
自
ら
の
宗
教
教
義
を
排
他
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
だ
け
の
犠
牲
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
宗
教
は
人
の
視

野
を
狭
め
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
た
ず
に
は
お
れ
な
い
。

盤
珪
の
説
法
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
時
代
も
宗
派
も
越
え
て
、
人
間
が
常
に
依
っ
て
起
つ
べ
き
基
準
の
よ
う
な
も
の
を

含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
こ
の
観
点
か
ら
盤
珪
禅
を
見
直
し
て
み
た
い
。

希
有
の
説
法
と
な
っ
て
い
っ
た
。

盤
珪
の
禅
風
は
、
こ
れ
半

様
々
に
形
容
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
残
さ
れ
た
そ
の
法
語
集
の
中
で
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
が
ど
う
い
う
風
に
迷
い
出
し
、
又
そ
れ
を
ど
う
い
う

風
に
固
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
持
つ
白
川
と
そ
れ
に
伴
う
武
任
を
臆
に
意
識
化
さ
せ
る

は
じ
め
に

盤
珪
の
説
法
に
つ
い
て

盤
珪
禅
に
学
ぶ

こ
れ
ま
で
そ
の
独
自
な
性
格
か
ら
不
生
禅
、
日
本
禅
、
庶
民
禅
、
大
衆
禅
、
平
話
禅
、
直
指
禅
、
易
行
禅
等
、

川

合
圭
介
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ま
た
『
盤
珪
和
尚
行
業
記
』
に
は
盤
琲
を
師
と
仰
い
だ
人
の
数
『
上
は
侯
伯
宰
官
よ
り
下
は
士
女
民
隷
に
至
る
ま
で
五
万
余
千
人
』

（ワ］）

と
記
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
一
世
紀
後
、
心
学
者
の
手
島
堵
庵
の
『
坐
談
随
筆
』
に
は
、
あ
る
人
が
盤
珪
の
法
華
姻
集
を
見
て
堵
庵
の

（
３
）

一
一
一
一
口
う
事
と
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
が
ど
う
だ
と
質
問
し
て
お
り
、
堵
庵
は
そ
れ
に
盤
珪
の
口
真
似
で
答
え
て
い
る
。
そ
の
影

響
力
は
当
時
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
事
が
窺
え
る
。

（
１
）

し
か
し
盤
珪
亡
き
後
の
盤
珪
禅
は
、
や
は
り
本
覚
諭
的
に
捉
え
ら
れ
、
当
然
批
判
さ
れ
て
い
く
。

｛一羽）

近
代
以
後
の
盤
珪
禅
研
究
の
概
略
は
以
前
に
少
し
記
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
一
」
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
が
、
殿
も
多
い
角
度

は
、
盤
珪
個
人
の
境
地
の
内
実
を
中
国
以
来
の
禅
の
伝
統
化
に
認
め
、
さ
ら
に
不
生
の
仏
心
を
証
拠
立
て
し
つ
つ
庶
民
に
向
け
て

平
話
で
説
法
し
た
江
戸
時
代
の
ユ
ニ
ー
ク
な
禅
僧
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
角
度
か
ら
の
み
見
て
い
く
場
合
、
必
然
的
に
そ
の
教
化

（
６
）

方
法
が
楽
観
的
に
過
ぎ
た
と
い
う
見
方
や
伝
統
の
修
行
法
を
軽
視
し
過
ぎ
た
と
い
う
批
判
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
溌
珪
禅
が
続
か

な
か
っ
た
の
も
そ
の
教
化
方
法
に
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
見
方
は
も
ち
ろ
ん
傾
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
少
し
角
度
を
変
え
て
み
れ
ば
別
の
味
わ
い
と
な
っ
て
く
る
。

盤
珪
の
説
法
は
一
ｍ
ど
こ
ま
で
も
明
る
く
て
開
放
的
で
あ
る
。
「
不
生
で
ご
ざ
れ
」
、
「
慨
の
ｋ
で
楽
に
法
成
就
さ
せ
ま
す
」
、
「
身

ど
も
次
第
に
し
て
」
、
「
新
う
な
っ
て
」
等
々
。
こ
の
側
面
が
当
時
の
庶
民
を
惹
き
付
け
た
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
他
面
で
は
、
迷
う
入
り
口
に
つ
い
て
の
説
法
を
、
大
変
に
切
迫
し
た
表
現
で
、
繰
り
返
し
お
こ
な
っ
て
い
る
。
残
さ
れ
た

説
法
の
記
録
は
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
一
貫
し
て
い
て
、
最
も
力
が
入
っ
て
い
く
箇
所
は
こ
の
第
二
の
側
面
な
の
で

あ
る
。
説
法
の
流
れ
を
見
直
し
て
み
よ
う
。

（
ｌ
〉

た
か
が
分
か
Ｚ
己
。

盤
珪
に
帰
依
し
た
貞
閑
尼
（
田
捨
女
）
の
『
盤
珪
国
師
説
法
聴
聞
記
録
』
を
見
れ
ば
盤
珪
が
い
か
に
晩
年
に
説
法
に
力
を
尽
く
し
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い
つ
も
同
じ
班
ば
か
り
説
い
て
い
る
盤
珪
に
対
し
て
少
し
は
因
縁
故
蜘
物
語
を
入
れ
て
説
法
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
恵
児

に
対
し
て
、
「
私
に
は
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
の
で
は
な
く
、
「
澁
を
食
わ
せ
る
こ
と
だ
」
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
そ

（
Ｈ
）

う
い
う
説
法
の
あ
り
方
に
大
い
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
一
」
と
が
覗
え
る
。

つ
ま
り
不
生
の
場
か
ら
安
易
に
一
歩
は
ず
し
て
お
い
て
そ
の
後
で
上
手
な
説
法
を
し
て
い
こ
う
と
す
る
僧
侶
の
姿
を
誠
め
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
類
の
誠
め
が
大
変
多
い
の
で
あ
る
。

盤
珪
の
説
法
で
ま
ず
目
を
惹
く
の
は
常
識
的
な
見
方
に
対
す
る
異
様
な
ま
で
の
誠
め
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
禅
の
教
え
は
常
識
に

拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
盤
珪
の
示
し
は
無
差
別
の
立
場
か
ら
差
別
に
拘
る
あ
り
方
を
諭
す
伝
統
の
接
化
と
は
ど
こ
か
違

う
も
の
を
感
ず
る
。
こ
の
例
は
多
い
の
で
あ
る
が
三
つ
だ
け
挙
げ
る
。

禅
師
の
会
下
に
、
常
に
律
院
を
設
け
て
、
律
宗
の
輩
に
夏
を
過
さ
し
め
給
う
。
殊
に
大
結
制
の
時
は
、
律
僧
五
十
三
人
の

内
に
比
丘
二
人
あ
り
て
聞
い
て
曰
く
、
某
ど
も
常
に
二
百
五
十
戒
を
保
ち
ま
し
て
、
是
で
成
仏
を
遂
げ
ま
し
ょ
う
と
存
じ
ま

す
る
。
是
が
よ
う
御
座
り
ま
す
る
か
、
又
悪
し
う
御
座
り
ま
す
ろ
か
、
と
い
わ
る
。

禅
師
日
、
或
和
尚
の
我
に
云
う
、
そ
な
た
も
、
毎
日
又
同
じ
事
ば
か
り
示
さ
ず
と
も
、
間
に
は
ち
つ
と
又
、
因
縁
故
事
物

