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真
宗
的
生
命
観
と
そ
の
思
想
的
展
開

―
暁
烏
敏
の
事
例

山
本 

伸
裕

は
じ
め
に

真
宗
大
谷
派
の
近
代
教
学
の
基
礎
を
築
い
た
清き

よ

沢ざ
わ

満ま
ん

之し

の
高
弟
と
さ
れ
る
暁あ

け

烏
が
ら
す

敏は
や

（
一
八
七
七
～
一
九
五
四
）
は
、
生
涯
の

活
動
を
通
し
て
、
清
沢
晩
年
の
思
想
と
い
わ
れ
る
「
精
神
主
義
」
を
ひ
ろ
く
世
に
知
ら
し
め
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
清
沢
の
唱
え
た
い
わ
ゆ
る
「
精
神
主
義
」
の
思
想
は
、
厳
密
な
意
味
で
清
沢
満
之
そ
の
人
の
純
粋
な
思
想
と
は
い

え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
近
年
の
資
料
研
究
等
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
従
来
、
清
沢
晩
年
の
思
想
と
押
さ
え
ら
れ
て

き
た
「
精
神
主
義
」
の
思
想
に
は
、
何
人
か
の
弟
子
た
ち
が
筆
を
加
え
て
い
た
り
、「
成
文
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
師
の
名
を
借

り
つ
つ
自
由
に
文
章
を
作
文
し
媒
体
に
発
表
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
過
程
で
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
、
清
沢
門
下
の
、
浩こ

う

々こ
う

洞ど
う

の
三
羽
烏
の
一
人
で
あ
る
暁
烏
な
の
だ
が
、
彼
は

自
身
の
回
想
文
の
な
か
で
「
清
沢
先
生
は
偉
い
方
で
あ
り
な
つ
か
し
い
方
で
あ
る
が
、
浄
土
真
宗
の
宗
乗
を
知
ら
れ
な
い
か
ら
、
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ど
う
か
し
て
先
生
を
真
宗
の
安
心
を
味
は
う
て
貰
ふ
や
う
に
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ 1
」
と
、
注
目
す
べ
き
発
言
を
し
て
い
る
。

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
に
、
清
沢
を
主
幹
と
し
た
雑
誌
『
精
神
界
』
を
新
都
東
京
で
出
版
し
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上

が
っ
た
際
、
仲
間
う
ち
で
ひ
そ
か
に
語
り
合
わ
れ
て
い
た
こ
と
ら
し
い
の
だ
が
、
平
易
な
文
章
で
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
思
想
を

世
間
に
発
表
し
て
い
く
新
雑
誌
を
発
行
す
る
と
同
時
に
、
東
京
を
拠
点
に
真
宗
の
思
想
に
基
づ
く
清
新
か
つ
自
由
な
思
想
活
動
を

展
開
し
て
い
き
た
い
と
い
う
情
熱
は
、
真
宗
大
学
を
卒
業
し
た
て
の
若
年
僧
侶
ら
の
間
に
勃
然
と
わ
き
起
こ
り
、
後
々
ま
で
『
精

神
界
』
を
中
心
と
し
た
言
論
思
想
活
動
を
牽
引
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
一
つ
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
後
年
、
暁
烏
敏
に
師
事
し
た
毎
田
周
一
に
語
っ
た
内
容
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
次
の
言

葉
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
先
師
の
個
人
雑
誌
「
広
大
会
」
を
編
集
し
て
ゐ
た
が
、
師
は
私
に
い
は
れ
た
。
わ
し
の
文
章
を
存
分
を
思
ふ
存
分
直

し
て
い
い
。
わ
し
は
清
沢
先
生
の
「
精
神
界
」
に
寄
せ
ら
れ
る
文
章
を
勝
手
に
直
し
た
も
の
だ
。
あ
ん
た
も
遠
慮
な
し
に
さ

う
し
て
く
れ
な
い
と
困
る
、
と
。

　

か
う
い
つ
て
を
ら
れ
る
と
こ
ろ
へ
、
も
と
石
川
県
立
図
書
館
の
館
長
を
し
て
を
ら
れ
、
そ
の
と
き
は
東
大
図
書
館
の
方
に

勤
め
て
を
ら
れ
た
田
中
邦
造
氏
が
訪
ね
て
来
ら
れ
た
。
氏
は
い
は
れ
た
。
私
は
今
河
北
郡
の
宇
ノ
気
村
に
あ
る
西
田
記
念
館

を
訪
ね
て
来
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
西
田
博
士
の
論
文
集
そ
の
他
の
原
稿
が
陳
列
さ
れ
て
ゐ
ま
し
て
、
そ
れ
を
手
に
と
つ
て
見

る
こ
と
が
出
来
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
と
。
こ
れ
を
聞
か
れ
て
先
師
は
仰
言
つ
た
。
ほ
う
、
そ
ん
な
も
の
が
あ

り
が
た
か
つ
た
の
か
。
わ
し
ら
清
沢
先
生
の
原
稿
な
ど
鼻
か
ん
で
捨
て
た
も
ん
ぢ
や
と
。
先
師
は
自
分
の
著
書
を
自
ら
の
排

泄
物
と
し
か
思
つ
て
を
ら
れ
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
無
理
は
な
い
と
私
は
思
つ
た 2
。
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門
人
の
口
を
介
し
た
証
言
で
あ
る
こ
と
を
割
引
い
て
も
、
暁
烏
が
語
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
言
葉
は
見
過
ご
せ
な
い
。
事
実
、
雑

誌
『
精
神
界
』
に
清
沢
の
文
章
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
自
筆
原
稿
が
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
思

想
の
根
本
に
か
か
わ
る
重
大
な
書
き
換
え
の
跡
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る 3
。
し
か
も
、
た
い
て
い
の
場
合
、
こ
の

種
の
書
き
換
え
は
、
清
沢
の
校
閲
も
許
可
も
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る 4
。
で
あ
る
以
上
、
暁
烏
が
「
清
沢
先
生
の

「
精
神
界
」
に
寄
せ
ら
れ
る
文
章
を
勝
手
に
直
し
た
」
と
語
っ
た
と
す
る
毎
田
の
証
言
は
、
決
し
て
裏
付
け
の
な
い
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

清
沢
満
之
の
思
想
、
特
に
「
精
神
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
思
想
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
思
想
や
信
念
を
受
け
継
ぐ
人
物
で
あ
る
こ

と
を
公
言
し
て
き
た
暁
烏
が
、
明
治
か
ら
昭
和
に
至
る
時
代
状
況
の
な
か
で
、
師
の
名
声
に
依
拠
し
な
が
ら
、
国
家
主
義
的
思
想

に
強
く
傾
い
て
い
き
、
や
が
て
真
宗
の
「
戦
時
教
学
」
を
支
え
る
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
言
論
界
を
積
極
的
に
リ
ー
ド
し
て
い

く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
思
想
的
な
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た 5
。
つ
ま
り
、「
戦
時
教
学
」
を

生
み
出
し
て
い
っ
た
思
想
の
大
本
は
、
や
は
り
清
沢
満
之
の
思
想
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
が
、

学
界
の
趨
勢
を
占
め
て
き
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
師
の
思
想
と
し
て
宣
揚
さ
れ
て
き
た
重
要
な
部
分
が
、
実
は
暁
烏
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
思
想
に
基
づ
く
創
作
、
あ
る
い

は
恣
意
的
操
作
を
経
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
か
の
大
戦
に
至
る
ま
で
の
「
精
神
主
義
」
の

一
連
の
思
想
的
展
開
は
、
ま
ず
は
清
沢
満
之
そ
の
人
の
思
想
と
切
り
離
し
た
か
た
ち
で
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

で
は
、
清
沢
と
暁
烏
の
間
に
は
、
根
本
的
思
想
レ
ベ
ル
で
如
何
な
る
違
い
が
指
摘
で
き
る
の
か
。
断
っ
て
お
く
が
、
こ
う
し
た

問
題
設
定
は
、
単
に
清
沢
の
思
想
が
価
値
あ
る
「
正
し
い
」
も
の
で
、
戦
時
教
学
を
支
え
た
暁
烏
の
思
想
が
無
価
値
で
「
誤
っ

た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
せ
ん
が
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
清
沢
に
は
清
沢
の
、
暁
烏
に
は
暁
烏
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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真
宗
理
解
が
あ
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
あ
く
ま
で
両
者
の
思
想
が
、
現
に
渾
然
一
体
の
一
連
の
思
想
の
流
れ
に
沿
う
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
論
の
主
眼
は
、
両
者
の
間
の

思
想
的
違
い
を
、
そ
の
原
点
、
思
想
の
立
脚
点
に
ま
で
立
ち
返
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
精
神
主
義
」
と
し
て
、
従
来
の
「
精
神
主

義
」
の
理
解
を
あ
ら
た
め
て
描
き
直
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
両
者
の
思
想
の
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
、
一
見
、
微

妙
で
は
あ
る
が
、
根
本
的
な
違
い
を
指
摘
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

生
命
観
と
「
宗
教
」
の
関
係
に
つ
い
て

言
及
す
べ
き
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、「
宗
教
的
信
念
」
が
獲
得
さ
れ
、

「
他
力
の
宗
教
」
に
出
会
っ
て
い
く
両
者
の
ル
ー
ト
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

清
沢
に
し
て
も
暁
烏
に
し
て
も
、「
宗
教
的
信
念
」「
他
力
門
の
宗
教
」
に
基
づ
く
「
信
念
」
を
も
と
に
思
想
・
思
索
を
展
開
し

て
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
異
論
の
余
地
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
清
沢
に
よ
れ
ば
、「
宗
教
」
の
基
本
的
構
造
は
お
お
よ
そ
以

下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

清
沢
の
思
想
は
、
世
界
の
万
物
を
元
来
一
体
の
も
の
、
無
限
の
「
命
」
に
包
ま
れ
た
も
の
と
見
る
見
か
た
を
基
本
に
し
て
い
る
。

万
物
一
体
の
世
界
は
無
数
の
有
限
に
よ
り
有
機
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
私
た
ち
個
々
の
存
在
、
個
々
の
有
限
な
「
命
」
は
、

そ
の
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
世
界
が
も
つ
無
限
の
「
命
」
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

私
た
ち
を
含
め
、
無
数
の
諸
存
在
に
「
命
」
を
吹
き
込
み
、
世
界
に
あ
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
本
体
は
「
絶
対
無
限
」
と
も
呼

ば
れ
る
が
、
要
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
「
絶
対
無
限
」
の
は
た
ら
き
に
よ
り
、「
絶
対
無
限
」
の
う
ち
か
ら
生
ま
れ
生

