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問
題
の
所
在

　

井
上
円
了
（
一
八
五
八
│

一
九
一
九
年
）
は
仏
教
を
は
じ
め
と
し
た
東
洋
思
想

を
、
実
証
的
な
科
学
と
並
ぶ
近
代
に
対
応
可
能
な
哲
学
と
し
て
再
構
築
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
仏
教
の
も
つ
合
理
性
（
法
則
性
）
も
重
視
さ
れ
て

い
た
。
一
方
、
円
了
は
最
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
仏
教
活
論
序
論
』（
一
八
八
七

年
）
の
時
点
か
ら
、
輪
廻
説
に
対
し
て
肯
定
的
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
理

論
的
な
背
景
も
含
め
て
、
人
間
存
在
と
世
界
（
宇
宙
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
体
系

的
に
考
察
し
た
の
が
『
破
唯
物
論
』（
一
八
九
八
年
）
で
あ
り
、
一
般
人
向
け
に

そ
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
通
俗
講
義　

霊
魂
不
滅
論
』（
一
八
九
九
年
、

以
下
『
霊
魂
不
滅
論
』
と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
、
円
了
は

一
貫
し
て
「
霊
魂
」
の
実
在
と
永
遠
性
を
主
張
し
て
お
り
、
我
々
の
感
覚
か
ら
み

れ
ば
、
そ
れ
は
円
了
が
目
指
し
て
い
た
東
洋
思
想
の
合
理
的
解
釈
と
は
一
見
矛
盾

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
円
了
が
霊
魂
の
有
無
を
論
じ
る
の
は
、
彼

に
と
っ
て
そ
れ
が
単
な
る
信
仰
上
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
生
き
方
に
直
結
し

た
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
的
道
徳
心
の
励
起

の
み
な
ら
ず
、
社
会
や
国
家
の
安
定
を
も
視
野
に
入
れ
た
議
論
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。

　

円
了
が
『
破
唯
物
論
』
の
後
半
で
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
「
大
化
論
」

は
、
こ
の
世
界
（
ひ
い
て
は
宇
宙
）
を
活
物
つ
ま
り
精
神
性
を
持
つ
巨
大
な
活
動

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
表
れ
と
見
て
、
そ
の
進
化
の
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
人
間
の
理
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
す
る
。

マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
視
点
が
交
錯
す
る
壮
大
な
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
構
想
は
『
哲

学
新
案
』（
一
九
〇
九
年
）
に
引
き
継
が
れ
た
と
さ
れ
る
﹇
井
上
一
九
九
〇
：

七
〇
七
﹈。
つ
ま
り
、
円
了
晩
年
の
思
想
的
展
開
を
考
え
た
と
き
、
霊
魂
観
は
決

し
て
無
視
で
き
な
い
位
置
づ
け
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

一
方
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
円
了
同
様
霊
魂
観
に

関
心
を
寄
せ
、
特
に
霊
魂
不
滅
の
観
点
か
ら
執
筆
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
書
物
も
多

数
出
版
さ
れ
て
い
る
。
霊
魂
不
滅
論
の
円
了
哲
学
に
お
け
る
重
要
性
を
踏
ま
え
た

時
、
筆
者
の
関
心
は
、
彼
と
同
じ
く
仏
教
哲
学
を
研
究
す
る
立
場
に
あ
っ
て
、
円

了
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
人
物
が
い
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
論
で

は
、
日
蓮
宗
大
学
（
現
立
正
大
学
）
の
講
師
を
経
て
龍
谷
大
学
教
授
と
な
っ
た
妻

明
治
仏
教
の
霊
魂
言
説 

│
井
上
円
了
と
妻
木
直
良
の
比
較
を
中
心
に
│

水

谷

香

奈
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木
直
良
（
一
八
七
三
│

一
九
三
四
年
）
の
『
霊
魂
論
』
に
着
目
し
た
い
。
東
洋
大

学
の
第
二
代
学
長
を
務
め
た
前
田
慧
雲
（
一
八
五
五
│

一
九
三
〇
年
）
は
、
こ
の

『
霊
魂
論
』
に
対
し
て
、
長
年
自
分
が
書
き
た
か
っ
た
内
容
と
「
大
体
の
上
に
於

て
格
別
異
存
は
な
く
十
分
希
望
に
か
な
ひ
た
る
見
解
」﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
四
﹈