語
も
し
て
、
人
の
心
も
爽
や
か
に
入
れ
代
わ
る
よ
う
に
し
て
説
法
せ
ば
然
る
く
し
と
。

禅
師
曰
く
、
我
こ
の
如
く
鈍
な
れ
ど
も
、
人
の
為
に
な
ら
ば
、
鈍
な
り
と
も
、
故
事
の
一
つ
や
二
つ
は
、
覚
え
よ
う
と
思

う
た
ら
ば
覚
え
か
ね
も
し
ま
す
ま
い
が
、
そ
の
様
な
事
を
示
す
は
、
衆
生
に
毒
を
食
わ
す
こ
と
で
御
座
る
わ
い
の
。
身
共
は

（
【
Ｊ
）

に
峰
を
食
わ
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
得
し
ま
せ
ぬ
と
な
り
。
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常
に
二
百
五
十
戒
を
た
も
っ
て
い
こ
う
と
す
る
真
面
目
な
律
僧
に
対
し
て
、
も
し
律
を
表
に
立
て
て
そ
れ
を
守
る
こ
と
で
事
足

れ
り
と
す
る
な
ら
「
恥
ず
か
し
い
こ
と
」
だ
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
「
酒
を
飲
ま
ぬ
も
の
は
飲
酒
戒
は
要
ら
ず
」
で
、
酒
を
飲
む
か

飲
ま
な
い
か
と
い
う
分
か
れ
道
の
場
に
あ
っ
て
は
人
間
に
は
自
由
な
空
間
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
を
無
視
し
て
不
脚
山

代
に
も
、
脅
し
と
』

の
点
を
許
さ
な
い
。

を
装
う
。

こ
こ
に
盤
珪
禅
の
核
心
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
考
え
て
み
れ
ば
私
た
ち
は
、
お
よ
そ
不
同
巾
を
装
っ
た
後
に
勝
負
を
か
け
て
い

る
こ
と
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
過
ご
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
不
自
由
を
装
っ
た
後
は
確
か
に
楽
な
一
面
が
あ
る
。
ど
の
時

代
に
も
、
脅
し
と
煽
り
の
宗
教
が
流
行
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
盤
珪
は
「
悪
比
丘
の
看
板
を
出
す
よ
う
な
も
の
」
と
い
つ
て
こ

師
の
曰
く
、
い
か
に
も
わ
る
い
醐
で
は
御
座
ら
ぬ
、
よ
い
事
で
御
座
る
。
し
か
し
、
至
極
と
は
い
わ
れ
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
は

律
を
表
に
立
て
て
、
律
宗
と
い
う
て
、
至
極
の
よ
う
に
思
う
事
は
、
は
ず
か
し
い
聯
で
御
座
る
。
根
本
律
と
申
す
は
悪
比
圧

の
一
々
科
を
挙
げ
て
二
百
五
十
戒
、
悪
比
丘
の
為
に
仏
の
椿
え
ら
れ
た
も
の
で
、
本
式
の
衲
僧
底
は
法
式
を
犯
し
て
律
を
受

け
る
よ
う
に
は
、
し
な
し
は
し
ま
せ
ぬ
わ
い
の
。
酒
を
飲
ま
ぬ
も
の
は
飲
酒
戒
は
要
ら
ず
、
盗
み
を
せ
ぬ
も
の
に
は
楡
盗
戒

は
要
ら
ず
、
う
そ
を
言
わ
ぬ
も
の
は
妄
語
戒
も
要
ら
ぬ
如
く
で
御
座
る
。
然
る
に
皆
衆
が
、
戒
を
保
と
う
と
し
や
る
が
戒
を

保
つ
の
破
る
の
と
い
う
事
、
悪
比
丘
の
上
の
事
で
こ
そ
あ
れ
、
我
は
律
宗
じ
ゃ
と
い
う
て
律
を
外
に
た
て
、
至
極
の
よ
う
に

い
う
事
は
悪
比
丘
の
看
板
を
出
す
よ
う
な
も
の
で
、
良
き
も
の
も
悪
し
き
も
の
に
似
せ
て
、
悪
し
き
も
の
ま
ね
を
す
る
よ
う

な
も
の
で
御
座
る
。
す
れ
ば
は
ず
か
し
い
班
で
は
御
座
ら
ぬ
か
。
不
生
な
が
仏
心
で
御
座
る
所
で
、
不
生
の
仏
心
で
居
れ
ば
、

始
め
よ
り
し
て
持
犯
の
沙
汰
は
あ
り
は
し
ま
せ
ぬ
。
持
犯
と
い
う
も
生
じ
た
跡
の
名
を
い
え
ば
、
不
生
の
場
か
ら
は
第
二
第

（
９
）

一
二
、
と
つ
と
末
な
る
事
で
、
皆
、
跡
な
沙
汰
で
御
座
る
。
（
後
略
）
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こ
の
説
法
の
本
題
は
、
生
れ
付
き
で
も
な
い
も
の
を
生
れ
付
き
と
し
て
そ
れ
を
前
提
に
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
誤

或
人
間
う
て
曰
、
某
甲
は
生
ま
れ
付
い
て
平
生
短
気
に
ご
ざ
っ
て
、
師
匠
も
ひ
た
と
意
見
を
さ
れ
ま
す
れ
ど
も
治
り
ま
せ

ぬ
。
私
も
こ
れ
は
悪
い
こ
と
じ
ゃ
と
存
じ
ま
し
て
、
な
ん
ぼ
う
直
そ
う
と
致
し
ま
す
れ
ど
も
、
こ
れ
が
私
が
生
ま
れ
つ
き
で

ご
ざ
り
ま
し
て
直
り
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
は
な
ん
と
致
し
ま
し
て
直
り
ま
せ
ぬ
か
、
こ
れ
は
な
ん
と
致
し
ま
し
た
ら
ば
直
り
ま

し
ょ
う
ぞ
。
師
の
お
示
し
を
受
け
ま
し
て
、
ど
う
ぞ
こ
の
度
な
お
し
と
う
存
じ
ま
す
る
。
（
中
略
）

帥
日
、
こ
な
た
は
面
白
い
も
の
を
生
ま
れ
付
か
つ
し
ゃ
れ
た
の
。
今
も
こ
こ
に
短
気
が
ご
ざ
る
か
。
有
ら
ば
、
只
今
こ
こ

へ
だ
さ
っ
し
や
れ
い
。
な
お
し
て
し
ん
ぜ
う
。

或
人
云
、
只
今
こ
こ
に
は
ご
ざ
ら
ぬ
。
何
と
ぞ
し
た
時
に
は
、
ひ
ょ
っ
と
短
気
が
で
ま
す
ろ
。

師
云
、
然
ら
ば
短
気
は
生
ま
れ
つ
き
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
わ
。
何
と
ぞ
し
た
時
の
縁
に
よ
っ
て
、
ひ
ょ
っ
と
こ
な
た
が
出
か
す

わ
い
。
何
と
ぞ
し
た
時
も
我
が
で
か
さ
ぬ
に
、
ど
こ
に
短
気
が
あ
る
も
の
ぞ
。

こ
な
た
が
身
の
ひ
い
き
故
に
、
向
こ
う
の
事
に
取
り
お
う
て
、
わ
が
思
惑
を
立
て
た
が
っ
て
、
こ
な
た
出
か
し
て
お
い
て
、

そ
れ
を
わ
が
生
ま
れ
つ
き
と
は
無
き
難
題
を
親
に
か
ぶ
す
る
大
不
幸
で
ご
ざ
る
わ
い
。
人
々
皆
親
の
う
み
付
け
て
た
も
つ
た