か
さ
れ
て
い
る
「
命
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
清
沢
の
説
く
思
想
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い 6
。
か
か
る
世
界
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観
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
た
ち
の
死
生
観
に
深
く
関
与
し
て
く
る
。
要
す
る
に
、「
宗
教
」
と
は
、
自
己
の
有
限
な
「
命
」

や
存
在
を
超
え
て
万
有
を
包
み
込
む
、
大
い
な
る
「
命
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
限
」
の
観
念
に
目
覚
め
た
者
が
、
そ
れ
に
真
摯
に

向
き
合
っ
て
生
き
る
こ
と
で
は
じ
め
て
成
立
す
る
何
か
だ
と
い
う
の
が
、
清
沢
が
描
き
出
す
「
宗
教
」
の
基
本
構
造
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
信
念
、「
絶
対
無
限
」
の
観
念
を
獲
得
し
た
私
た
ち
が
「
絶
対
無
限
」
に
よ
っ
て
世
界
に
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
を
直
視
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
私
た
ち
を
し
て
世
界
に
生
滅
せ
し
め
て
い
る
「
無
限
」
の
「
命
」
の
は
た
ら
き
に
気
づ

か
ず
に
は
お
れ
な
い
。
有
限
な
「
命
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
個
々
の
存
在
に
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
同
時
に
、

個
々
の
有
限
な
「
命
」
は
、
私
た
ち
以
外
の
無
数
の
有
限
な
「
命
」
の
お
陰
で
、
無
限
な
る
命
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
有
機
的
に

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
だ
、
と
い
う
死
生
観
が
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
実
に
そ
う
し
た
論
理
に
よ
る
。

暁
烏
に
し
て
も
、
自
己
の
有
限
性
、
限
り
あ
る
命
を
生
き
て
い
る
と
い
う
現
実
に
対
す
る
眼
差
し
や
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
も
ま
た
大
い
な
る
命
の
う
ち
に
自
身
の
有
限
性
に
対
す
る
救
い
を
見
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る 7
。
だ

が
、
清
沢
と
暁
烏
の
間
に
は
、
自
己
の
有
限
性
を
、
何
を
通
じ
て
見
て
い
た
か
と
い
う
点
で
、
換
言
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
内
観

反
省
を
経
て
「
宗
教
的
信
念
」
が
獲
得
さ
れ
た
か
と
い
う
ル
ー
ト
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
し
た
ル
ー
ト
の
違
い
に
こ
そ
、
両
者
の
思
想
の
間
に
決
定
的
な
違
い
を
生
じ
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
が
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

清
沢
に
お
け
る
生
命
観
と
宗
教
観

自
己
が
有
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
宗
教
的
な
観
念
が
開
か
れ
て
い
く
う
え
で
の
必

須
条
件
で
あ
ろ
う
。「
死
」
を
見
つ
め
る
こ
と
は
、
確
か
に
自
己
と
い
う
存
在
の
有
限
性
を
知
ら
し
め
「
宗
教
」
へ
と
眼
を
開
か
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せ
る
、
最
も
普
遍
的
で
分
か
り
や
す
い
契
機
だ
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
自
己
の
存
在
の
有
限
性
を
、「
死
」
を
見
つ
め
る
こ
と
で

感
得
し
、「
絶
対
無
限
」
の
観
念
を
獲
得
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
と
は
別
の
内
観
反
省
を
通
じ
て
「
宗
教
的
信
念
」
を
獲
得
す

る
か
は
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
て
い
く
宗
教
思
想
の
点
で
、
特
に
道
徳
＝
倫
理
と
い
う
も
の
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
、
看

過
で
き
な
い
違
い
を
生
じ
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
清
沢
に
お
け
る
「
宗
教
的
観
念
」
の
開
発
お
よ
び
獲
得
が
、
如
何
な
る
経
験
、
如
何
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
な

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

清
沢
の
場
合
、
自
己
の
有
限
性
の
認
識
を
踏
ま
え
て
「
無
限
」
の
観
念
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、「
死
」
の
問
題

に
ほ
と
ん
ど
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
実
際
、
死
の
問
題
が
有
限
性
の
自
覚
と
宗
教
的
信
念
の
獲
得
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
記
述
は
、
残
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
資
料
の
ど
こ
に
も
見
だ
せ
な
い
。
こ
の
あ
た

り
は
、
後
で
も
見
る
よ
う
に
「
死
の
問
題
」
か
ら
宗
教
に
入
っ
て
い
く
暁
烏
の
ケ
ー
ス
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、

そ
れ
は
た
と
え
ば
、「
命
を
捨
て
る
気
に
な
れ
ば
、
何
で
も
出
来
る
」
と
語
っ
た
門
人
の
言
葉
に
「
命
を
捨
て
ず
に
何
が
出
来
ま

す
か
」
と
切
り
返
し
た
と
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う 8
。

清
沢
は
、
自
身
の
経
験
を
振
り
返
り
、
自
己
と
い
う
存
在
の
有
限
性
を
深
く
観
ず
る
こ
と
で
、
自
己
能
力
の
限
界
を
自
覚
す
る

と
こ
ろ
に
絶
対
無
限
の
観
念
が
獲
得
さ
れ
、
宗
教
性
へ
と
開
か
れ
て
い
く
道
が
拓
か
れ
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
自
己
の
死
を
見
つ

め
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
有
限
性
が
開
示
さ
れ
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
「
命
」
の
有

限
性
に
真
摯
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
、
宗
教
的
視
座
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
契
機
と
な
り
得
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
否
定
で
き
な
い

は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
自
身
の
生
死
を
見
つ
め
る
こ
と
が
、
自
己
存
在
の
有
限
性
を
知
ら
し
め
、
無
限
に
出
会
っ
て
い
く
た
め
の

契
機
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
は
あ
り
得
べ
き
ル
ー
ト
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る 9
。
だ
が
、
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
清
沢
個
人
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
彼
自
身
の
「
実
験
」
に
即
し
て
い
え
ば
、「
死
」
の
問
題
は
、
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有
限
性
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
重
要
な
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

清
沢
が
自
身
の
宗
教
的
信
念
の
開
発
プ
ロ
セ
ス
を
語
る
際
に
強
調
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
能
力
の
限
界
、
す
な
わ
ち

「
自
力
無
功
」
の
感
得
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
は
、
晩
年
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
「
我
信
念
」
の
な
か
で
も
、
は
っ
き

り
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
彼
は
ま
ず
「
他
人
」
に
対
す
る
義
務
、「
家
庭
」
や
「
社
会
」、「
親
」
や
「
君
」、「
夫
」

「
婦
」、「
兄
弟
」「
朋
友
」
に
対
す
る
義
務
等
、「
所
謂
倫
道
徳
の
教
よ
り
出
つ
る
所
の
義
務
」
だ
け
で
も
、「
之
を
実
行
す
る
こ
と

は
、
決
し
て
容
易
の
こ
と
で
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
若
し
真
面
目
に
之
を
遂
行
せ
ん
と
せ
ば
、
終
に
『
不
可
能
』
の
嘆
に

帰
す
る
よ
り
外
」
な
い
、
自
分
は
「
此
の
『
不
可
能
』
に
衝
き
当
り
て
、
非
常
な
る
苦
み
を
致
し
」
た
と
い
い
、
さ
ら
に
は
「
若

し
此
の
如
き
『
不
可
能
』
の
こ
と
の
為
に
、
ド
コ
迄
も
苦
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
な
れ
ば
、
私
は
ト
ッ
ク
に
自
殺
で
も
遂
げ
た
で
あ
り
ま

せ
う
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

倫
道
徳
の
実
行
に
お
け
る
『
不
可
能
』
の
嘆
、
本
気
で
自
殺
ま
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
苦
し
み
か
ら
彼
を

救
っ
た
の
が
、
自
身
が
獲
得
し
た
宗
教
的
信
念
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
我
信
念
」
の
確
立
に
よ
っ
て
倫
道
徳

上
で
の
塗
炭
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
信
念
の
内
容
こ
そ
「
一
切
の
こ
と
に
就
て
、
私
の
自
力
の
無

功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
自
力
無
功
」
の
感
得
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

清
沢
の
「
信
念
」

「
自
力
無
功
」
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
も
て
る
能
力
の
有
限
性
、
自
己
の
「
愚
」
な
る
こ
と
を
身
に
沁
み
て
思
い

知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
真
宗
に
「
機
の
深
信
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
清
沢
の
い
う
「
自
力
無
功
」
の
感

得
と
は
、
真
宗
で
い
わ
れ
て
き
た
「
機
の
深
信
」
を
感
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
清
沢
に
よ
れ
ば
、「
機
の
深
信
」
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は
必
ず
や
「
法
の
深
信
」
を
も
た
ら
す
。
機
法
の
二
種
深
信
は
、
論
理
的
に
は
も
と
も
と
表
裏
一
体
の
「
信
」
な
の
で
、「
機
の

深
信
」
す
な
わ
ち
「
自
力
無
功
」
の
感
得
は
、「
法
の
深
信
」
す
な
わ
ち
「
絶
対
無
限
」
の
観
念
と
そ
の
救
済
と
を
、
私
た
ち
に

た
だ
ち
に
確
信
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
構
造
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る 11
。

そ
う
し
た
「
深
信
」
の
構
造
を
、
清
沢
は
真
宗
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
宗
教
一
般
に
見
ら
れ
る
信
の
基
本
的
構
造
と
見
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
清
沢
自
身
の
宗
教
的
信
念
が
開
か
れ
る
契
機
が
、
人
生
の
煩
累
、
倫
道
徳
に
お
け
る
躓
き
に
由
来
す

る
「
不
可
能
の
嘆
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
宗
教
思
想
の
展
開
に
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
も
そ
も
、「
宗
教
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
倫
道
徳
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悶
を
越
え
て
、「
虚
心

平
気
」
に
生
き
て
い
け
る
心
境
の
獲
得
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
清
沢
に
と
っ
て
「
悟
り
」
と
は
、

倫
理
や
道
徳
の
世
界
を
否
定
し
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
倫
理
の
世
界
を
超
え
た
眼
差

し
の
獲
得
を
通
じ
て
、
俗
世
間
に
あ
っ
て
な
お
「
虚
心
平
気
」
に
生
き
ら
れ
る
境
涯
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ

れ
得
な
い
何
か
で
あ
っ
た
。
倫
理
の
問
題
に
躓
く
こ
と
で
は
じ
ま
っ
た
苦
悩
は
、
あ
く
ま
で
も
倫
理
上
の
諸
問
題
に
如
何
に
向
き

合
っ
て
生
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
解
決
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
で
し
か
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
理
の
当
然
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う 11
。

こ
の
こ
と
は
、
死
去
の
直
前
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
が
「
宗
教
的
道
徳
（
俗
諦
）
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
で