と
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
業
感
縁
起
説
、
阿
頼
耶
識
縁
起

説
、
真
如
縁
起
説
な
ど
、
円
了
も
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
様
々
な
仏
教
思
想
が

列
挙
さ
れ
（
１
）、

部
派
か
ら
大
乗
に
至
る
縁
起
説
の
終
着
点
と
し
て
天
台
教
学
の
一
念

三
千
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
現
実
の
人
生
に
応
用
可
能
な
か
た
ち
で
解
釈

し
よ
う
と
す
る
形
跡
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
間
に
は
相
違
点
も
見
ら
れ

る
た
め
、
本
論
文
で
は
ま
ず
円
了
の
提
唱
し
た
霊
魂
不
滅
論
の
論
理
構
造
に
つ
い

て
検
討
し
、
続
け
て
妻
木
の
『
霊
魂
論
』
の
記
述
か
ら
、
両
者
の
共
通
点
や
相
違

点
、
お
よ
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一　

円
了
の
霊
魂
不
滅
論
の
論
理
構
造

（
一
）　

唯
物
論
排
斥
の
思
想
的
背
景
と
目
的

　

円
了
が
近
代
化
の
進
む
明
治
後
期
の
日
本
に
お
い
て
、
あ
え
て
唯
物
論
を
批
判

し
霊
魂
不
滅
論
を
主
張
し
た
思
想
的
背
景
の
解
明
に
つ
い
て
は
、『
井
上
円
了
選

集
』
第
七
巻
所
収
の
清
水
乞
に
よ
る
解
説
﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
六
六
七
│

七
〇
七
﹈
に
て
簡
単
に
そ
の
経
緯
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
鈴
木
由
香
里

﹇
鈴
木
二
〇
一
一
﹈、
ベ
ル
ナ
ッ
ト
・
マ
ル
テ
ィ
・
オ
ロ
バ
ル
﹇
オ
ロ
バ
ル
：

二
〇
一
九
﹈
に
よ
る
、
個
別
的
な
事
例
を
扱
っ
た
先
行
研
究
が
あ
る
。
円
了
が
想

定
し
て
い
た
論
敵
は
複
数
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
特
に
当
時
は
哲
学
者
の
加
藤
弘
之

（
一
八
三
六
│

一
九
一
六
年
）
ら
が
提
唱
し
て
い
た
唯
物
論
的
な
社
会
進
化
論
が

広
ま
り
を
見
せ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
反
論
が
円
了
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　

鈴
木
が
「
円
了
の
目
論
見
は
、
当
時
の
社
会
に
は
び
こ
る
実
利
主
義
、
神
儒
仏

道
を
否
定
す
る
世
俗
的
な
科
学
主
義
あ
る
い
は
近
代
主
義
な
る
も
の
の
批
判
で
あ

り
、
そ
れ
ら
主
義
を
支
え
、
権
威
づ
け
る
唯
物
論
的
な
思
考
を
破
壊
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
」﹇
鈴
木
二
〇
一
一
：
三
一
﹈
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
円
了
は
近
代
科

学
の
有
用
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
が
人
間
の
精
神
的
活
動
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
・
儒
教
・
神
道
と
い
っ
た
宗
教
思
想
が
伝
統
的

に
培
っ
て
き
た
道
徳
・
倫
理
的
な
生
き
方
・
価
値
観
を
損
な
う
こ
と
を
危
惧
し
て

い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
国
体
の
護
持
・
発
展
と
連
結
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
円
了
は
明
治
維
新
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
で
あ
る

「
富
国
強
兵
」
に
つ
い
て
、『
霊
魂
不
滅
論
』
に
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

わ
が
国
も
将
来
、
欧
米
の
強
国
と
一
大
戦
端
を
開
く
こ
と
な
し
と
は
申
さ
れ

ま
せ
ぬ
が
、
そ
の
準
備
に
は
国
民
全
体
に
こ
の
精
神
を
与
う
る
こ
と
最
も
肝

要
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
な
に
ご
と
を
す
る
に
も
、
決
死
の
精
神
ほ
ど
大
切