は
仏
心
一
つ
で
、
余
の
も
の
は
一
つ
も
う
み
付
け
や
し
ま
せ
い
わ
い
。
し
た
に
、
一
切
の
迷
い
は
わ
が
身
の
ひ
い
き
故
に
我

が
出
か
し
て
、
そ
れ
を
生
れ
付
き
と
思
う
は
お
る
か
な
事
で
ご
ざ
る
わ
い
。
我
が
出
か
さ
ぬ
に
、
短
気
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
ぞ
。

そ
う
じ
ゃ
ご
ざ
ら
ぬ
か
。
一
切
の
迷
い
は
皆
こ
れ
と
同
じ
事
で
、
我
が
迷
わ
ぬ
に
迷
い
は
あ
り
や
し
ま
せ
い
わ
い
。
そ
れ
を

皆
誤
っ
て
、
生
れ
付
き
で
も
な
い
も
の
を
、
わ
が
欲
で
迷
い
、
気
ぐ
せ
で
我
が
出
か
し
て
お
り
な
が
ら
、
生
れ
付
き
と
思
う

（
川
）

ゆ
え
に
、
一
切
事
に
付
い
て
迷
わ
ず
に
は
え
居
り
ま
せ
ぬ
わ
い
。
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り
で
あ
る
。
盤
珪
の
説
法
は
こ
の
部
分
が
最
も
強
調
さ
れ
、
最
も
詳
し
く
、
ま
た
丁
寧
に
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
こ
の
説
法
だ
け

で
も
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
〈
ｌ
〉
短
気
は
そ
の
時
そ
の
時
の
「
わ
が
身
の
ひ
い
き
」
に
よ
っ
て
自
分
が
起
こ
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
〈
２
〉
親
が
生
み
付
け
た
の
は
仏
心
一
つ
で
あ
っ
て
、
他
は
一
切
生
み
付
け
て
は
い
な
い
。
〈
３
〉
そ
れ
な
の
に
ｎ

分
の
短
気
を
生
れ
付
き
だ
と
い
う
の
は
親
に
難
題
を
か
ぶ
せ
る
大
き
な
親
不
孝
と
い
え
る
。
〈
４
〉
迷
い
全
般
も
同
じ
事
で
、
迷
わ

な
い
と
い
う
道
が
用
意
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
の
欲
で
迷
い
を
癖
ご
と
の
よ
う
に
出
し
な
が
ら
そ
れ
を
生
れ
付
き
と

し
て
不
自
由
を
装
う
こ
と
か
ら
結
局
迷
わ
ず
に
お
れ
な
い
自
分
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

以
上
の
内
容
が
切
実
に
訴
え
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
ま
さ
に
私
同
身
に
前
面
に
突
き
つ
け
ら
れ
、
横
を
む

く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
厳
し
さ
を
含
ん
で
い
る
。

さ
て
、
盤
珪
と
い
う
と
、
不
生
の
仏
心
を
雀
や
烏
の
鳴
き
声
、
鐘
の
音
な
ど
を
例
に
証
拠
立
て
て
示
し
た
と
い
う
こ
と
が
主
に

語
ら
れ
る
が
、
法
語
集
の
中
で
は
こ
こ
で
の
「
わ
が
身
の
ひ
い
き
」
だ
け
で
な
く
「
仕
替
え
」
、
「
場
ど
り
」
、
「
機
癖
」
、
「
利
口
だ
て
」
、
「
脇

か
せ
ぎ
」
な
ど
の
盤
珪
独
自
の
言
葉
を
使
っ
て
迷
い
の
風
景
を
綿
密
に
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
場
面
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か

一
Ⅲ
｝

そ
れ
は
く
ｌ
〉
迷
い
出
し
の
段
階
で
は
人
そ
れ
ぞ
れ
自
由
な
空
間
が
あ
る
。
～
「
御
料
簡
次
第
で
ご
ざ
る
」
〈
２
〉
迷
う
方
向
（
凡

（
に
）

夫
）
へ
行
く
そ
の
一
歩
が
安
易
に
過
ぎ
る
。
～
「
少
し
の
誤
り
よ
・
り
生
じ
た
も
の
で
ご
ざ
る
」
〈
３
〉
し
か
ｊ
Ｕ
そ
れ
を
反
省
し
な
い

｛
川
）

ど
こ
ろ
か
す
ぐ
固
定
化
し
よ
う
と
し
て
い
く
。
～
「
迷
い
を
重
宝
に
覚
ゆ
る
な
ｈ
ソ
」

こ
の
三
点
が
不
生
の
説
法
の
中
に
要
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
迷
い
に
各
人
の
「
自
由
と
責
任
」
を
観
察
し
た
た
め

に
盤
珪
の
説
法
は
勢
い
切
実
な
訴
え
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
迷
い
の
悉
意
性
と
そ
の
結
末
の
重
大
性
が
あ
ま
り
に
も
か

け
離
れ
て
い
る
そ
の
実
際
を
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
盤
珪
の
厳
格
な
誠
め
が
生
じ
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
教
え
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

も
そ
の
説
明
は
『
貸
し
て
い
る
。
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（
川
）

盤
珪
の
「
迷
わ
ね
ば
仏
」
「
不
生
で
ご
ざ
れ
」
の
教
え
が
当
時
弘
、
近
代
以
降
も
楽
観
的
過
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
る
が
、
盤
珪
の
示
す
迷

い
の
風
景
を
よ
く
見
る
と
、
楽
観
的
と
い
う
言
葉
と
は
全
く
程
遠
い
、
人
間
と
し
て
の
決
定
的
な
課
題
を
私
自
身
に
突
き
つ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
是
ま
で
述
べ
た
盤
珪
の
信
念
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
迷
い
を
一
切
、
既
製

の
鋳
型
に
入
れ
ず
、
如
実
に
観
察
し
て
い
る
点
が
上
げ
ら
れ
る
。

又
、
念
と
妄
想
と
に
と
り
違
い
が
ご
ざ
る
は
、
総
じ
て
一
切
の
念
が
底
に
あ
っ
て
起
こ
る
様
に
何
れ
も
が
思
わ
つ
し
や
ろ

う
が
、
も
と
実
体
が
底
に
あ
っ
て
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
は
御
座
ら
ぬ
。
念
は
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
も
の
を
、
入
れ
て
お

い
た
が
縁
に
な
っ
て
其
の
堀
の
な
し
た
影
が
時
々
に
写
る
と
い
う
も
の
で
、
妄
想
と
い
う
も
の
で
は
御
座
ら
ぬ
。
従
前
な
し

た
影
が
微
細
に
よ
》
う
写
る
と
い
う
も
の
で
御
座
る
ほ
ど
に
、
写
ら
ぱ
ま
ま
に
、
貧
着
を
離
れ
て
御
座
れ
。
然
ら
ば
怨
念
も
起

こ
ら
ぱ
起
こ
る
ま
ま
よ
。
取
り
合
わ
ね
ば
止
も
う
よ
り
外
の
事
は
御
座
ら
ぬ
。
其
の
時
は
起
こ
ら
ぬ
と
同
じ
事
で
は
御
座
ら

ぬ
か
。
こ
う
し
た
事
で
御
座
る
故
に
、
勝
て
除
ま
し
よ
う
悪
念
も
御
座
ら
ず
、
又
悔
い
返
す
事
も
御
座
ら
ぬ
。
仏
心
は
霊