あ
る
こ
と
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
晩
年
の
思
想
的
テ
ー
マ
が
、「
宗
教
」
的
視
座
を
前
提
と
し
た
「
道
徳
」
と
い
う
も
の
が
如

何
に
成
り
立
つ
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
清
沢
の
い
う
「
宗
教
道
徳
」
と
は
、
宗
教
的
視
座
の
獲
得

の
う
え
に
成
立
す
る
道
徳
、
宗
教
を
「
根
基
」
と
し
て
成
り
立
つ
道
徳
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
道
徳
」

の
確
立
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
世
間
交
際
の
う
ち
に
生
じ
て
く
る
種
々
の
煩
悶
や
惑
乱
を
超
え
て
、
な
お
自
己
の
存
在
、
自
ら
の

生
を
肯
定
し
て
「
虚
心
平
気
」
に
生
き
ら
れ
る
心
境
を
開
発
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
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「
宗
教
」
と
は
、
清
沢
に
と
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
有
限
者
が
有
限
者
と
し
て
世
に
処
し
て
生
き
て
い
け
る
方
途
を
与
え
て
く
れ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た 12
。
そ
れ
は
ま
た
、
罪
悪
深
重
の
身
の
ま
ま
に
現
生
を
生
き
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る

道
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
彼
の
宗
教
思
想
に
と
っ
て
、
倫
道
徳
上
の
問
題
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
は
、
決
し
て
な

か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
倫
理
に
積
極
的
に
努
め
る
こ
と
が
宗
教
的
信
念
の
開
発
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
と
い
う
の
が
、
清
沢
の

説
く
「
精
神
主
義
」
の
肝
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ま
ず
し
っ
か
り
と
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
な
ぜ
清
沢
は
宗
教
的
信
念
の
開
発
の
た
め
に
、「
俗
諦
」、
す
な
わ
ち
「
倫
理
」
に
む
し
ろ
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
か
。
彼
は
、「
宗
教
的
道
徳
（
俗
諦
）
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
で
、
な
ぜ
真
宗
で
は
「
真
諦
」
の

教
え
と
並
ん
で
つ
ね
に
「
俗
諦
」
が
説
か
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
を
自
ら
提
起
し
、
独
自
の
解
釈
を
披
瀝
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
真
宗
の
教
え
で
「
俗
諦
」
の
重
要
性
が
説
か
れ
続
け
て
き
た
の
は
、「
俗
諦
」
す
な
わ
ち
倫
道
徳
が
教
え
る
教
え
を

立
派
に
や
り
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
し
に
、
私
た
ち
有
限
者
が
「
俗
諦
」
の
教
え
を
立

派
に
行
お
う
と
努
め
れ
ば
努
め
る
ほ
ど
、「
俗
諦
」
の
実
行
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
「
自
力
の

無
功
」
な
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う 13
。
高
弟
の
一
人
で
あ
っ
た
佐
々
木
月げ

っ

樵
し
ょ
う

は
、
そ
う
し
た
清
沢

の
思
想
を
「
道
徳
案
内
説
」
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
道
徳
に
積
極
的
に
努
め
励
も
う
と
す
る
姿
勢
が
、
人
を
ま
す
ま
す
深
い
宗
教

的
信
念
に
導
く
（
案
内
す
る
）
と
い
う
の
が
、
清
沢
が
描
こ
う
と
し
た
宗
教
と
道
徳
の
関
係
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
倫
理
や
道
徳
に
お
け
る
躓
き
の
経
験
か
ら
開
発
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
「
宗
教
的
信
念
」
は
、
絶
対
無
限
な

る
も
の
に
対
す
る
眼
差
し
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
形
作
ら
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
倫
道
徳
を
成
立
さ
せ
る
基
盤
と
な
る

と
い
う
の
が
、
晩
年
の
清
沢
が
力
点
を
置
い
て
主
張
す
る
「
宗
教
道
徳
」
の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
清
沢
の
「
精

神
主
義
」
に
お
い
て
は
、
倫
理
の
問
題
は
い
っ
た
ん
宗
教
的
視
座
が
獲
得
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
あ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
、
と
い
っ
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た
よ
う
な
も
の
で
は
、
断
じ
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

暁
烏
敏
の
宗
教
的
信
念
と
生
命
観

そ
れ
に
対
し
て
、
暁
烏
は
如
何
な
る
経
験
を
踏
ま
え
て
、
如
何
な
る
ル
ー
ト
で
「
宗
教
」
に
眼
が
開
か
れ
て
い
っ
た
の
か
。

「
我
を
し
て
宗
教
の
門
に
入
ら
し
め
し
は
、
こ
の
死
の
問
題
な
り
し
、
我
を
し
て
仏
の
懐
に
隠
れ
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
し
は
、

こ
の
死
の
恐
な
り
し 14
」
と
公
言
す
る
暁
烏
に
と
っ
て
、「
死
の
問
題
」「
死
」
に
対
す
る
恐
れ
が
、
決
定
的
に
重
要
な
契
機
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
〇
四
年
に
『
死
の
問
題
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
ま
で
出
版
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
己
の

「
死
」
が
、
彼
の
味
わ
う
「
宗
教
」
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
は
、
こ
の
書
に
表
白
さ

れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
言
葉
に
も
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

我
死
の
問
題
を
思
考
し
来
る
時
、
自
力
の
計
画
総
て
捨
て
ら
れ
、
あ
ら
ぬ
欲
望
と
愛
着
は
忽
ち
泡
と
消
え
、
た
だ
す
ら
に
自

己
の
は
な
か
さ
と
か
よ
わ
さ
と
に
心
奪
れ
、
仰
ひ
て
大
慈
の
御
親
に
す
か
る
の
外
に
途
な
き
な
り
。
我
は
実
に
こ
の
死
の
問

題
の
前
に
弱
き
為
め
に
慈
父
を
愛
す
る
こ
と
深
き
に
至
り
し
こ
と
幾
許
万
々
、
世
の
妄
念
を
掃
ひ
易
き
に
至
り
し
こ
と
幾
許

ぞ
や 15
。

し
ば
し
ば
述
懐
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
暁
烏
は
少
年
時
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
神
経
質
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
死
を
恐
れ
て
い
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
死
へ
の
強
い
恐
怖
心
は
、
生
涯
、
彼
を
捉
え
て
離
さ
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る 16
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
暁
烏
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
周
囲
の
人
々
に
「
と
て
も
二
十
五
ま
で
は
生
き
ら
れ
ま
い
」
と
さ
さ
や
か
れ
る
ほ
ど
身
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体
が
弱
か
っ
た
こ
と
や
、
十
一
歳
の
時
に
最
愛
の
父
と
死
に
別
れ
た
こ
と
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
自
己
分
析
を

行
っ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
「
死
」
の
恐
怖
心
を
少
し
で
も
和
ら
げ
、
何
と
か
「
死
の
問
題
」
を
乗
り
越
え
て
生
き
て
い
く
の
に

不
可
欠
だ
っ
た
も
の
、
そ
れ
が
「
宗
教
」
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
宗
教
」
と
の
出
会
い
の
プ
ロ
セ
ス
が
、「
自
力
無
功
」
の
感
得
を
通
じ
て
「
絶
対
無
限
」
に
対
向
し
、
宗
教
思
想

（「
精
神
主
義
」）
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
清
沢
の
プ
ロ
セ
ス
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
倫
道
徳

の
躓
き
か
ら
始
ま
る
清
沢
の
宗
教
的
信
念
や
思
想
が
、
必
然
的
に
倫
理
上
の
諸
問
題
、「
現
生
」
の
方
向
に
解
決
の
方
途
を
見
い

だ
し
て
い
く
の
と
は
対
照
的
に
、
死
の
恐
れ
を
克
服
し
た
い
一
心
か
ら
「
宗
教
」
へ
と
入
っ
て
い
く
暁
烏
の
場
合
は
、
死
の
恐
れ

の
克
服
そ
れ
自
体
に
解
決
の
道
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、「
宗
教
」
の
主
た
る
目
的
は
事
実
上
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
浄
土

門
の
教
え
で
は
我
々
の
死
の
あ
な
た
に
輝
か
し
い
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
す
。
そ
の
世
界
に
目
覚
め
て
、
そ
れ
に
照

ら
さ
れ
て
始
め
て
人
生
と
い
ふ
も
の
が
明
る
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す 17
」
と
い
っ
た
言
葉
に
は
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
象
徴
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
死
の
あ
な
た
」
の
「
輝
か
し
い
世
界
」
に
つ
い
て
語
る
暁
烏
に
と
っ
て
、「
死
の
恐
」
の
克
服
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
唯
一
の

希
望
は
、
死
ん
で
も
必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
、
そ
こ
で
永
遠
に
生
き
ら
れ
る
と
い
う
「
浄
土
門
の
教
え
」
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
死
ぬ
こ
と
は
決
し
て
気
の
毒
な
こ
と
で
は
な
い
。
変
な
こ
と
を
し
て
生
き
て
い
る
よ
り
は
死
ん
だ
方
が
よ
ほ
ど
よ
い
。
そ
し

て
「
死
が
き
た
ら
長
い
こ
と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
と
導
か
れ
る
ま
ま
に
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
へ
で
も
行
く
。
そ
こ
に
永
遠
の
命
が

あ
」
る 18
と
い
う
の
が
、
彼
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
浄
土
観
・
生
命
観
で
あ
っ
た
。
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倫
理
を
め
ぐ
る
思
想
の
展
開

清
沢
の
思
想
の
斬
新
さ
は
、
因
襲
的
な
浄
土
門
の
教
説
、
浄
土
教
の
理
解
に
対
し
て
、「
現
生
」、
す
な
わ
ち
こ
の
生
活
の
た
だ

な
か
に
お
い
て
、
自
身
の
「
信
念
の
幸
福
」
は
す
で
に
毎
日
毎
夜
に
実
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
来
世
に
ど
ん
な
生

が
待
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
自
分
は
一
切
問
題
に
し
な
い
と
、
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
っ
て
い
る
あ
た
り
に
も
指
摘
で
き
る
。

「
我
信
念
」
に
、「
来
世
の
幸
福
」
は
「
私
は
マ
ダ
実
験
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
処
に
陳
る
こ
と
は
出
来
ぬ
」
と
い
う
言
葉

も
見
え
る
が
、「
死
後
の
往
生
」
と
い
う
伝
統
的
教
説
に
対
し
て
、
自
ら
の
思
想
的
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出
す
こ
と
を
あ
え
て
し

