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。「
あ
な
た
、
そ
ん
な
に
金
銀
財
宝
に
囲
ま
れ
て
い
て
も
、
来

世
に
は
持
っ
て
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
な
れ
ば
、
死
期
が
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
く
る
と
、
こ
れ
を
持
っ
て
い
け
る

も
の
に
変
換
し
た
く
な
る
。
寄
進
を
し
て
、
つ
ま
り
仏
塔
や
お
寺
を
建
て
る
こ
と
に
こ
の
富
を
つ
ぎ
込
ん
で
、

功
徳
に
変
換
し
た
く
な
る
の
で
す
。
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で
す
か
ら
、
子
ど
も
に
美
田
を
残
す
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
訳
で
す
。
土
地
が
あ
る
か
ら
、
親
が
死
ん
だ
ら

こ
れ
を
担
保
に
事
業
を
起
こ
そ
う
と
考
え
て
い
て
も
、
親
は
死
ぬ
前
に
こ
の
土
地
を
お
寺
に
寄
進
し
て
し
ま
う

か
、
も
し
く
は
売
り
払
っ
て
、
そ
の
お
金
で
仏
塔
を
建
立
す
る
こ
と
に
費
や
し
て
し
ま
う
。
現
在
で
も
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
、
実
際
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
子
供
や
孫
で
も
別
個
の
存
在
で
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
転
生

を
繰
り
返
し
て
い
る
存
在
で
す
か
ら
、
そ
の
者
の
た
め
に
何
か
を
残
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
、
自
分
に
は
何

も
返
っ
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。

　

何
か
の
縁
で
、
こ
の
世
で
は
た
ま
た
ま
家
族
と
し
て
相
見
え
た
だ
け
で
、
親
は
先
に
来
世
に
旅
立
ち
、
再
び

人
間
と
し
て
生
ま
れ
れ
ば
別
の
家
族
を
形
成
す
る
し
、
ブ
タ
や
、
牛
や
、
も
し
く
は
虫
け
ら
に
転
生
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
人
と
は
、今
度
い
つ
ど
の
よ
う
な
関
係
の
も
と
で
巡
り
逢
う
の
か
、ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。

親
子
・
兄
弟
姉
妹
・
親
類
縁
者
や
隣
近
所
と
い
う
関
係
は
、こ
の
世
だ
け
の
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
っ

て
自
分
の
子
ど
も
の
た
め
に
財
産
を
残
す
と
か
、
家
系
が
繁
栄
す
る
よ
う
に
と
い
う
考
え
方
は
、
基
本
的
に
は

し
な
い
。
意
味
が
な
い
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
と
、
富
が
世
代
を
越
え
て
一
部
分
に
蓄
積

さ
れ
、
世
の
中
の
格
差
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
、
釈
尊
は
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

結
局
、
富
を
蓄
え
て
も
、
現
世
だ
け
の
問
題
で
す
。
し
か
も
、
私
は
お
金
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
胸
を
は
っ
て
い
え
ま
せ
ん
が
、
お
金
持
ち
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
不
安
や
恐
れ
は
増
大
す
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
欲
望
に
は
き
り
が
な
い
こ
と
は
よ
く
分
か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
え
る
の
で
す
。
そ

ん
な
こ
と
よ
り
も
勇
気
を
出
し
て
、
物
欲
を
断
ち
切
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
手
助
け
す
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る
の
が
、
因
果
応
報
、
輪
廻
転
生
、
功
徳
に
よ
る
苦
か
ら
の
解
放
と
い
う
考
え
方
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

投
資
－
利
潤
－
投
資
に
よ
る
拡
大
再
生
産
へ
サ
イ
ク
ル
か
ら
離
れ
、
来
世
の
幸
せ
、
心
の
平
安
の
た
め
に
こ

れ
を
投
資
す
る
。
も
う
富
や
利
潤
を
生
み
出
さ
な
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
仏
塔
や
寺