明
な
故
に
、
従
前
の
影
が
映
る
と
い
う
も
の
で
御
座
れ
ば
、
更
に
妄
想
で
は
御
座
ら
ぬ
も
の
を
あ
や
ま
り
来
た
り
て
妄
想
と

云
い
ま
す
ろ
。
妄
想
と
は
、
念
で
念
を
煩
う
を
云
い
ま
す
る
。
大
切
な
仏
心
を
仕
替
え
、
益
も
な
き
事
を
兎
思
い
角
と
案
じ

て
、
妄
想
の
煩
い
を
出
で
か
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
さ
て
愚
か
な
事
で
御
座
る
。
そ
れ
も
案
じ
お
う
せ
た
人
が
有
っ
た
と
い

う
な
ら
ば
、
案
ず
ろ
も
よ
う
御
座
れ
ど
も
、
身
共
は
終
に
案
じ
お
う
せ
て
物
の
成
就
し
た
こ
と
を
聞
き
ま
せ
ぬ
。
然
れ
ば
案

二
人
間
の
自
由
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整
理
す
る
と
（
１
）
念
と
い
う
も
の
は
印
象
や
経
験
が
縁
と
な
り
、
そ
の
時
々
に
影
の
よ
う
に
映
る
も
の
で
あ
っ
て
、
底
に
実

体
と
し
て
あ
っ
て
そ
れ
が
否
応
な
く
起
き
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
悪
念
で
あ
ろ
う
と
起

こ
っ
た
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
消
え
て
い
く
。
（
２
）
妄
想
と
い
う
の
は
念
に
取
り
合
っ
て
念
で
念
を
煩
う
こ
と
で
あ
っ
て
念
そ
の
も

の
と
は
意
味
が
違
う
。
（
３
）
念
と
妄
想
と
を
勝
手
に
混
同
し
た
後
で
自
分
の
考
え
で
妄
想
を
止
め
よ
う
と
し
て
も
出
来
る
は
ず
が

な
い

○

こ
う
し
た
綿
密
な
心
理
描
写
が
当
時
の
法
座
で
話
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
「
大
事
で
ご
ざ
る
」
と
の
訴
え
に
帰
結
し
て
い
く
と

こ
ろ
か
ら
み
て
、
こ
れ
が
単
な
る
対
象
的
な
観
察
で
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
特
に
念
と
妄
想
の
違
い
を
向
覚
し
た
こ
と
が
盤
珪
禅

の
心
理
面
で
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
な
ぜ
こ
こ
の
部
分
が
重
要
な
と
こ
ろ
と
い
え
る
の
か
、
そ
の
親
縁
領
域
を
参
考
に
し
て
確
認
し
た
い
。
ま
ず
先
に
一
言
述

べ
た
心
学
者
の
手
島
堵
庵
は
盤
琲
の
こ
の
部
分
に
注
目
し
た
形
跡
が
あ
る
。
堵
庵
は
こ
こ
で
い
う
念
の
意
味
を
確
認
し
、
思
案
を

「
妄
」
と
し
つ
つ
盤
珪
の
口
真
似
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

ず
る
と
い
う
は
要
ら
ぬ
事
で
は
御
座
ら
ぬ
か
。
何
か
は
要
り
ま
せ
ぬ
。

不
生
の
仏
心
を
、
修
羅
や
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
等
に
念
を
生
じ
仕
替
え
ぬ
様
に
、
平
生
の
心
掛
け
が
大
珈
で
御
座
る
。

（
旧
｝

し
仕
替
え
ま
し
て
は
、
万
劫
億
劫
に
も
、
又
人
界
へ
生
を
請
け
ま
す
る
と
い
う
事
は
な
ら
ぬ
事
で
御
座
る
。

和
尚
（
盤
珪
）
は
、
わ
が
身
の
あ
ま
り
の
苦
労
し
た
と
こ
ろ
か
ら
人
を
不
燗
に
思
う
て
さ
て
さ
て
人
は
思
案
な
し
で
さ

え
居
れ
ば
そ
れ
で
何
も
申
し
分
な
い
の
に
と
お
っ
し
ゃ
れ
ど
も
、
今
は
中
々
そ
れ
を
ま
つ
す
ぐ
に
う
く
る
人
は
あ
り
に
く
う

（
叩
）

ご
ざ
る
所
で
、
身
辻
〈
は
、
少
し
苦
労
を
さ
せ
て
、
ま
ず
思
案
の
な
い
と
こ
ろ
を
知
ら
し
ま
す
こ
と
で
ご
ざ
る
。
（
後
略
）

蒜
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そ
こ
で
は
神
経
症
治
療
と
い
う
枠
を
超
え
て
人
間
の
迷
い
の
構
図
が
如
実
に
拙
き
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
盤
珪
の
信
念
に
重

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
森
川
の
「
執
着
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

川は’'三
語東馬
を洋で
ﾘ｜、あ
川特る
しに・

て禅森
いの１１］

る教は
ＯＬＤ

堵
庵
の
い
う
「
思
案
の
な
い
と
こ
ろ
」
と
は
万
事
が
良
く
裁
け
る
場
（
制
裁
位
）
で
あ
っ
て
ま
ず
そ
れ
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が

先
だ
と
い
う
。
「
少
し
苦
労
を
さ
せ
て
」
知
っ
て
も
ら
う
と
い
う
視
点
は
盤
珪
禅
を
良
く
知
っ
た
上
で
の
具
体
的
な
教
化
方
法
の
一

つ
で
あ
る
。
そ
の
教
え
は
盤
珪
禅
の
普
及
と
い
う
観
点
か
ら
は
大
い
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
堵
庵
の
師
で
あ
る
石
田

梅
岩
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
心
学
は
、
儒
教
、
仏
教
、
そ
れ
に
神
道
も
視
野
に
入
れ
た
当
時
の
庶
民
教
化
運
動
で
あ
っ
た
た
め
に
「
学

ぶ
」
こ
と
自
体
意
義
深
い
も
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
側
面
も
含
め
た
そ
の
活
動
に
は
盤
珪
の
異
様
さ
は
含
ま
れ
て
こ
な
い
よ
う
に

ぶ
」
こ
と
向

思
わ
れ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
最
も
参
考
に
な
る
の
は
、
時
代
は
堵
庵
よ
り
さ
ら
に
一
世
紀
半
下
っ
た
二
十
世
紀
初
め
の
精
神
科
医
の
森
川

馬
で
あ
る
。
森
田
は
わ
が
国
独
自
の
糀
神
療
法
で
あ
る
森
田
療
法
の
創
始
者
で
あ
り
、
主
に
神
経
症
を
対
象
と
し
た
そ
の
理
論

東
洋
、
特
に
禅
の
教
え
と
頭
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
森
田
目
身
そ
の
著
作
の
中
で
（
盤
珪
の
も
の
で
は
な
い
が
）
多
く
の
禅
の

な
お
執
着
は
、
必
ず
執
着
す
べ
き
事
情
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
う
な
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
執
着
し
な
い
よ
う
に
と
い
う

思
想
の
矛
盾
を
捨
て
て
、
そ
の
ま
ま
に
執
着
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
心
は
外
界
の
刺
激
に
応
じ
て
変
化
し
な
が
ら
、
執

着
は
自
然
に
な
く
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
「
心
は
万
境
に
し
た
が
っ
て
転
ず
。
転
ず
る
と
こ
ろ
、
実
に
よ
く
幽
な
り
。
流

れ
に
し
た
が
っ
て
性
を
認
得
す
れ
ば
、
無
喜
ま
た
無
憂
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
私
た
ち
の
心
は
周
囲
の
事
情
の
変
化