て
い
る
の
で
あ
る 19
。

死
後
の
往
生
を
宗
教
上
の
課
題
と
は
し
な
か
っ
た
清
沢
と
、
死
後
の
往
生
に
宗
教
上
の
救
い
と
希
望
と
を
見
い
だ
し
た
暁
烏
。

そ
う
し
た
二
人
の
往
生
観
・
救
済
観
の
違
い
は
、
そ
の
後
の
思
想
的
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

か
。
そ
れ
が
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
が
、
両
者
の
間
の
倫
理
・
道
徳
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換

え
れ
ば
、
自
己
が
相
対
す
る
「
他
者
」
と
い
う
存
在
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
、
直
に

関
係
し
て
く
る
問
題
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
暁
烏
は
、
自
分
が
理
解
す
る
「
宗
教
」
の
あ
り
よ
う
と
、
師
で
あ
る
清
沢
が
理
解
す
る
「
宗
教
」
の
あ
り
よ
う
と

の
間
に
、
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
は
、
自
身
の
思
想
が
清
沢
の
思
想
の

延
長
上
に
あ
る
と
、
本
気
で
そ
う
信
じ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る 21
。

私
が
過
去
に
於
け
る
総
て
の
罪
悪
が
如
来
の
恩
寵
で
あ
る
と
味
ふ
や
う
に
未
来
の
罪
悪
も
亦
如
来
の
計
ら
ひ
で
あ
る
と
思
ひ

ま
す
。
私
の
罪
悪
は
な
か
な
か
止
ま
な
い
が
、
ど
ん
な
罪
悪
を
や
り
ま
し
て
も
、
過
去
の
総
て
の
罪
悪
が
喜
び
の
種
子
で
あ
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つ
た
や
う
に
未
来
の
罪
悪
も
過
去
の
天
地
に
な
ほ
る
時
に
は
や
は
り
如
来
の
恩
寵
と
味
は
る
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
過
去
の
一

部
を
引
受
け
て
計
ら
う
て
下
さ
つ
た
如
来
は
未
来
に
於
て
も
す
つ
か
り
引
受
け
て
下
さ
る
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
清
沢
先
生
は

こ
の
信
念
よ
り
し
て
、「
心
の
欲
す
る
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
て
、
何
を
や
つ
て
も
差
支
は
な
い
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
総
て
が

如
来
の
計
ら
ひ
で
あ
る
と
信
じ
た
上
で
な
く
て
は
、
こ
ん
な
大
膽
な
表
白
は
決
し
て
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
過
去

の
罪
悪
ま
で
が
如
来
の
恩
寵
で
あ
る
と
喜
ば
る
る
の
で
、
未
来
に
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
か
ま
わ
ぬ
と
い
ふ
覚
悟
が
出
て
来

る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
信
念
に
到
ら
ず
し
て
は
、
実
際
の
安
心
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す 21
。

こ
こ
に
紹
介
し
た
の
は
、
清
沢
の
死
か
ら
四
年
後
に
発
行
さ
れ
て
い
る
『
精
神
界
』（
第
九
巻
第
五
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
罪

悪
も
如
来
の
恩
寵
也
」
の
一
節
で
あ
る
。
暁
烏
は
こ
の
一
文
を
清
沢
満
之
の
絶
筆
「
我
信
念
」
の
「
内
容
的
註
釈
」
と
し
て
発
表

し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
自
体
、
注
目
に
価
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
な
か
で
「
心
の
欲
す
る
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
て
、
何
を
や
つ
て
も

差
支
は
な
い
」
と
い
う
師
の
言
葉
を
、
暁
烏
は
「
過
去
の
罪
悪
」
の
み
な
ら
ず
、
未
来
に
お
い
て
も
「
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
か

ま
わ
ぬ
」
と
い
う
教
え
と
受
け
止
め
、
自
身
の
解
釈
を
披
露
し
て
い
る
。
暁
烏
は
か
つ
て
『
精
神
界
』
誌
上
で
「
絶
待
無
限
、
衿

哀
大
悲
の
光
明
」
は
殺
生
や
姦
淫
、
偸
盗
、
妄
語
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
「
止
め
ざ
れ
ば
救
わ
ず
と
は
宣
わ
ず
」、
と

述
べ
て
大
い
に
物
議
を
醸
し
た
こ
と
が
あ
る
が 22
、
そ
う
し
た
主
張
が
な
さ
れ
た
の
も
、
清
沢
の
思
想
に
照
ら
し
て
十
分
に
擁
護
可

能
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
論
理
展
開
が
可
能
だ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
暁
烏
自
身
の
死
生
観
が
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
要
す
る
に
、
死
ん
で
浄
土
に
生
ま
れ
、「
永
遠
の
命
」
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
己
の
抱
え
た
現
世
の

課
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
現
世
の
こ
と
は
、
畢
竟
、
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
倫
理
や
道
徳
に
関

す
る
問
題
意
識
と
い
う
も
の
が
、
宗
教
的
な
課
題
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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清
沢
の
「
精
神
主
義
」
に
お
い
て
「
無
責
任
主
義
」
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。「
我
信
念
」
で
も
、
如
来
＝
絶
対

無
限
は
、「
私
の
一
切
の
行
為
に
就
て
責
任
を
負
ふ
て
下
さ
る
」
の
だ
か
ら
、「
何
事
で
も
、
私
は
只
自
分
の
気
の
向
ふ
所
心
の
欲

す
る
所
に
順
ふ
て
之
を
行
ふ
て
差
支
は
な
」
い
、「
其
行
ひ
が
過
失
で
あ
ら
う
と
罪
悪
で
あ
ら
う
と
、
少
し
も
懸
念
す
る
こ
と
は

入
ら
な
い
」
と
ま
で
、
自
己
の
宗
教
的
信
念
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
清
沢
の
説
く
「
無
責
任
主
義
」
は
、
あ
く
ま
で
も

「
全
責
任
主
義
」
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
そ
の
点
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う

な
ら
、
彼
の
主
張
す
る
「
無
責
任
主
義
」
は
、
単
に
「
全
責
任
主
義
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。

清
沢
独
自
の
表
現
に
「
落
在
者
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
彼
の
思
想
に
よ
れ
ば
、「
全
責
任
主
義
」
と
「
無
責
任
主
義
」
と
が

表
裏
一
体
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
、「
機
の
深
信
」
と
「
法
の
深
信
」
と
が
同
時
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
有
限
性
、
罪
悪

性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
世
界
を
生
き
生
き
と
力
強
く
生
き
て
い
け
る
力
が
与
え
ら
れ
る
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
「
落

在
者
」
と
し
て
「
絶
対
無
限
」
に
乗
托
し
た
生
活
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る
。
清
沢
の
主
張
す
る
「
精
神
主
義
」
と
は
、
そ
う
し

た
「
落
在
者
」
の
生
き
様
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
清
沢
の
思
想
が
い
く
ら
倫
道
徳
の
側
面
を
重
視
し
て
い
る
と
は
い
え
、
一
方
の
極
に
「
無
責
任
主
義
」
を
捉
え

て
い
る
こ
と
は
事
実
で
、
そ
の
方
面
の
視
座
を
欠
い
て
は
、
彼
の
い
う
「
宗
教
道
徳
」
は
と
う
て
い
成
り
立
ち
得
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
暁
烏
は
、
清
沢
の
説
く
「
無
責
任
主
義
」
の
方
面
だ
け
に
着
目
し
て
、
そ
れ
を
自
説
に
都
合
よ
く

取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
が
も
つ
倫
理
方
面
の
視
座
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
宗
教
的
信

念
が
一
足
飛
び
に
世
俗
道
徳
を
顧
み
な
い
「
恩
寵
主
義
」
の
味
わ
い
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
よ
う
な
言
説
が
、
際
限
な
く
生
み
出

さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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清
沢
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
「
倫
理
」

清
沢
の
思
想
に
あ
っ
て
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
如
意
」
と
「
不
如
意
」
と
の
区
別
が
説
か
れ
て
い
た
り
、
未
来
の

こ
と
に
つ
い
て
は
「
奮
励
主
義
」
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
り
す
る
と
い
う
点
で
あ
る 23
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
清
沢
の

場
合
、
倫
理
上
の
問
題
が
困
難
に
直
面
し
た
と
き
、
何
で
も
か
ん
で
も
「
無
責
任
主
義
」
に
一
足
飛
び
に
至
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
如
意
」
と
「
不
如
意
」、「
責
任
」
と
「
無
責
任
」
の
間
に
、
相
応
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
成
り
立
つ
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

晩
年
の
日
記
に
、
次
の
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

既
ニ
殺
戮
餓
死
ヲ
覚
悟
ス　

若
シ
衣
食
ア
ラ
ハ
之
ヲ
受
用
ス
ベ
シ
尽
レ
ハ
従
容
就
死
ス
ベ
キ
ナ
リ

　

而
シ
テ
若
シ
妻
子
眷
属
ア
ル
モ
ノ
ハ
先
ツ
彼
等
ノ
衣
食
ヲ
先
ト
ス
ベ
シ　

即
チ
我
有
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
我
ヲ
措
テ
先
ツ
彼
等

ニ
給
与
ス
ベ
シ　

其
残
ル
所
ヲ
以
テ
我
ヲ
被
養
ス
ベ
キ
ナ
リ　

只
我
死
セ
ハ
彼
等
如
何
ニ
シ
テ
被
養
ヲ
得
ン
ト
苦
慮
ス
ル
コ

ト
勿
レ　

此
ニ
ハ
天
道
ノ
大
命
ヲ
確
信
セ
ハ
足
レ
リ 24

  

こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
の
前
段
に
は
、「
独
立
者
ハ
常
ニ
生
死
巌
頭
ニ
立
在
ス
ベ
キ
」
で
あ
り
、「
殺
戮
餓
死
固
ヨ
リ
覚
悟
ノ
事

タ
ル
ベ
キ
ナ
リ
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
る
が
、
も
し
か
り
に
、
清
沢
が
死
後
の
浄
土
の
永
遠
の
命
を
信
じ
る
こ
と
で
「
殺
戮
餓

死
」
の
覚
悟
を
決
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
妻
子
眷
属
の
衣
食
を
先
と
す
べ
し
、
な
ど
と
い
っ
た
発
想
は
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
大
い
な
る
生
命
、
永
遠
の
命
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
は
、
自
分
の
命
と
妻
子
眷
属
の
命
の
間
に
意

味
や
価
値
の
違
い
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
原
理
的
に
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
死
ね
ば
浄
土
」
で
救
わ
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れ
る
の
な
ら
、
誰
が
先
に
死
の
う
が
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で
は
、
他
者
と
自
己
の
命
の
重
み
は
、
必
ず

し
も
同
等
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
そ
う
し
た
論
理
だ
け
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
何
か
が
見
据
え
ら