の
も
の
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
し
か
し
て
、
そ
の
精
神
は
霊
魂
不
滅
説
よ
り
起
こ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
説
こ
そ
実
に
国
家
の
独
立
を
保
護
す
る
の
金
城
鉄
壁
に

し
て
、
富
国
強
兵
の
基
礎
と
申
し
て
よ
ろ
し
い
。﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：

三
六
八
﹈
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上
記
以
外
に
も
、
円
了
は
『
霊
魂
不
滅
論
』
の
末
尾
で
こ
の
論
を
受
け
入
れ
る

こ
と
の
効
用
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
不
幸
、
不
運
、
病
気
、
災

難
、
貧
苦
な
ど
の
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
人
が
精
神
的
救
済
を
得
ら
れ
る
と
し

て
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
学
者
の
使
命
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
第
二

に
、
三
世
に
わ
た
る
善
悪
の
応
報
を
信
じ
る
こ
と
で
良
心
が
満
た
さ
れ
る
と
し

て
、
こ
れ
は
宗
教
の
役
割
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
学
問
の
目
的
は
社
会
の
発
展
、

人
心
の
安
定
、
ひ
い
て
は
国
体
の
維
持
に
あ
る
と
い
う
円
了
の
主
張
は
、
論
敵
で

あ
る
加
藤
な
ど
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
情
勢
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
る
。
円
了
に
と
っ
て
は
「
護
国
愛
理
」
は
『
仏
教
活
論
序
論
』
以
来
一
貫

し
た
主
張
で
あ
り
、
反
唯
物
論
や
霊
魂
不
滅
論
も
そ
こ
に
直
結
し
た
テ
ー
マ
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
二
）　

普
遍
的
法
則
に
則
っ
た
世
界
観
・
人
間
観

　

次
に
、
円
了
の
霊
魂
不
滅
論
が
ど
の
よ
う
な
手
順
で
展
開
さ
れ
る
か
を
見
て
い

き
た
い
。
円
了
は
「
唯
物
論
者
の
武
器
を
奪
っ
て
、
そ
の
根
拠
か
ら
打
ち
破
ろ
う

と
思
い
ま
す
」﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
三
二
六
﹈
と
述
べ
、
合
理
性
と
普
遍
性
を
備

え
た
法
則
と
の
関
連
で
霊
魂
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

①　

物
質
不
滅
＝
質
量
保
存
の
法
則

物
質
不
滅
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
る
有
を
転
じ
て
無
と
な
す
べ
か
ら
ず
と
申

す
規
則
と
そ
の
意
を
同
じ
く
し
、
一
切
の
物
質
は
外
面
上
に
て
は
い
ろ
い
ろ

の
変
化
を
示
し
、
固
体
は
転
じ
て
液
体
と
な
り
、
液
体
は
化
し
て
気
体
と
な

り
、
気
体
ま
た
変
じ
て
液
体
、
固
体
と
な
る
も
、
そ
の
実
、
一
分
子
、
一
元

素
た
り
と
も
、
決
し
て
真
に
消
滅
す
る
こ
と
な
し
と
の
規
則
で
あ
り
ま
す
。

﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
三
二
六
﹈

　

科
学
的
に
考
え
れ
ば
、
無
か
ら
有
は
生
ま
れ
な
い
。
そ
し
て
唯
物
論
と
言
え
ど

も
、
人
間
に
精
神
的
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
り
、
我
々
が

物
質
と
精
神
か
ら
な
る
な
ら
ば
、
精
神
は
物
質
に
内
在
し
て
い
た
は
ず
だ
と
円
了

は
主
張
す
る
。
彼
は
こ
の
精
神
を
内
在
し
た
物
質
を
「
原
始
的
物
質
」
と
い
う
名

で
仮
定
し
て
お
り
、
こ
れ
が
無
機
と
有
機
（
生
物
）
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
有
機
は