に
つ
れ
て
、
常
に
絶
え
ず
移
り
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
強
く
打
て
ば
大
き
く
鳴
り
、
軽
く
当
れ
ば
か
す
か
に
響
く
鐘
の
音
の
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こ
の
記
述
は
盤
珪
の
先
の
説
法
に
酷
似
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
信
念
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
同
質
の
も
の
を
感
じ
る
の
で
引
用
し

た
。
森
田
は
こ
こ
で
人
間
が
ど
こ
ら
あ
た
り
か
ら
問
題
を
含
ん
で
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
観
察
し
て
い
る
。
人
は
本
来
「
幽
玄

微
妙
」
の
流
れ
の
中
に
居
る
の
で
あ
る
が
、
計
ら
い
、
気
分
の
側
面
を
実
体
視
し
て
そ
こ
か
ら
自
分
の
や
り
く
り
で
逃
れ
よ
う
と

す
る
所
か
ら
問
題
が
生
じ
、
神
経
症
も
発
症
し
て
く
る
と
い
う
。
そ
の
基
礎
に
事
実
と
思
想
と
を
安
易
に
混
同
し
軽
々
し
く
「
気

分
本
位
」
に
な
っ
て
い
く
人
間
の
姿
を
見
た
。
「
思
想
の
矛
盾
」
に
つ
い
て
の
見
解
も
見
て
お
き
た
い
。

よ
う
に
、
そ
の
変
化
が
な
め
ら
か
で
自
由
自
在
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
幽
玄
微
妙
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
鏡
の
前
に
、
物

が
く
れ
ば
映
り
、
去
れ
ば
な
く
な
っ
て
影
を
も
と
ど
め
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
の
流
れ
の
ま
ま
に
従
っ
て
い
れ

ば
、
そ
こ
に
自
己
本
来
の
性
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
に
は
、
喜
び
は
そ
の
ま
ま
喜
び
で
あ
り
、
憂
い
は
そ
の
ま

ま
憂
い
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
憂
い
を
憂
う
ろ
必
要
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
喜
び
を
愛
う
ろ
こ
と
も
で
き
な
い
。
思
想
を
も
っ

て
し
て
も
何
と
も
や
り
く
り
は
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
苦
楽
の
批
判
を
超
越
し
、
気
分
本
位
を
す
て
て
、
現

〈
Ⅳ
）

実
そ
の
ま
ま
の
事
実
本
位
と
な
る
の
で
あ
る
。

思
想
の
矛
盾
と
は
、
か
く
あ
り
た
い
、
こ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
想
す
る
こ
と
と
、
事
実
す
な
わ
ち
、
そ
の
予
想
す
る

結
果
と
が
反
対
に
な
り
、
矛
盾
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
私
が
仮
に
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

本
来
、
思
想
と
い
う
も
の
は
、
事
実
の
記
述
、
説
明
ま
た
は
推
理
で
あ
り
、
観
念
は
事
物
の
名
目
ま
た
は
符
牒
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
鏡
に
う
つ
る
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
影
像
が
観
念
や
思
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
観
念
や
思
想

は
常
に
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
実
体
ま
た
は
事
実
で
は
な
い
。
人
々
が
こ
の
観
念
と
実
体
と
の
相
違
を
知
ら
ず
、
思
想
に
よ
っ

て
、
事
実
を
作
り
、
ま
た
は
事
実
を
や
り
く
り
し
、
変
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
私
の
い
う
思
想
の
矛
盾
が

５４



こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
事
実
と
思
想
は
矛
盾
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
易
に
同
一
視
し
て
し
ま
う
た
め
に
人
間
が

問
題
化
し
始
め
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
盤
珪
が
念
と
妄
想
を
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
盤
珪
禅
に
一
貫
す

る
「
迷
え
ば
凡
夫
、
迷
わ
ね
ば
仏
」
の
岐
路
の
場
へ
私
た
ち
の
視
点
を
集
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
直
接
的
な
原
因
を
示
し
て
く
れ
て

こ
う
し
て
人
間
の
一
大
事
を
思
想
の
矛
盾
に
見
た
森
田
の
治
療
眼
目
は
、
思
想
と
事
実
の
違
い
を
知
っ
て
、
心
を
は
か
ら
い
か

ら
事
実
の
ほ
う
に
転
換
し
、
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
を
体
現
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
当
時
必
然
的
に
、
無
意
識

や
過
去
の
心
傷
を
意
識
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
精
神
分
析
学
派
と
は
論
争
と
な
っ
た
が
、
結
局
森
田
療
法
は
優
れ
た
治
療
成
績
を
残

し
つ
つ
、
現
在
、
世
界
的
に
も
広
く
導
入
さ
れ
て
き
て
い
る
。

プ
○
一
聖

い
る
。

一
般
に
私
た
ち
の
主
観
と
客
観
、
感
情
と
知
識
、
理
解
と
体
得
と
は
、
し
ば
し
ば
非
常
に
矛
盾
し
、
一
致
し
な
い
こ
と
が

あ
る
。
け
っ
し
て
こ
れ
を
同
一
視
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
な
い
た
め
に
、
私
の
い
わ

ゆ
る
思
想
の
矛
盾
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
別
も
、
そ
の
本
来
に
さ
か
の
ぼ
り
、
誤
っ
た
思
想
を
離
れ
、
事
実
そ
の
ま
ま
に
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん

始
め
か
ら
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
区
別
は
な
い
。
た
だ
精
神
発
達
の
経
路
に
あ
り
、
思
想
が
発
達
す
る
に
い
た
っ

て
、
そ
の
間
に
非
常
な
へ
だ
た
り
を
生
ず
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
一
寸
の
誤
り
か
ら
千
里
の
叢
を
生
ず
る
よ
う

起
こ
る
の
で
あ
る
。
錨

ろ
う
と
思
う
。
（
中
略
）

（
順
）

な
』
Ｕ
の
で
あ
う
○
。

禅
の
『
悪
智
』
、
般
若
心
経
の
い
わ
ゆ
る
『
顛
倒
夢
想
』
は
、
こ
の
関
係
か
ら
起
こ
る
と
い
っ
て
も
よ
か

5５



盤
珪
は
親
が
生
み
つ
け
た
の
は
不
生
の
仏
心
だ
け
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
自
分
を
他
の
事
で
安
易
に
規
定
し
な
い

貨
任
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
先
述
の
念
と
妄
想
の
違
い
な
ど
そ
の
如
実
な
心
理
観
察
か
ら
人
間
に
は
身
の
ひ
い

き
を
せ
ず
に
立
ち
止
ま
れ
る
空
間
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
た
め
に
、
仏
心
を
他
の
も
の
に
仕
替
え
る
な
と
い
う
説
法

（
川
）

こ
の
こ
と
は
盤
珪
が
、
迷
わ
ね
ば
仏
で
外
に
仏
に
な
り
よ
う
が
な
い
と
い
う
何
回
信
を
図
ら
ず
も
証
左
し
て
い
る
。

さ
て
、
禅
と
森
田
療
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
精
神
医
学
の
側
か
ら
の
み
多
く
考
察
さ
れ
て
き
輸
一
盤
珪
禅
と
の
関
連

に
つ
い
て
は
鈴
木
知
準
博
士
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
ま
ず
森
田
の
い
う
「
そ
の
ま
ま
」
あ
る
い
は
「
現
在
に
な
り
き
る
心
理
的
態
度
」
と
盤
珪
の
「
一
切
は
不
生
に
て
整
う
」

と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
違
い
を
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