れ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
自
分
の
命
よ
り
も
妻
子
の
命
を
優
先
す
べ
し
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
倫
理
的
な
視
座
が
入
り
込
ん
で
い
る
か

ら
だ
と
解
釈
す
る
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
清
沢
も
、
究
極
的
に
は
妻
子
眷
属
の
命
運
は
「
天
道
ノ
大
命
」
に
任

せ
て
「
苦
慮
ス
ル
コ
ト
勿
レ
」
と
「
無
責
任
主
義
」
を
唱
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
彼
ら
を
助
け
る
道
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
限
り
は
、
自
己
の
命
を
差
し
措
い
て
も
彼
ら
の
命
を
先
に
せ
よ
、
と
主
張
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

清
沢
に
と
っ
て
、
信
念
と
は
一
人
称
単
数
の
自
己
に
お
い
て
し
か
成
立
し
な
い
も
の
、
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
子
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
親
の
命
を
先
に
す
べ
し
、
妻
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
夫
の
命
を
先
に
す
べ
し
と
さ
れ
る
こ
と

は
、
十
分
に
あ
り
得
べ
き
論
理
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
モ
ザ
イ
ク
模
様
の
論
理
が
成
り
立
つ
の
は
、
信
念
と

い
う
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
我
信
念
」
な
の
で
あ
っ
て
、
他
人
と
は
共
有
さ
れ
得
な
い
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
相

違
な
い
。

し
か
る
に
、
暁
烏
の
語
り
で
は
、
清
沢
に
お
い
て
「
吾
人
」
一
人
に
し
か
成
立
し
得
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
信
念
の
問
題
が
、

い
と
も
簡
単
に
「
我
ら
」
の
問
題
に
置
き
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

大
体
人
間
は
生
れ
た
ら
死
な
に
や
な
ら
ん
の
だ
か
ら
、
き
つ
と
お
別
れ
に
あ
う
て
ゆ
か
に
や
な
ら
ぬ
。
そ
の
中
に
何
が
き
て

も
そ
れ
に
驚
か
ぬ
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
ぬ
、
そ
れ
に
く
く
ら
れ
ぬ
、
と
う
い
ふ
こ
と
が
教
の
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ

こ
が
い
た
だ
か
れ
た
と
き
、
助
か
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
お
助
け
を
い
た
だ
い
て
を
る
と
、
さ
あ
何
で
も
こ
い
、
と

い
ふ
覚
悟
が
出
来
る 25
。
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こ
う
し
た
信
念
の
表
明
一
つ
を
と
っ
て
も
、「
我
一
人
」
の
視
点
か
ら
発
せ
ら
れ
た
の
も
の
と
は
い
い
難
い
。
人
間
は
生
ま
れ

た
か
ら
に
は
い
ず
れ
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
如
来
大
悲
の
教
え
の
お
助
け
を
い
た
だ
い
た
な
ら
ば
「
さ
あ
何
で
も
こ
い
、

と
い
ふ
覚
悟
が
出
来
る
」、
な
ど
と
い
っ
た
勇
ま
し
い
信
念
の
表
明
に
は
、
ど
こ
か
他
人
に
も
同
じ
覚
悟
を
求
め
る
か
の
よ
う
な

響
き
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
う
し
た
言
葉
の
背
景
に
は
、
死
の
恐
れ
を
克
服
し
、
死
を
恐
れ
な
い
心
境
の
獲
得
が
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
が 26
、
清
沢
は
弟
子
た
ち
に
常
々
「
他
人
ノ
云
為
ニ
干
渉 27
」
す
る
よ
う
な
語
り
の
あ
り
よ
う
を
戒
め
て
い
た
と
も

い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
語
り
口
は
、
清
沢
が
最
も
嫌
っ
た
説
法
者
の
語
り
口
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
死
後
の
永
遠
の
命
に
対
す
る
暁
烏
の
信
念
は
、「
他
人
に
強
て
か
う
せ
よ
と
勧
め
る 28
」
が
ご
と
き
強
情
的
な
口
ぶ
り
に

乗
せ
て
、
し
か
も
清
沢
の
信
念
に
重
ね
合
わ
せ
た
か
た
ち
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
く
る
。

私
の
師
匠
清
沢
先
生
は
、
人
間
が
死
ぬ
こ
と
が
恐
ろ
し
い
や
う
で
何
か
出
来
る
か
、
と
い
つ
も
云
は
れ
ま
し
た
。
戦
争
ば
か

り
で
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
文
化
的
の
仕
事
で
も
、
死
を
賭
し
て
や
ら
に
や
ろ
く
な
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん 29
。

こ
こ
で
暁
烏
は
、
ま
た
も
や
清
沢
の
言
葉
を
都
合
よ
く
解
釈
し
て
、
た
と
え
戦
争
で
あ
っ
て
も
死
を
賭
し
て
や
れ
、
と
ま
で
高

弁
し
て
み
せ
る
。
戦
争
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
倫
理
上
の
懸
案
を
含
む
重
大
事
件
で
あ
ろ
う
。
ひ
ろ
く
他
者
の
問
題
を

含
ん
だ
倫
理
上
の
諸
問
題
に
躓
く
こ
と
か
ら
「
宗
教
」
に
入
っ
て
い
っ
た
清
沢
の
思
想
と
、
自
己
の
「
死
の
問
題
」
を
越
え
る
と

い
う
個
人
的
課
題
を
克
服
し
、
戦
争
を
も
肯
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
暁
烏
の
語
り
と
は
、
内
的
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
関

連
し
得
る
の
か
。
い
わ
ゆ
る
戦
時
教
学
へ
と
発
展
・
展
開
し
て
い
く
暁
烏
の
思
想
的
素
地
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
あ
た
り

に
指
摘
で
き
る
に
違
い
な
い
。
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無
限
を
何
に
見
る
か―

「
戦
争
」
を
め
ぐ
っ
て

清
沢
晩
年
の
日
記
『
臘
扇
記
』
に
「
生
ノ
ミ
ガ
吾
人
ニ
ア
ラ
ス
。
死
モ
亦
吾
人
ナ
リ
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、「
死
モ
亦
吾
人
ナ
リ
」
と
捉
え
る
死
生
観
の
裏
に
、
よ
り
大
き
な
命
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
、
有
限
な
自
己
の
死
生
は
、
彼
が
「
絶
対
無
限
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
「
命
」
を
包
み
込
む
は
た
ら
き
の
う
ち

に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

清
沢
に
大
い
な
る
命
の
存
在
が
確
信
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
来
世
の
幸
福
に
つ
な
が
る

命
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
は
一
切
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
し
、「
浄
土
」「
往
生
」
な
ど
と
い
っ
た
真
宗
に
か
か
わ
る
用

語
の
使
用
す
ら
、
意
図
的
に
避
け
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
真
宗
の
教
え
は
、「
愚
夫
愚
婦
の
宗
教
」
と
も
い
わ
れ
、
長
い

間
、
封
建
的
社
会
を
支
え
る
有
効
な
思
想
的
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
教
え
の
一
つ
が
「
死
後

の
往
生
」
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
真
宗
が
死
後
の
幸
福
を
保
証
す
る
教
え
と
し
て
多
く
の
人
々
に
支
持
さ
れ
、
安
心
を
与
え
て
き

た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
世
で
叶
わ
ぬ
願
い
も
、
念
仏
し
て
死
後
、
浄
土
に
生
ま
れ
れ
ば
、
必
ず
や
実
現
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
教
え
は
、
負
の
影
響
と
し
て
は
、
人
々
の
目
を
現
実
の
苦
し
み
か
ら
来
世
に
向
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
人
事
上
で
解

決
が
可
能
な
問
題
の
多
く
を
隠
蔽
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。

戦
争
は
、
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
罪
悪
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
一
人
一
人
の
人
間
は
、
い
っ
た

ん
戦
争
と
い
う
巨
大
な
社
会
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
え
ば
、
な
す
術
な
く
翻
弄
さ
れ
て
い
く
よ
り
ほ
か
な
い
無
力
な
存
在
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
と
、
先
頭
切
っ
て
陣
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
人
々
を
積
極
的
に
戦
争
へ
と
駆
り
立
て
て
い

く
こ
と
と
の
間
に
は
、
雲
泥
の
開
き
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
し
て
「
お
浄
土
ま
ゐ
り
」
と
称
し
て
「
衆
と
共
に
命
を
捧

げ
て
御
奉
公
を
申
し
あ
げ
る 31
」
と
ま
で
謳
い
、
多
く
の
同
胞
を
戦
場
に
送
り
込
ん
で
い
っ
た
暁
烏
の
言
動
は
、
宗
教
者
の
所
業
と
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し
て
強
い
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。

進
撃
は
平
和
ま
で
で
あ
り
ま
す
。「
此
の
願
満
足
せ
ず
ば
誓
ふ
正
覚
を
取
ら
じ
」
こ
の
世
界
が
お
浄
土
に
な
る
ま
で
我
が
日

本
の
皇
軍
は
進
軍
を
止
め
ん
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
か
う
し
た
偉
大
な
精
神
的
の
戦
に
参
与
せ
し
め
ら
れ
る
現
代
に
生
れ

合
せ
た
我
々
は
非
常
な
光
栄
で
あ
り
ま
す
。
又
喜
び
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す 31
。

こ
の
よ
う
に
暁
烏
は
、
戦
争
の
遂
行
を
弥
陀
の
本
願
成
就
に
な
ぞ
ら
え
、
念
仏
者
と
し
て
積
極
的
に
戦
争
に
荷
担
し
て
い
く
よ

う
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
戦
地
へ
と
赴
く
軍
人
た
ち
の
慰
み
は
、
死
後
の
浄
土
で
の
親
し
い
人
達
と
の
再
会
に
保
証
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
真
宗
で
説
か
れ
る
「
往
還
二
回
向
」
論
を
独
自

に
解
釈
し
て
、「
死
ん
だ
ら
生
れ
変
つ
て
く
る
。
幸
に
お
浄
土
へ
行
つ
た
ら
、
す
ぐ
ま
た
日
本
に
か
へ
つ
て
く
る
」、
そ
れ
が
自
分

の
信
念
の
目
的
だ
と
ま
で
い
っ
て
の
け
る 32
。
何
度
で
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
日
本
の
た
め
、
天
皇
の
た
め
、
敵
国
の
目
を
醒
ま
さ

せ
ん
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
も
奉
公
せ
よ
と
説
く
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
ど
こ
を
ど
う
解
釈
す
れ
ば
、「
絶
対
無
限
」
を
奉
ず
る
清
沢
の
思
想
が
、
そ
の
よ
う
な
教
説
に
結
び
つ
く
の
か 33
。
だ