院
が
立
ち
並
ぶ
。
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
仏
塔
な
ど
は
利
潤
を
生
み
出
さ
な
い
瓦
礫
の
山
で
、
こ
れ

が
ど
ん
ど
ん
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
て
い
る
訳
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
個
人
が
自
分
の
私
利
私
欲
か
ら
離
れ
る

た
め
に
お
こ
な
っ
た
尊
い
所
業
の
証
し
な
の
で
す
。
仏
塔
の
輝
き
は
、
心
の
豊
か
さ
を
追
い
求
め
た
結
果
な
の

で
す
。

お
わ
り
に

　

宗
教
改
革
で
有
名
な
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
影
響
を
受
け
て
、
一
六
世
紀
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
い
う

人
が
「
予
定
説
」
を
唱
え
ま
し
た
。
天
国
に
行
く
か
、
地
獄
に
行
く
か
は
、
神
に
よ
っ
て
す
で
に
決
め
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
手
段
を
用
い
て
も
、
動
か
せ
な
い
。
地
獄
に
行
く
と
決
ま
っ
て
い
る
者
は
、

地
獄
に
落
ち
る
。
し
か
も
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
予
定
さ
れ
て
い
る
か
を
、
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う

あ
る
意
味
や
る
気
を
な
く
す
よ
う
な
、
極
め
て
厳
し
い
考
え
方
で
す
。

　

た
だ
し
、
予
定
さ
れ
た
道
を
知
る
方
法
が
一
つ
だ
け
あ
る
と
い
う
。
経
済
的
に
報
わ
れ
る
、
い
ろ
い
ろ
な
事
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業
を
し
て
こ
れ
が
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
周
り
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
喜
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
物
が
売
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
買
う
人
の
暮
ら
し
助
け
、
幸
せ
に
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
他
人
が
気
に
入
る
よ
う
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
の
は
、
そ
れ
は
神
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
、
理
解
す
る
訳
で
す
。

　

従
っ
て
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
で
は
な
く
、
清
貧
な
生
活
を
し
な
が
ら
、
獲
得
し
た
財
は
、
さ
ら
に

他
人
に
気
に
入
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
事
業
に
ま
わ
す
、
つ
ま
り
利
潤
が
利
潤
を
生
み
出
す
よ
う
な
事
業
に
投

資
し
て
い
く
。
そ
し
て
こ
れ
が
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
隣
人
を
豊
か
に
し
て
い
る
証
拠
で
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
れ
は
神
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

明
確
な
か
た
ち
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
自
分
は
神
の
思
し
召
し
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と

を
実
感
で
き
、
将
来
天
国
に
召
さ
れ
こ
と
が
確
信
で
き
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
な
「
予
定
説
」
を
信
じ
る
人
は
、

富
を
で
き
る
だ
け
蓄
積
し
、
そ
し
て
そ
の
富
を
、
ま
た
新
た
な
富
を
生
み
だ
す
も
の
に
投
資
を
し
て
い
く
の
で

す
。
ま
さ
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
資
本
主
義
の
精
神
そ
の
も
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
こ
と
で
自
分
の
心
の
平
安
を
得
る
。
こ
れ
だ
け
富
を
作
り
出
し
、
す
な
わ
ち
隣
人
に
幸
せ
を
も
た
ら

し
た
の
だ
か
ら
、
自
分
は
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
、
死
ん
だ
ら
天
国
に
行
く
よ
う
に
決
め
ら

れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
、
と
思
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
は
こ
れ
と
真
逆
の
考
え
方
を
し
ま
す
。
苦
の
根
源
は
欲
に

あ
る
と
し
て
、こ
れ
か
ら
す
こ
し
で
も
離
れ
る
こ
と
を
説
く
。
蓄
積
し
て
い
く
財
と
の
縁
は
、で
き
る
だ
け
早
く
、
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そ
し
て
多
く
、
切
っ
て
い
く
。
そ
う
し
な
い
と
、
苦
は
い
つ
ま
で
も
つ
い
て
ま
わ
り
、
下
手
す
れ
ば
地
獄
に
落