盤
珪
は
「
そ
の
ま
ま
で
居
れ
」
、
「
身
の
上
の
批
判
で
す
む
」
と
い
っ
て
心
理
的
態
度
の
批
判
、
説
得
に
終
始
し
て
い
て
「
そ
の
ま

ま
」
へ
到
る
方
法
を
教
え
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
深
い
溝
が
横
た
わ
る
。
そ
の
溝
を
乗
り
越
え
さ
せ
る
た
め
に
森
田
の
体
験
療
法
、

（
即
）

道
元
の
座
禅
や
公
案
禅
の
修
行
が
あ
る
、
と
い
う
』
判
）
の
で
あ
る
。

こ
の
批
判
は
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
批
判
は
盤
珪
の
最
も
誠
め
る
部
分
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
そ
の
ま
ま
で
居
れ
と
の
説
得
に
終
始
し
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
す
で
に
仏
心
を
仕
替
え
る
か
否
か
の
自
由
な

岐
路
の
場
か
ら
降
り
て
観
客
に
な
っ
て
い
て
、
先
述
の
「
律
を
表
に
立
て
て
」
の
部
分
と
同
じ
誤
り
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

が
急
に
切
迫
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

三
人
間
の
責
任
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私
た
ち
は
安
易
に
自
己
限
定
す
る
か
不
生
で
居
る
か
の
課
題
の
前
に
常
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
盤
珪
も
膨
大
な
数

の
人
々
と
の
接
触
の
中
、
人
間
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
業
の
側
面
は
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
盤
珪
の
視
点
を
変

え
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

盤
珪
と
業
に
つ
い
て
は
玉
城
康
四
郎
博
士
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
前
略
）
或
は
又
、
盗
み
は
わ
が
業
の
深
さ
に
、
え
盗
ま
ず
に
居
ら
ぬ
と
い
う
。
我
欲
で
気
癖
を
年
久
し
く
付
け
た
鞭
は
取

り
お
い
て
云
わ
ず
、
そ
れ
を
業
に
譲
り
な
し
、
業
に
執
り
成
し
て
、
利
口
だ
て
を
云
う
て
お
り
ま
す
。
笑
止
な
事
じ
ゃ
ご
ざ

ら
ぬ
か
。
業
が
有
り
、
業
が
深
う
て
盗
み
は
せ
い
わ
い
。
わ
が
盗
む
が
業
じ
ゃ
わ
い
。
仮
令
又
、
業
で
あ
ろ
う
、
生
れ
付
き

で
あ
ろ
う
と
儘
よ
、
非
を
知
っ
て
我
が
盗
ま
ず
に
居
る
に
、
止
ま
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
い
。
（
後
峨
一

（
前
略
）
こ
の
よ
う
に
盤
珪
は
、
親
の
産
み
つ
け
た
不
生
の
仏
心
で
お
れ
な
い
の
は
、
身
品
眉
や
機
癖
の
た
め
で
あ
り
、
あ

る
い
は
、
仏
心
を
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
な
ど
に
仕
替
え
る
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
身
晶
眉
や
機
癖
が
お
こ
る
の
か
、
な
ぜ
仏
心
を
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
な
ど
に
仕
替
え
る
の
か
、
そ

れ
が
間
わ
る
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
っ
そ
う
根
底
的
な
、
人
間
存
在
の
深
層
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
が
如
く

で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
原
始
教
典
の
中
で
ブ
ッ
ダ
が
説
く
と
こ
ろ
の
業
異
熟
で
あ
り
、
人
格
的
身
体
の
問
題
で
あ
る
。
（
中
略
）

盤
珠
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
親
の
産
み
つ
け
た
不
生
の
仏
心
の
み
を
強
調
し
、
そ
の
仏
心
を
妨
げ
る
業
異
熟
の
領
域
に
留
意

（
空
〉

今
日
よ
り
面
々
流
転
な
さ
り
よ
う
と
も
、
不
生
の
気
に
成
り
た
ま
わ
ん
と
ｊ
い
）
、
御
料
簡
次
第
で
御
座
る
。
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例
え
ば
先
の
「
生
れ
付
き
短
気
」
の
話
を
聞
い
て
『
無
門
関
』
第
四
十
一
則
の
達
磨
大
師
と
二
祖
慧
可
の
「
心
を
持
ち
来
た
れ
、

汝
が
為
に
安
ん
ぜ
ん
」
と
い
う
公
案
を
思
い
出
し
、
繋
げ
て
い
く
の
は
ほ
と
ん
ど
反
射
的
な
人
間
の
癖
で
あ
る
。
し
か
し
盤
珪
は

そ
う
い
う
比
較
を
含
め
て
不
生
の
場
か
ら
落
ち
て
居
直
る
こ
と
を
「
脇
か
せ
ぎ
」
、
「
跡
の
詮
議
」
と
い
っ
て
嫌
う
。

こ
こ
で
玉
城
博
士
が
、
な
ぜ
身
の
ひ
い
き
を
す
る
の
か
な
ぜ
仏
心
を
他
の
も
の
に
仕
替
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
「
間
わ
る
べ

き
課
題
」
だ
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
記
述
が
ど
れ
だ
け
正
し
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
見
た
盤
珪
の
視
点
か
ら

見
る
な
ら
、
す
で
に
一
場
面
ず
れ
て
い
る
事
に
気
づ
く
。
「
間
わ
る
べ
き
課
題
」
は
仕
替
え
る
そ
の
瞬
間
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
後
で
対
時
さ
せ
て
問
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

私
独
自
の
、
且
つ
一
回
一
回
の
貨
任
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
盤
珪
は
「
生
れ
付
き
短
気
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
誠
め
と

●
●
●

Ⅲ
様
、
人
間
を
底
か
ら
規
定
す
る
業
的
要
素
を
あ
え
て
否
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
儲
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
業
の
砿
大
さ
よ
り
、
「
譲
り
な
し
」
、
「
執
り
成
し
」
を
し
て
「
利
口
だ
て
」
を
い
う
こ
と
に
よ
っ

●
●
●
●

て
不
生
の
場
か
ら
隔
絶
し
て
し
ま
う
》
」
と
の
ほ
う
が
さ
ら
に
重
大
な
一
」
と
だ
と
い
う
比
較
と
決
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
意
味
で
「
業
異
熟
の
領
域
に
留
意
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
批
判
は
、
責
任
と
い
う
観
点
を
含
ま
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か

ら
出
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

四
身
の
上
の
批
判
で
す
む

（
割
）

し
な
か
っ
た
点
に
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
が
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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し
か
し
そ
も
そ
も
禅
の
根
本
に
は
文
字
を
立
て
な
い
姿
勢
が
あ
っ
た
し
、
こ
こ
に
出
て
く
る
よ
う
に
黄
葉
禅
師
の
「
念
を
動
ず

れ
ば
即
ち
乖
く
」
と
い
う
こ
と
か
ら
は
「
跡
の
詮
議
」
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
又
こ
こ
の
引
用
文
も

表
面
的
に
見
れ
ば
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
と
も
い
え
る
。

し
か
し
そ
れ
は
分
別
か
ら
無
分
別
へ
と
い
う
伝
統
的
、
段
階
的
で
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
視
座
か
ら
の
み
言
え
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
盤
珪
の
場
合
、
同
質
の
も
の
を
含
み
つ
つ
「
不
生
の
仏
心
を
生
死
浬
盤
の
念
に
替
え
て
」
と
い
う
、
言
わ
ば
「
方
向
性