い
い
ち
「
無
限
」
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
絶
対
の
「
無
限
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
有
限
」
な
も
の
で
は
な
い
。
清
沢
は
絶
対

無
限
を
「
理
想
」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
彼
に
と
っ
て
「
宗
教
」
と
は
、
有
限
者
で
あ
る
私
た
ち
を
万
物
一
体

の
「
理
想
」
の
実
現
へ
と
向
か
わ
し
め
る
も
の
、
際
限
の
な
い
反
省
を
私
た
ち
の
現
実
の
身
の
上
に
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
固
着
し
た
教
義
や
神
の
よ
う
な
実
在
者
は
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
「
有
限
」

な
も
の
の
う
ち
に
安
易
に
「
絶
対
」
を
見
て
安
心
す
る
の
と
同
時
に
、
不
断
の
反
省
の
眼
差
し
や
、
理
想
へ
と
向
か
う
現
実
の
姿

勢
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
警
戒
を
、
つ
ね
に
怠
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
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真
の
大
安
慰
の
思
念
に
住
す
る
者
は
、
国
家
を
以
て
最
後
の
依
憑
者
と
な
さ
ず
、
父
母
を
以
て
も
最
後
の
依
憑
者
と
な
さ
ず
、

金
銭
位
階
の
如
き
勿
論
依
憑
者
と
成
さ
ざ
る
な
り
。
唯
だ
絶
対
に
依
憑
す
可
き
者
は
、
独
り
如
来
の
慈
光
の
み
、
大
悲
の
救

済
の
み 34
。

こ
う
し
た
言
葉
な
ど
は
、「
有
限
」
な
る
も
の
の
う
ち
に
「
絶
対
無
限
」
を
見
て
、
そ
れ
に
「
依
憑
」
し
が
ち
な
人
性
に
対
す

る
警
策
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
沢
に
と
っ
て
、
私
た
ち
を
存
在
さ
せ
、
生
か
し
め
て
く
れ
て
い
る
宇
宙
の
本
体
で

あ
る
と
こ
ろ
の
「
絶
対
無
限
」
は
、
そ
れ
が
絶
対
で
あ
る
以
上
、
特
定
の
神
仏
な
ど
の
名
で
語
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
無
限
の
「
理
想
」
か
ら
、
有
限
者
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
よ
う
を
た
え
ず
点
検
す
る
眼
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
清

沢
の
捉
え
る
と
こ
ろ
の
「
宗
教
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
で
あ
れ
ゴ
ッ
ド
で
あ
れ
、
特
定
の
存
在
と
し
て
信
奉

さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
排
他
性
や
党
派
制
の
生
じ
て
き
て
し
ま
う
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
想

像
の
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
清
沢
の
高
弟
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
暁
烏
は
、
師
の
懸
念
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
自
身
の
思
想
を
真
宗
の
用

語
を
用
い
て
積
極
的
に
語
り
、
さ
ら
に
は
真
宗
の
立
場
を
も
超
え
出
て
、
超
国
家
主
義
的
な
立
場
か
ら
言
説
を
紡
い
で
い
く
よ
う

に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
天
皇
と
い
う
存
在
や
日
本
と
い
う
国
に
阿
弥
陀
仏
を
重
ね
合
わ
せ
、
つ
い
に
は
阿
弥
陀
仏
さ
え
も
天
皇

や
日
本
の
神
の
従
位
に
置
く
か
の
ご
と
き
言
説
を
生
産
し
て
い
く
よ
う
に
な
る 35
。

そ
こ
に
は
、
同
胞
で
あ
る
日
本
人
の
命
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
敵
国
人
の
命
や
日
本
軍
の
進
軍
に
よ
っ

て
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
く
人
々
の
命
に
対
す
る
眼
差
し
な
ど
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い
い
。「
淫
祠
邪
教
に
陥
つ
て
」、

日
本
と
い
う
偉
大
な
国
家
、
絶
対
神
聖
の
天
皇
を
奉
ず
る
「
我
が
国
体
の
尊
厳
を
侵
し
、
人
を
た
ぶ
ら
か
す
」
も
の
は
、「
仮
借

な
し
に
こ
れ
を
足
蹴
に
か
け
て
ふ
み
に
じ
つ
て
も
よ
い 36
」
と
ま
で
主
張
す
る
暁
烏
の
「
正
義
」
は
、
も
は
や
清
沢
の
説
く
「
精
神
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主
義
」
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
絶
対
無
限
の
「
理
想
」
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

日
本
だ
け
に
「
正
義
」
が
あ
る
と
い
っ
た
見
か
た
な
ど
、
と
う
て
い
成
り
立
つ
は
ず
が
な
い
。
絶
対
無
限
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
日

本
の
「
義
」
も
ま
た
、
有
限
な
「
義
」
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
。

「
念
仏
」
の
効
用
に
つ
い
て
、
清
沢
は
「
わ
れ
、
他
力
の
救
済
を
念
す
る
と
き
は
、
我
か
世
に
属
す
る
の
道
開
け
、
わ
れ
、
他

力
の
救
済
を
忘
る
る
と
き
は
、
我
か
世
に
処
す
る
の
道
閉
つ
」
と
い
う
言
葉
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
如
来
の
視
点
に

仮
託
さ
れ
る
「
理
想
」
の
観
点
か
ら
、
有
限
の
世
界
に
絡
め
取
ら
れ
て
身
動
き
の
と
れ
な
い
自
己
の
「
愚
」
が
あ
ら
た
め
て
照
ら

し
出
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
有
限
な
今
こ
こ
の
生
に
無
限
の
如
来
の
は
た
ら
き
が
取
り
込
ま
れ
る
と
同
時
に
、
ど
こ
ま
で
も
愚

か
な
、
有
限
な
自
己
の
視
点
を
た
よ
り
に
、
自
分
自
身
が
そ
の
時
々
に
下
し
た
判
断
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
く
生
き
か

た
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
の
具
体
的
な
要
求
も
な
け
れ
ば
命
令
も
な
い
。
ま
し
て
天
皇

や
国
家
な
ど
と
い
っ
た
「
有
限
」
を
「
絶
対
」
に
見
立
て
、
そ
れ
ら
へ
の
服
従
を
説
く
よ
う
な
思
想
が
、
ど
れ
ほ
ど
清
沢
の
説
く

「
精
神
主
義
」
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
も
は
や
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

念
仏
を
通
じ
て
、
煩
悩
に
曇
ら
さ
れ
た
自
己
の
眼
に
絶
え
ず
気
づ
か
さ
れ
、
愚
か
な
身
な
が
ら
も
こ
の
世
界
で
自
ら
が
何
と
か

判
断
し
行
動
し
て
い
け
る
道
が
拓
か
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
こ
そ
、
絶
対
無
限
を
念
ず
る
と
い
う
行
為
の
意
味
と
最
大
の
効
用
が
あ

る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

結
び
に
か
え
て

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
思
想
の
間
に
は
、
表
面
上
の
類
似
性
の
皮
を
剥
い
で
み
れ
ば
、
根
本
的
な
次
元
に
お
い
て
似
て
非
な
る

も
の
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
相
違
は
、
と
り
わ
け
、
倫
理
と
い
う
も
の
に
ど
う
向
き
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合
う
か
と
い
う
点
で
、
大
き
な
違
い
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

暁
烏
の
清
沢
理
解
は
、
彼
自
身
の
自
認
や
自
負
と
は
裏
腹
に
、
明
ら
か
な
逸
脱
・
暴
走
を
孕
ん
で
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
も
、
彼
は
純
粋
無
邪
気
に
師
の
思
想
を
誤
解
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
初
か
ら
、
哲
学
者
で
あ
る
清
沢
の
思
想
に
違
和
感
を

覚
え
て
い
て
、
師
で
あ
る
は
ず
の
清
沢
に
、
自
ら
が
理
想
と
し
、
自
身
が
味
わ
っ
て
き
た
の
と
同
じ
「
真
宗
の
宗
乗
」
の
味
わ
い

を
語
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
を
強
く
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
弟
子
は
勿
論
師
匠
に
感
化
せ
ら
れ
る
が
、
師
匠
も
又
弟
子
の
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る 37

」
と
は
、
暁
烏
敏
の
指
導
の
も
と
、

昭
和
二
六
年
に
西
村
見
暁
が
出
版
し
て
い
る
伝
記
、『
清
沢
満
之
先
生
』
に
あ
る
言
葉
だ
が
、
現
実
に
は
、
む
し
ろ
両
者
の
間
に

は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
思
想
的
影
響
関
係
な
ど
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
清
沢
は
生
前
、
宗
教
的
な
感
動
に

溺
れ
や
す
い
暁
烏
に
、
し
ば
し
ば
「
冷
い
理
性
の
水
を
注
い
で
鍛
え
」
て
い
た
と
い
わ
れ
る 38
。
そ
れ
に
対
し
暁
烏
は
、「
何
を
生

意
気
な
」
と
、
そ
の
た
び
に
師
と
対
等
に
張
り
合
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
清
沢
の
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
清
沢
満
之
、
そ

の
人
の
思
想
で
あ
り
、
暁
烏
の
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
暁
烏
敏
そ
の
人
の
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
在
で
も
、
清
沢
の
思
想
に
は
戦
争
賛
美
に
結
び
つ
く
思
想
的
芽
が
胚
胎
し
て
い
る
と
い
っ
た
理
解
は
根
強
く
存
在
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
思
想
の
萌
芽
は
、
清
沢
の
名
前
で
発
表
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
的
信
念
の
必
須
条
件
」
と
い
う
講
話
文
に
見
ら
れ
る
「
国

に
事
あ
る
時
は
銃
を
肩
に
し
て
戦
争
に
出
か
け
る
も
よ
い
」
と
い
う
表
現
な
ど
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の

一
文
に
関
し
て
い
え
ば
、
暁
烏
の
執
筆
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る 39
。
詳
細
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
清
沢
晩
年
の
思
想
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
精
神
主
義
」
の
思
想
に
は
、
暁
烏
を
中
心
に
、
幾
人
か
の
門
弟
ら

の
思
想
が
少
な
か
ら
ず
紛
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

清
沢
満
之
の
思
想
が
、
無
邪
気
な
戦
争
賛
美
に
つ
な
が
り
得
る
も
の
か
ど
う
か
、
戦
争
を
積
極
的
に
推
進
す
る
よ
う
な
言
説
を

生
む
論
理
を
内
包
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
再
度
整
理
し
た
う
え
で
、
今
後
、
さ
ら
に
詳
細
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に
検
討
・
検
証
さ
れ
て
い
く
必
要
の
あ
る
課
題
で
あ
ろ
う
。