無
感
（
植
物
）
と
有
感
に
分
か
れ
、
有
感
は
無
知
（
動
物
）
と
有
知
（
人
類
）
に

分
か
れ
る
と
い
う
、
一
種
の
進
化
論
を
提
示
す
る
。
こ
の
原
始
的
物
質
は
あ
く
ま

で
論
理
上
の
仮
定
で
あ
り
、
そ
の
実
在
は
確
か
め
る
べ
く
も
な
い
が
、
円
了
は
微

細
な
分
子
や
元
素
（
原
子
）
を
さ
ら
に
分
割
し
て
い
っ
た
時
、
つ
い
に
分
割
で
き

な
い
状
態
に
至
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
も
は
や
物
質
と
は
呼
べ
ず
、
精
神
と

同
じ
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。

②　

勢
力
恒
存
＝
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則

今
、
物
理
学
の
用
語
を
か
り
て
申
さ
ば
、
勢
力
に
潜
力
、
顕
力
の
二
力
あ
り

て
、
外
部
に
開
顕
せ
る
も
の
を
顕
力
と
い
い
、
内
部
に
潜
在
せ
る
と
き
を
潜
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力
と
い
い
ま
す
が
、
人
の
生
時
は
精
神
の
顕
力
と
な
り
た
る
場
合
に
し
て
、

そ
の
死
時
は
潜
力
に
帰
し
た
る
場
合
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
か
く
解
釈
す
る
に

あ
ら
ざ
れ
ば
、
勢
力
恒
存
の
理
法
の
立
た
ざ
る
は
も
ち
ろ
ん
、
有
を
転
じ
て

無
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
原
則
に
背
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。﹇
井
上

二
〇
〇
〇
：
三
三
五
│

六
﹈

　

物
質
は
一
定
の
空
間
を
占
有
す
る
が
、
精
神
は
目
に
見
え
な
い
。
同
じ
よ
う

に
、
物
質
に
内
在
し
な
が
ら
目
に
見
え
な
い
も
の
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
。
物

体
と
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
と
の
関
係
か
ら
見
て
、
物
質
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
円
了
は
精
神
と
は
意
識
性
を
持
つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
物
質
（
肉
体
）
を
通
し
て
外
に
表
れ
て
い
る
と
き
（
生
）

と
、
物
質
の
内
に
包
有
さ
れ
て
い
る
と
き
（
死
）
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
死
は
精
神
の
消
滅
で
は
な
く
、
精
神
の
活
動
が
停
止
し
た
状
態
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
円
了
に
よ
る
と
、
こ
の
道
理
は
、
個
人
の
生
死
だ
け
で
は
な
く
宇
宙
全

体
の
創
造
と
消
滅
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

　

唯
物
論
者
も
、
こ
の
宇
宙
が
進
化
し
て
こ
の
世
界
を
現
じ
た
る
こ
と
は
、

定
め
て
疑
い
ま
す
ま
い
。
し
か
る
に
進
化
は
、
ほ
か
よ
り
ゴ
ッ
ド
の
ご
と
き

怪
物
が
来
た
り
て
促
し
た
る
で
は
な
く
、
宇
宙
自
ら
そ
の
体
に
固
有
せ
る
大

勢
力
に
よ
り
て
活
動
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
活
自
動
の
開

発
で
あ
る
こ
と
も
必
ず
承
知
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
果
た
し
て
し
か
ら
ば
、
こ

れ
を
活
物
と
名
づ
け
ず
し
て
な
ん
と
称
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
死
物
た
る
点
は

い
ず
れ
に
あ
る
か
、
目
や
鼻
や
耳
が
あ
る
ば
か
り
が
活
物
霊
体
で
は
な
い
。

い
や
し
く
も
己
に
活
動
の
力
を
具
し
て
、
自
ら
開
発
す
る
こ
と
を
得
る
以
上

は
、
み
な
活
物
た
る
に
相
違
な
い
。（
略
）

　

す
で
に
宇
宙
の
活
物
霊
体
た
る
を
知
れ
ば
、
そ
れ
自
体
に
最
大
至
高
の
精

神
を
具
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
精
神
は
全
く

そ
の
一
部
分
、
一
分
子
た
る
こ
と
は
、
ま
た
疑
わ
れ
ま
せ
ぬ
。
こ
れ
を
わ
れ

わ
れ
の
親
と
し
て
考
う
る
も
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
そ
の
一
部
分
を
賦
与
せ

ら
れ
た
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
三
三
六
│

七
﹈

　