の
な
い
場
」
の
説
法
で
あ
る
と
こ
ろ
が
最
も
有
難
い
所
と
い
え
よ
う
。

又
別
の
説
法
で
、
「
不
生
」
を
「
生
死
即
浬
盤
」
と
す
る
姿
勢
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

禅
師
の
不
生
と
示
し
た
も
う
と
こ
ろ
の
不
生
は
、
古
人
の
云
わ
れ
た
ろ
「
一
念
不
生
、
前
後
際
断
」
ま
た
、
「
念
起
こ
れ
ば

覚
す
る
」
「
当
体
即
ち
是
」
「
念
を
動
か
せ
ば
即
ち
そ
む
く
」
と
、
あ
る
い
は
臨
済
の
云
わ
れ
た
真
正
の
見
解
に
当
た
る
と
。

誰
が
こ
う
云
う
て
置
い
た
語
と
は
同
じ
い
が
、
さ
れ
ど
も
又
そ
の
人
の
示
し
と
は
大
い
に
違
う
た
と
云
い
、
不
生
の
示
し
を
、

あ
の
語
に
較
べ
、
こ
の
語
に
較
べ
て
我
は
一
切
不
生
で
得
居
ら
ず
、
語
の
詮
議
者
と
な
り
、
別
に
不
生
と
い
う
も
の
が
外
に

（
頚
）

あ
り
て
得
会
す
と
思
二
え
り
。
平
生
不
生
で
居
れ
ば
即
ち
技
価
分
別
を
要
せ
ざ
る
な
り
。
（
後
略
）

文
字
言
句
に
預
か
り
て
、
外
に
生
死
混
盤
を
求
め
て
、
詮
索
し
ま
す
る
故
、
不
生
の
仏
心
を
生
死
混
盤
の
念
に
替
え
て
、

二
六
時
中
、
生
死
の
上
の
働
き
な
れ
ば
、
誠
に
一
日
片
時
も
安
穏
な
日
の
な
い
事
を
思
い
ま
し
て
、
笑
止
な
事
で
御
座
る
。

仏
心
が
不
生
で
万
事
調
う
て
居
り
ま
す
れ
ば
、
生
死
も
浬
盤
も
知
り
ま
せ
ぬ
。
不
生
の
場
か
ら
、
生
死
も
浬
盤
も
、
皆
、
跡

（
甑
）

の
詮
議
と
い
う
も
の
で
御
座
る
。
（
後
略
）
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こ
こ
で
「
わ
が
身
に
か
え
て
迷
い
た
が
る
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
は
単
な
る
方
向
違
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
強
く

根
深
い
人
間
の
性
向
が
あ
っ
て
、
盤
珪
は
そ
の
強
大
な
壁
を
相
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 （割）

「
身
の
上
の
批
判
」
に
つ
い
て
も
、
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
の
盤
珪
版
と
Ｊ
Ｕ
解
さ
れ
る
が
、
盤
珪
が
「
身
の
上
の
批
判
で
す
む
」

と
い
う
場
合
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
述
べ
た
人
間
の
自
由
と
責
任
の
観
点
か
ら
直
接
に
出
た
言
葉
だ
と
す
れ
ば
、
「
仏
法
も
禅
法
も

説
こ
う
よ
う
は
ご
ざ
ら
ぬ
。
」
と
い
う
言
葉
も
そ
の
ま
ま
に
聞
い
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
盤
珪
の
厳
し
さ
は
、
人
間
の
い
わ
ば
勝
負
所
を
正
す
所
に
集
約
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
そ
こ
か
ら
盤
珪
の
行
は
日
常

の
行
と
な
る
。

以
上
、
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
盤
珪
の
説
法
を
見
直
し
て
み
廟
←
し
か
し
人
間
は
こ
の
責
任
か
ら
逆
の
方
向
へ
行
こ
う
と
す
る
。

何
程
迷
い
が
尊
い
も
の
で
ご
ざ
れ
ば
、
皆
、
わ
が
身
に
か
え
て
迷
い
た
が
る
こ
と
で
ご
ざ
る
ぞ
。
不
覚
な
こ
と
じ
ゃ
ご
ざ

ら
ぬ
伽
←

身
ど
も
は
仏
法
も
説
か
ず
、
又
禅
法
も
説
か
ず
。
説
こ
う
よ
う
も
ご
ざ
ら
ぬ
わ
。
皆
人
々
今
日
の
身
の
上
の
批
判
で
相
す

ん
で
、
埒
の
明
く
事
な
れ
ば
、
仏
法
も
禅
法
も
説
こ
う
よ
う
は
ご
ざ
ら
曙

今
日
よ
り
万
事
を
つ
つ
し
ま
れ
た
が
よ
う
ご
ざ
麺
←
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多
方
面
に
お
い
て
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
き
た
現
代
、
そ
の
突
破
口
が
見
え
な
い
の
は
、
皆
が
「
跡
の
詮
議
」
に
な
っ
て
い
る

こ
と
に
目
を
向
け
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
又
、
宗
教
の
存
在
意
義
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
盤
珪
の

い
う
「
慎
み
」
が
な
い
事
に
依
る
と
思
わ
れ
る
。

膨
大
な
人
が
常
識
、
倫
理
、
多
数
者
、
権
威
等
を
安
易
に
「
正
さ
」
の
根
拠
と
し
て
動
い
て
い
る
。
真
面
目
な
律
僧
を
誠
め
る

盤
珪
の
大
き
な
眼
差
し
は
、
時
代
を
越
え
て
、
又
宗
派
を
越
え
て
私
た
ち
に
人
間
と
し
て
最
も
大
事
な
第
三
の
基
準
を
指
し
示
し

て
い
る
。

以
上

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
盤
珪
の
「
不
生
で
ご
ざ
れ
」
の
説
法
が
、
ど
こ
ま
で
も
明
る
く
、
易
し
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
思
う
と
盤
珪
の
説
法
は
一
際
有
り
難
く
響
い
て
く
る
の
で
あ
鞠
←

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
１
）
赤
尾
龍
浩
編
『
盤
珪
禅
師
全
集
』
（
大
蔵
出
版
・
’
九
七
六
年
）
五
五
一
～
五
五
八
頁
〈
以
下
、
『
全
集
』
と
略
す
。
又
、
引
用
文
中
旧
仮
名
遮
い
や
、
読

み
に
く
い
と
こ
ろ
は
少
し
読
み
替
え
を
し
た
。
）

『
石
Ⅲ
心
学
・
日
本
思
想
体
系
四
二
』
（
増
波
轡
店
．
一
九
七
一
年
）
二
八
頁

例
え
ば
、
白
鳳
禅
師
は
「
枯
坐
不
生
の
偏
見
」
と
い
っ
て
い
る
。
半
世
紀
後
の
盤
珪
な
き
盤
珪
禅
の
様
子
が
覗
え
る
。
『
壁
生
草
』
『
白
隠
和
尚
全
染
一
巻
（
腿

吟
社
、
一
九
三
四
年
）
一
九
七
頁

『
金
蝿
』
一
九
二
頁

注

お
わ
り
に
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￣、￣￣、￣■￣、グー、
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一、－－、￣、グー、￣、

１９１８１７１６１５
～￣～＝、＝＝～￣－－

灘
蝋

樹
社
二
九
九
一
年
）
参
照
。

ａ
）
鈴
木
知
準
著
『
森
田
療
法
を
語
る
』

亜
）
『
全
染
』
四
四
頁

両
）
仏
敦
と
森
田
療
法
の
類
似
点
と
違
い
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
真
宗
と
森
田
療
法
」
『
真
宗
研
究
』
（
四
四
築
・
二
○
○
二
年
）
一
四
四
～
一
五
八
頁
、
及
び