■ 
註

1 
暁
烏
敏
『
更
生
の
前
後
』（「
清
沢
先
生
へ
」）（『
暁
烏
敏
全
集
』
第
一
二
巻
、
涼
風
学
舎
、
一
九
七
九
年
）
七
頁
。

2 

毎
田
周
一
「
先
師
と
清
沢
師
」（『
毎
田
周
一
全
集
』
第
七
巻
、
毎
田
周
一
全
集
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
）
四
〇
三
頁
。

3 

拙
著
「
雑
誌
『
精
神
界
』
所
収
論
文
を
め
ぐ
る
諸
問
題―

「
他
力
の
救
済
」「
我
信
念
」
を
中
心
に
」（『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
九
号
、

親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

4 

拙
著
「『
精
神
主
義
』
は
だ
れ
の
思
想
か―

雑
誌
『
精
神
界
』
と
暁
烏
敏
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
四
一
号
、
日
本
思
想
史
学
会
、

二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

5 

『
願
慧
』
昭
和
一
八
年
七
月
号
収
録
の
「
清
沢
先
生
満
四
十
年
忌
」
で
、
暁
烏
は
「
先
生
の
人
格
と
信
念
が
大
谷
派
一
派
に
清
気
を
与
へ
、

戦
時
下
の
日
本
の
推
進
力
と
な
る
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
き
極
み
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

6 

実
際
、
清
沢
は
「
衆
生
」
だ
け
で
な
く
草
木
瓦
石
に
も
「
霊
魂
」
が
あ
り
、
一
切
諸
物
に
生
命
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
清
沢
満
之
の
霊
魂
論
」（『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
二
号
、
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参

照
の
こ
と
。

7 

『
涅
槃
経
』
に
も
「
一
切
衆
生
の
生
命
は
如
来
よ
り
出
づ
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
絶
対
無
限
」
と
し
て
の
如

来
を
一
切
衆
生
の
生
命
の
本
源
で
あ
る
と
す
る
清
沢
の
理
解
は
、
真
宗
の
思
想
に
照
ら
し
て
決
し
て
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
あ
た
り
ま
で
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
清
沢
と
暁
烏
の
間
に
見
解
の
相
違
は
な
い
と
見
て
よ
い
。

8 

『
清
沢
満
之
全
集
』
第
三
巻
（
有
光
社
、
一
九
三
五
年
）
二
五
六
頁
。

9 

た
と
え
ば
安
藤
州
一
『
清
沢
先
生
信
仰
坐
談
』（
浩
々
洞
出
版
部
、
一
九
〇
四
年
、
一
二
一
～
一
二
四
頁
）
に
、
死
の
問
題
の
解
決
は
、

「
現
在
憂
苦
の
問
題
」
の
解
決
の
た
め
に
不
可
欠
で
、「
パ
ン
の
問
題
」、「
妻
子
死
別
の
問
題
」、「
侮
辱
に
対
す
る
安
慰
」
な
ど
の
問
題
は
、
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決
し
て
生
活
問
題
の
範
囲
内
で
決
着
の
つ
く
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
と
述
べ
た
と
さ
れ
る
、
清
沢
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

11 

清
沢
は
絶
筆
と
な
っ
た
「
我
信
念
」
で
、
自
身
の
「
信
念
の
大
要
点
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

 

　

「
私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
て
、
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
、
と
云
ふ
点
が
あ
り
ま
す　

此
自
力
の
無
功

な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
其
頭
の
挙
げ
や
う
の
な
い
様
に
な
る
、
と
云
ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

此
が
甚
だ
骨
の
折
れ
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
、
其
窮
極
の
達
せ
ら
る
る
前
に
も
、
随
分
宗
教
的
信
念
は
コ
ン
ナ
も
の
で
あ
る
、
と
云
ふ

様
な
決
着
は
、
時
々
出
来
ま
し
た
が
、
其
が
後
か
ら
後
か
ら
打
ち
壊
は
さ
れ
て
し
ま
う
た
こ
と
が
、
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
、
論
理
や
研

究
で
宗
教
を
建
立
し
や
う
と
思
ふ
て
居
る
間
は
、
此
難
を
免
れ
ま
せ
ぬ
、
何
が
善
だ
や
ら
悪
だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
非
真
理
だ
や
ら
、

何
が
幸
福
だ
や
ら
不
幸
だ
や
ら
、
一
つ
も
分
る
も
の
で
な
い
、
我
に
は
ナ
ン
ニ
モ
分
ら
な
い
、
と
な
り
た
処
で
、
一
切
の
事
を
挙
げ
て
、

悉
く
之
を
如
来
に
信
頼
す
る
、
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
た
の
が
、
私
の
信
念
の
大
要
点
で
あ
り
ま
す
」。

 

　

真
宗
の
用
語
に
依
ら
ず
に
自
己
の
信
念
を
語
る
こ
と
に
つ
と
め
た
清
沢
は
、
こ
こ
で
「
機
の
深
信
」「
法
の
深
信
」
と
い
う
表
現
は

使
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
」
と
は
「
機
の
深
信
」
を
、「
一
切
の
事
を
挙
げ
て
、
悉

く
之
を
如
来
に
信
頼
す
る
」
と
い
う
の
は
、「
法
の
深
信
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
「
在
床

懺
悔
録
」
の
中
で
「
機
ノ
深
信
ト
ハ
我
身
ノ
罪
悪
深
重
ナ
ル
ヲ
確
信
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
法
ノ
深
信
ト
ハ
大
悲
救
済
ノ
広
大
ナ
ル
ヲ
深
信

ス
ル
コ
ト
ナ
リ
」
と
「
機
法
二
種
ノ
深
信
」
に
触
れ
て
い
た
り
、「
有
限
無
限
録
」
の
中
で
「
身
心
脱
落
」「
脱
落
身
心
」
と
い
う
道
元

の
言
葉
に
対
し
て
「
身
心
脱
落
ハ
機
ノ
深
信
ナ
リ　

脱
落
身
心
ハ
法
ノ
深
信
ナ
リ
」
な
ど
と
述
べ
て
い
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
在
床

懺
悔
録
」
に
言
わ
れ
る
「
我
身
ノ
罪
悪
深
重
ナ
ル
ヲ
確
信
ス
ル
コ
ト
」
は
、
真
宗
に
と
っ
て
決
定
的
な
信
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
清
沢
は
か
か
る
信
念
を
「
自
力
無
功
の
信
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

　

ま
た
、「
宗
教
哲
学
初
稿
」
に
は
「
他
力
門
ニ
ア
リ
テ
ハ
報
身
ヲ
深
信
ス
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
る
。
こ
れ
は
「
自
心
自
力
ナ
ル
モ
ノ

ア
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
い
う
自
己
の
押
さ
え
を
前
提
に
語
ら
れ
る
「
深
信
」
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
が
、
報
身
＝
阿
弥
陀
仏
を
深
信
す
る
と
は
、

「
い
ろ
も
か
た
ち
も
な
き
」
法
身
を
信
ず
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 

　

そ
の
よ
う
な
如
来
＝
他
力
を
深
く
信
じ
る
と
き
、
自
力
の
無
功
を
信
じ
る
と
き
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
念
が
湧
起
し
て
く
る
の
か
。

「
臘
扇
記
〔
第
一
号
〕」
に
「
吾
人
ハ
他
力
ヲ
信
セ
バ
益
々
修
善
ヲ
勤
メ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
（
是
レ
信
者
ノ
胸
中
ニ
湧
起
ス
ル
自
然
ノ
意
念



死生学研究 16 号

98

タ
ル
ベ
シ
）」
と
い
う
言
葉
が
確
認
で
き
る
。
な
ぜ
信
者
の
胸
中
に
そ
の
よ
う
な
意
念
が
生
じ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
「
自
然
ノ
意
念
」
と

し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
清
沢
は
自
己
の
信
の
実
験
（
実
体
験
）
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
自
力
無
功
の
信
の
自
然
の
成
り

行
き
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
『
深
信
』
の
構
造
」（『
倫
理
学
年
報
』
五
八
集
、
日
本
倫

理
学
会
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

11 

こ
の
こ
と
は
、
安
藤
州
一
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
『
清
沢
満
之
信
仰
坐
談
』（
六
五
頁
）
が
伝
え
る
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
垣
間
見
え
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
岡
子
規
が
日
記
に
綴
っ
て
い
る
、
こ
れ
ま
で
は
「
宗
教
上
の
悟
り
な
る
も
の
」「
悟
道
の
真
意
」
を
、「
如
何
な
る

時
に
於
て
も
、
平
気
に
死
す
る
こ
と
を
得
る
」
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
は
「
如
何
な
る
困
難
の
苦
境
に
も
、
平
気

に
活
く
る
こ
と
を
得
る
」
こ
と
に
こ
そ
「
悟
道
の
真
意
」
が
あ
る
の
だ
と
わ
か
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
の
文
章
に
触
れ
て
、
清
沢
は
「
こ

の
語
あ
る
か
な
、
こ
の
語
あ
る
か
な
、
真
に
是
れ
悟
道
絃
上
の
響
き
な
り
」
と
「
莞
爾
と
し
て
掌
を
撫
し
」
な
が
ら
感
想
を
述
べ
ら
れ

た
と
さ
れ
る
。

12 

明
治
三
六
年
の
四
月
に
真
宗
大
学
で
開
か
れ
た
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
会
」
の
祝
辞
と
し
て
書
き
送
っ
た
文
章
「
他
力
の
救
済
」
に
、
清

沢
は
「
わ
れ
、
他
力
の
救
済
を
念
す
る
と
き
は
、
我
か
世
に
属
す
る
の
道
開
け
、
わ
れ
、
他
力
の
救
済
を
忘
る
る
と
き
は
、
我
か
世
に

処
す
る
の
道
閉
つ
」
と
綴
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
清
沢
に
と
っ
て
、
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
こ
と
、
つ
ま
り
宗
教
的
視
座
を

も
ち
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
倫
理
に
躓
き
、
処
世
の
道
の
閉
ざ
さ
れ
た
自
己
に
、
世
に
処
す
る
道
の
開
け
を
も
た
ら
す
唯
一
の
方
途
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

13 

た
と
え
ば
「
宗
教
的
道
徳
（
俗
諦
）
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」（『
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
に
は
、「
其

実
行
が
出
来
る
と
云
ふ
方
が
主
眼
で
は
な
く
し
て
、
其
実
行
の
出
来
さ
る
こ
と
を
感
知
せ
し
む
る
が
主
要
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
が