ち
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
新
た
な
富
を
生
み
出
す
た
め
に
、
そ
の
富
を
使
う
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
。

　

過
去
仏
の
遺
物
や
釈
尊
の
頭
髪
八
本
を
納
め
て
い
る
と
さ
れ
る
、
ヤ
ン
ゴ
ン
の
シ
ュ
エ
ダ
ゴ
ン
仏
塔
に
行
く

と
、
信
者
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
大
き
な
ル
ビ
ー
や
そ
の
他
貴
金
属
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
世
で
十
分
た

の
し
ま
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
来
世
に
は
行
け
な
い
。
そ
こ
で
財
宝
を
仏
塔
に
寄
進
し
、
功
徳
を

た
く
さ
ん
為
し
た
と
い
う
実
感
に
変
え
る
。
き
わ
め
て
合
理
的
な
考
え
方
で
す
。
こ
れ
で
、
来
世
は
も
っ
と
い

い
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
、
と
い
う
確
信
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。

　

上
座
仏
教
的
な
世
界
観
の
中
に
あ
る
功
徳
や
寄
進
と
い
う
考
え
方
が
、
我
わ
れ
に
示
し
て
い
る
の
は
、
勇
気

を
持
っ
て
欲
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
心
の
平
安
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
格
差
も
是
正
さ
れ
て
い
く
と

い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
個
人
の
解
脱
だ
け
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
保
障
す
る
平
穏

な
社
会
の
実
現
を
も
た
ら
す
考
え
方
で
あ
る
と
理
解
す
る
次
第
で
す
。

註１	

こ
う
し
た
壁
画
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
大
野
徹
先
生
に
よ
っ
て
、
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
［
大
野	1973,	1974,	1976a,	

1976b

］［
大
野
・
井
上	1978

］。
ま
た
壁
画
に
認
め
ら
れ
る「
一
〇
一
人
種
」に
つ
い
て
は
、［
伊
東	2016

］を
参
照
下
さ
い
。

２	

く
わ
し
く
は
［
大
野	2002

］
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
日
本
に
お
け
る
第
一
人
者
の
筆
に
な
る
も
の
で
す
。
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３	

年
中
行
事
に
つ
い
て
は
、［
生
野	1995

：
二
六
三
～
二
七
〇
］［
土
橋	2009

：
一
一
九
～
一
四
四
］。

４	

こ
れ
ら
の
数
字
は
情
報
省
が
二
〇
一
〇
年
に
作
成
し
た
『
軍
事
政
権
下
の
国
家
進
歩
発
展
記
録
』（
ビ
ル
マ
語
）
か
ら
採

ら
れ
た
も
の
で
す
［
土
佐	2012

：
二
〇
二
］。

５	
戒
律
主
義
に
つ
い
て
は
、［
生
野	1995

：
二
九
～
三
四
］。

６	

い
わ
ゆ
る
「
蕩
尽
」
と
は
、
贈
与
競
争
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
異
な
り
ま
す
。

７	

以
下
、
マ
ナ
オ
祭
の
様
子
に
つ
い
て
は
、［
吉
田	1995

：
二
三
六
～
二
五
五
］
に
依
る
。

８	

以
下
、
ロ
ン
ユ
ー
祭
に
つ
い
て
は
、［
瀬
川	2008

：
二
二
八
～
二
三
二
］	［
瀬
川	2011

：
六
一
二
～
六
一
六
］
に
依
る
。

９	

後
藤
修
身
さ
ん
に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.ayeyarw
ady.com

/

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

10	

本
書
の
第
二
章
お
よ
び
［
藤
本
晃
訳
著	2007

］
を
参
照
下
さ
い
。
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