「
森
田
理
論
と
因
幡
の
源
左
」
『
宗
学
院
紀
要
』
（
六
号
．
二
○
○
三
年
）
一
三
七
～
一
六
○
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
蝋
珪
と
森
Ⅲ
擬
法
に
つ
い
て
は
一
度
発

表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
雌
雄
と
森
川
縦
法
」
『
宗
教
研
究
』
二
八
三
号
．
一
九
九
○
年
一
九
九
～
二
○
○
頁

（
型
特
に
、
宇
佐
晋
一
博
士
は
実
践
の
中
で
自
然
に
融
合
さ
れ
て
い
る
。
『
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
』
（
東
方
出
版
・
一
九
八
七
年
）
、
『
と
ら
わ
れ
か
ら
の
解
脱
』
（
柏

わ
が
国
の
念
仏
者
、
因
幡
の
源
左
（
天
保
一
三
年
～
昭
和
五
年
）
は
最
期
に
近
い
時
、
お
手
次
寺
の
住
職
が
本
山
の
命
を
受
け
て
布
教
に
行
く
一
］
と
に
な
り
、

心
配
し
て
来
た
住
職
に
対
し
て
別
れ
際
に
『
決
し
て
美
し
い
話
を
し
て
つ
か
ん
す
な
え
。
皆
を
悦
ば
せ
る
よ
う
な
話
は
せ
ず
に
只
如
来
の
お
手
伝
い
だ
け

を
し
て
つ
か
わ
ん
せ
。
そ
の
こ
と
だ
け
を
云
っ
て
お
き
た
か
っ
た
だ
が
や
あ
』
と
い
っ
て
い
る
。
禅
と
念
仏
の
違
い
を
超
え
て
、
安
易
な
社
会
化
が
如
何

に
恐
ろ
し
い
こ
と
か
が
税
え
る
。
『
妙
好
人
因
幡
の
源
左
』
（
百
錐
苑
二
九
六
○
年
）
九
十
一
頁

暮
房
仏
書
林
・

『
全
染
』
七
頁

拙
稿
、
「
盤
珪
禅
に
見
る
易
行
の
意
味
に
つ
い
て
」
、
『
宗
教
研
究
・
一
二
九
四
号
．
一
九
九
二
年
、
七
一
～
九
二
頁

朝
比
奈
宗
源
老
師
は
、
盤
珪
の
公
案
批
判
に
対
し
て
一
．
公
案
の
役
に
立
つ
こ
と
を
忘
れ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
．
「
我
観
盤
珪
禅
」
『
盤
珪
禅
の
研
究
』
（
山

暮
房
仏
書
林
・
一
九
四
二
年
）
四
三
～
四
四
頁

前
金
雄
』
一
二
七
頁

例
え
ば
、
出
雲
の
人
が
盤
珪
に
対
し
て
、
無
造
作
で
居
れ
と
い
う
の
は
心
安
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
そ
れ
で
は
峰
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
間
う
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
盤
珪
は
仏
心
を
他
の
も
の
に
仕
替
え
る
そ
の
こ
と
こ
そ
が
軽
す
ぎ
る
、
と
答
え
て
い
る
。
『
全
集
』
二
三
頁

『
全
染
』
六
～
七
頁

一
八
～
’
九
頁

前
掲
灘
三
九
頁

『
神
経
質
の
本
態
と
縦
法
』
（
日
掛
社
．
一
九
六
○
年
）
一
江
三
～
一
五
四
頁

（
誠
信
心
謝
房
・
一
九
七
七
年
）
二
五
六
～
二
七
八
頁

6２



（
釦
）
『
全
染
』
二
二
頁

宛
）
こ
の
意
味
で
、
坐

グー、￣～￣ベ〆￣､デー､グー、￣､’■、
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こ
の
意
味
で
、
鈴
木
大
拙
博
士
が
、
盤
琲
鰍
を
思
想
と
し
て
の
「
不
生
」
、
つ
ま
り
禅
体
験
に
対
応
す
る
禅
意
搬
を
兄
輔
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評

価
し
た
こ
と
と
は
異
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
論
文
『
朧
珪
禅
に
お
け
る
易
行
の
意
味
に
つ
い
て
』
で
述
べ
た
。

『
全
染
』
四
三
頁

柴
山
全
慶
老
師
「
盤
珪
禅
の
身
の
上
の
批
判
に
つ
い
て
」
稲
葉
褒
編
『
抑
～
そ
の
思
想
と
哲
学
』
（
創
元
社
・
一
九
六
六
年
）
三
六
～
四
二
頁

こ
の
点
の
親
縁
領
域
と
し
て
は
実
存
分
析
の
創
始
者
で
あ
る
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
が
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精
神
医
学
者
で
、

戦
時
中
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
収
容
所
に
収
容
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
中
で
人
間
の
恐
ろ
し
さ
と
同
時
に
最
終
的
な
価
値
を
明
ら
か
に
し
た
。
フ
ロ
イ
ト
の
梢
神

分
析
が
、
心
理
的
な
も
の
の
懲
繊
化
に
努
め
る
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
い
わ
ば
柵
神
的
な
る
も
の
の
意
識
化
に
治
旅
（
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
）
の
払
本

を
微
い
た
。
そ
し
て
、
人
間
の
根
本
に
は
意
識
性
と
寅
任
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
、
そ
の
適
任
を
来
た
す
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
向
け
て
の
一
間

曲
」
が
存
在
し
、
そ
の
こ
と
の
意
識
化
を
目
指
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
安
易
に
不
自
由
を
装
う
こ
と
の
危
険
性
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ク
ル

の
視
点
は
、
朧
珪
が
見
せ
る
異
様
な
厳
し
さ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
よ
く
描
写
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ろ
。
特
に
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
箸
『
死
と
愛
・
』
（
鵜

川
徳
爾
訳
・
み
す
ず
榔
房
二
九
近
七
年
）
参
照
。

も
う
一
つ
の
親
縁
劔
域
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
親
蝋
聖
人
を
挙
げ
た
い
。
表
而
的
に
は
ま
っ
た
く
逆
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
計
ら

い
を
先
行
さ
せ
て
、
納
ま
っ
て
い
き
、
そ
の
結
果
仏
の
呼
び
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
い
く
そ
の
一
般
的
な
あ
り
方
を
晩
年
い
よ
い
よ
誠
め
て
い
る
（
『
ご

消
息
』
や
『
正
像
米
和
讃
』
に
よ
く
表
れ
て
い
る
）
。
信
心
も
念
仏
も
仏
か
ら
の
頂
き
も
の
で
あ
り
、
「
凡
夫
の
計
ら
い
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
最

も
強
調
し
て
い
る
。
拙
柵
「
寅
任
の
場
～
親
驚
と
樅
珪
に
学
ぶ
～
」
『
宗
教
研
究
』
二
九
四
号
．
一
九
八
九
年
）
二
四
九
～
二
五
一
頁

『
全
染
』
二
十
七
頁

玉
城
康
四
郎
著
『
盤
珪
・
日
本
の
禅
語
録
一
六
』
（
識
談
社
．
一
九
八
一
年
）
一
六
二
～
一
六
三
頁

藤
本
槌
重
編
著
『
盤
珪
禅
師
法
語
集
』
（
春
秋
社
二
九
七
一
年
）
一
九
二
頁

『
全
集
』
七
五
頁
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