見
え
る
。

14 

暁
烏
敏
『
死
の
問
題
』（
文
明
堂
、
一
九
〇
四
年
）
二
五
頁
。

15 

同
、
一
二
～
一
三
頁
。

16 

野
本
永
久
『
暁
烏
敏
傳
』（
大
和
書
房
、
一
九
七
四
年
）
三
一
二
頁
。

17  

暁
烏
敏
『
あ
り
が
た
い
お
話
』（
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
四
十
九
、
香
草
舎
、
一
九
三
七
年
）
一
二
〇
頁
。



山本伸裕

真宗的生命観とその思想的展開

99

18 

同
、
一
四
〇
頁
。

19 

清
沢
が
死
後
の
往
生
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
親
鸞
が
「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
主
張
に

力
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
若
い
頃
か
ら
、
清
沢
は
浄
土
真
宗
の
宗
乗
を
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い

う
不
満
を
覚
え
て
い
た
暁
烏
の
思
想
は
、
実
の
と
こ
ろ
江
戸
時
代
以
来
の
旧
い
宗
乗
の
伝
統
を
引
き
ず
っ
て
い
た
、
と
自
ら
告
白
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
清
沢
の
思
想
の
革
新
性
は
、
旧
い
殻
を
打
ち
破
り
、
明
治
近
代
と
い
う
新
し
い
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
他
力
門
思

想
を
提
唱
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

21 

清
沢
の
死
か
ら
一
五
年
後
の
大
正
八
年
に
、
暁
烏
は
「
清
沢
先
生
へ
」
と
い
う
回
顧
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
清
沢
師
の

死
後
、
十
年
の
間
に
、
自
分
た
ち
が
「
い
つ
の
ま
に
か
、
先
生
の
溌
剌
た
る
中
心
の
信
味
を
、
徳
川
時
代
に
堕
落
し
来
た
つ
た
便
利
の

為
に
考
へ
ら
れ
た
所
謂
宗
乗
の
殻
に
入
れ
よ
う
と
し
、
ま
た
殻
に
入
れ
て
し
ま
」
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
で
「
先
生
の
名
に
よ
り
て
、

旧
い
つ
ま
ら
ぬ
信
仰
の
概
念
が
新
し
い
粧
ひ
を
し
て
き
た
」（『
暁
烏
敏
全
集
』
第
一
二
巻
、
涼
風
学
舎
、
一
九
七
九
年
、
七
～
八
頁
）

と
懺
悔
し
て
い
る
。

21 

暁
烏
敏
「
罪
悪
も
如
来
の
恩
寵
也
」（『
精
神
界
』
第
九
巻
五
号
収
録
）

22 

明
治
三
四
年
一
二
月
発
行
の
『
精
神
界
』
第
一
巻
一
二
号
に
暁
烏
は
「
精
神
主
義
と
性
情
」
と
い
う
論
説
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
「
飲
酒
す
る
者
は
飲
酒
す
る
儘
、
妄
語
す
る
者
は
妄
語
す
る
儘
、
偸
盗
す
る
者
は
偸
盗
の
儘
、
邪
婬
す
る
者
は
邪
婬
の
儘
、
殺
生

す
る
者
は
殺
生
の
儘
、
我
を
頼
め
極
楽
に
迎
へ
む
と
は
こ
れ
吾
人
が
救
主
の
大
悲
招
換
の
勅
命
に
あ
ら
ず
や
」
と
主
張
を
展
開
し
て
、

世
間
の
激
し
い
非
難
に
曝
さ
れ
た
の
だ
が
、
彼
は
こ
の
大
胆
な
主
張
が
清
沢
の
説
く
「
精
神
主
義
」
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
裏
付
け
を
、
何
と
か
清
沢
の
言
葉
か
ら
見
つ
け
出
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

23 

拙
著
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
『
他
者
』
理
解
」（『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
参
照
。

24 

『
清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
四
二
五
頁
。

25 

暁
烏
敏
『
皇
太
子
殿
下
御
誕
生
の
年
末
年
始
の
法
話
』（
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
四
十
一
、
香
草
舎
、
一
九
三
四
年
）
九
三
頁
。

26 

死
に
対
す
る
恐
れ
の
克
服
と
戦
争
肯
定
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
出
征
軍
人
に
与
ふ
る
書
」（『
精
神
界
』
第
四
巻
四
号
収
録
）

で
、「
人
は
戦
争
を
恐
る
る
の
は
何
で
あ
る
か
、
畢
竟
死
を
恐
る
る
と
云
ふ
に
外
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
諸
君
よ
、
諸
君
か
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出
征
に
つ
い
て
の
第
一
番
の
準
備
は
、
こ
の
死
の
問
題
を
考
へ
て
、
楽
し
ん
で
死
に
つ
く
の
覚
悟
を
定
め
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
の

死
の
覚
悟
さ
へ
出
来
れ
ば
大
丈
夫
で
あ
る
、
之
で
こ
そ
立
派
な
皇
国
の
軍
人
で
あ
る
」
な
ど
と
語
ら
れ
て
い
る
。

27 

『
清
沢
満
之
全
集
』
第
九
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
四
頁
。

28 

「
精
神
主
義
〔
明
治
三
十
五
年
講
話
〕」（『
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
一
六
七
頁
。

29 

暁
烏
敏
『
学
生
に
親
鸞
聖
人
を
語
る
』（
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
五
十
一
、
香
草
舎
、
一
九
三
八
年
）
一
〇
五
頁
。

31 
暁
烏
敏
『
国
体
と
仏
教
』（
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
五
十
六
、
香
草
舎
、
一
九
四
〇
年
）
一
三
三
頁
。

31 

暁
烏
敏
『
進
撃
は
ど
こ
ま
で
』（
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
五
十
二
、
香
草
舎
、
一
九
三
九
年
）
三
六
頁
。

32 

暁
烏
敏
『
報
恩
講
暦
』（
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
六
十
、
香
草
舎
、
一
九
四
一
年
）
二
三
頁
。

33 

『
暁
烏
敏
伝
』
で
、
野
本
永
久
は
「
一
つ
の
性
向
と
し
て
最
も
尊
崇
す
る
人
の
子
孫
に
対
し
て
は
理
窟
な
し
に
敬
愛
す
る
情
感
を
も
つ
。

た
と
え
ば
、
師
清
沢
満
之
を
尊
慕
す
る
の
あ
ま
り
、
そ
の
子
孫
に
対
し
て
愛
し
び
の
心
を
も
っ
た
。
理
窟
は
な
か
っ
た
」（
五
九
六
頁
）

と
、
暁
烏
の
性
向
、
理
屈
抜
き
の
情
感
の
激
し
や
す
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

34 

『
清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
（
法
藏
館
、
一
九
五
六
年
）
五
〇
二
頁
。

35 

た
と
え
ば
『
国
体
と
仏
教
』
で
は
「
日
本
の
国
に
神
聖
な
る
も
の
は
天
皇
陛
下
様
だ
け
で
あ
る
」（
二
〇
頁
）「
そ
れ
が
阿
弥
陀
様
で
あ

ら
う
が
、
そ
れ
が
ゴ
ッ
ド
で
あ
ら
う
が
、
日
本
の
皇
祖
皇
宗
の
御
前
に
跪
か
ぬ
や
う
な
も
の
な
ら
日
本
か
ら
出
て
い
つ
て
も
ら
ひ
ま
せ

う
」（
一
一
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

36 

暁
烏
敏
『
国
体
と
仏
教
』（
北
安
田
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
五
十
六
、
香
草
舎
、
一
九
四
〇
年
）
二
三
頁
。

37 

西
村
見
暁
『
清
沢
満
之
先
生
』（
法
藏
館
、
一
九
五
一
年
）
三
〇
一
頁
。

38 

同
、
三
〇
三
頁
。

39 

拙
著
『「
精
神
主
義
」
は
誰
の
思
想
か
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
。

（
や
ま
も
と
・
の
ぶ
ひ
ろ　

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）
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Akegarasu Haya ( 暁烏敏 1877–1954) — whose thought is commonly regarded 

as being in the tradition of Kiyozawa Manshi’s seishin-shugi, or ‘spiritualism,’ ( 精神主

義 ) — has been accused of leading a great number of Japanese people into war in 

Kiyozawa’s name. Kiyozawa is an extremely important figure in the development 

of Shin thought in the Meiji period, and might rightly be considered a torch-carrier 

for the tradition. However, it is a fact that Akegarasu, a disciple of Kiyozawa, lead 

Japanese citizens in his role as a Shin-Buddhist preacher. This is a large stumbling 

block when one seeks to evaluate the ideological parameters of Shin.

One may assert that there are some critical differences between Kiyozawa’s 

way of thinking and Akegarasu’s. The first point is the difference in their approach 

to the word ‘religion.’ Kiyozawa, in his final essay “Waga-shinnen ( 我 信 念 ),” 

describes how he, through his efforts to lead an ethical life in the real world, came 

to a realization of how truly powerless he was as a person and how he finally came 

to an understanding of ‘religion’ or, “the real faith of Shin-Buddhism.” In contrast, 

Akegarasu confessed that he had feared death since he was a child and that he felt 

that he needed to be saved through the compassion of Amida Buddha.

Differences, such as this, between the master and his pupil inevitably influence 

their sense of ethics. For Kiyozawa, matters of ethics are essential to his view of 

religion, as he acquired his faith through a deep sense of failure in ethics. He felt 

that in order to be liberated from the bonds of suffering it was necessary to seek 
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for religious meaning while remaining in the everyday world. In other words, he 

couldn’t live without religion in his life. On the other hand, Akegarasu’s faith 

shows a striking contrast. As a matter of fact, his faith in Amida Buddha was 

necessary solely for overcoming his own fear of death. He insists that once people 

die they are sure to be reborn in Amida’s Pure Land, achieve eternal life, and even 

be reunited with their families and intimate friends. According to his belief, one 

needn’t worry about what one does in everyday life, whether it be good or bad, 

as one will unquestionably be saved by the prayer of Amida Buddha after death. 

This must surely explain why there seems to be no ethical element in Akegarasu’s 

interpretation of Shin-Buddhist thought.

 

Their contrasting attitudes in regard to ethics may also be rooted in their 

understanding of Amida Buddha. Kiyozawa interpreted Amida as ‘Absolute 

Infinity’, whereas Akegarasu grounded Amida in reality, relating him to real-life 

elements such as the Emperor of Japan or the Empire of Japan. For Akegarasu, 

though he was a Buddhist priest, the Emperor was of more value to him. Actually, 

some who knew him well point out that he placed particular value on the idea of 

lineal purity and even became obsessive over the issue. Therefore, from his point 

of view, there was no need to argue points on the “great righteous cause” of Japan. 

Thusly, he was unswerving in his view that people must never hesitate to lay down 

their life and cut down all those that stand in the way in establishing the Pure Land 

in this world.

Thus, one must take particular care when dealing with the concept of seishin-

shugi.
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