現
在
の
宇
宙
は
、
原
初
の
星
雲
的
な
状
態
か
ら
星
ぼ
し
が
誕
生
す
る
な
ど
、
進

化
と
も
言
え
る
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
。
円
了
は
、
こ
れ
は
宇
宙
そ
の
も
の
が
意

識
性
を
持
つ
一
大
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
活
物
霊
体
）
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
巨
大
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
一
部
と
し
て
人
間
な
ど
の
個
別
存
在
の
精
神
（
＝
霊
魂
）
が
あ
る
と

位
置
づ
け
て
い
る
。

　

拙
者
は
数
年
前
よ
り
だ
ん
だ
ん
こ
の
理
を
研
究
し
て
、
宇
宙
に
は
本
来
一

大
勢
力
の
永
存
せ
る
あ
り
て
、
世
界
万
物
は
そ
の
活
動
よ
り
生
ず
る
現
象
な

る
こ
と
を
発
見
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
て
、
そ
の
大
勢
力
は
本
来
、
精
神

的
意
識
性
の
も
の
な
れ
ど
も
、
活
動
の
影
響
と
し
て
勢
力
の
海
面
に
無
類
の
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波
を
湧わ

か
し
、
そ
の
波
の
固
着
し
た
る
も
の
が
物
質
と
な
り
た
る
も
の
と
考

え
ま
す
。﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
三
三
八
│

九
﹈

　

円
了
か
ら
見
て
、
こ
の
精
神
と
物
質
、
個
人
の
霊
魂
と
宇
宙
を
生
み
出
す
一
大

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
関
係
を
最
も
明
ら
か
に
論
じ
て
い
る
の
は
仏
教
で
あ
る
と
い

う
。
円
了
は
北
宋
初
期
の
禅
僧
で
あ
る
契
嵩
（
一
〇
〇
七
│

一
〇
七
二
年
）
の

『
輔
教
編
』、
栄
西
（
一
一
四
一
│

一
二
一
五
年
）
の
『
興
禅
護
国
論
』、『
華
厳
経
』

の
唯
心
偈
の
冒
頭
部
分
な
ど
を
引
用
し
つ
つ
、
我
々
の
心
が
世
界
（
す
な
わ
ち
物

質
）
を
生
み
出
す
と
い
う
唯
心
論
を
唱
え
る
が
、
そ
の
中
で
「
い
わ
ゆ
る
一
心
の

体
は
す
な
わ
ち
真
如
と
称
し
、
世
界
万
物
の
本
体
で
あ
る
と
申
し
ま
す
」﹇
井
上

二
〇
〇
〇
：
三
四
一
﹈
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
円
了
の
主

張
の
枠
組
み
が
真
如
縁
起
説
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
真
如
を
精
神
性
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
解
釈
は
『
大
乗
起
信
論
』

な
ど
に
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
密
教
の
法
身
仏
の
影
響
か
、
ま
た
は
円
了
独

自
の
表
現
と
思
わ
れ
る
。

③　

因
果
相
続
＝
万
物
の
因
果
関
係

　

①
の
物
質
お
よ
び
②
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
原
因
と
結
果
の
連
鎖
の
中
で
総
量
が

変
わ
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
き
て
い
る
。
合
理
的
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
精
神

（
霊
魂
）
も
物
質
と
同
様
連
鎖
し
な
が
ら
存
続
し
、
途
中
で
消
滅
す
る
こ
と
は
な

い
は
ず
で
あ
り
、
円
了
は
こ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

宇
宙
間
に
精
神
的
一
大
勢
力
あ
り
て
、
そ
の
体
内
に
無
始
以
来
の
種
々
雑

多
の
原
因
事
情
を
お
さ
め
、
そ
の
結
果
に
よ
り
て
、
こ
の
世
界
も
わ
れ
わ
れ

も
、み
な
そ
の
形
を
結
ぶ
よ
う
に
な
り
た
る
こ
と
を
承
知
し
て
も
ら
い
た
い
。

こ
れ
を
仏
教
に
て
は
前
世
の
宿
因
、
業
報
、
業
感
等
と
申
し
、
こ
れ
を
進
化

論
に
て
は
遺
伝
と
申
し
ま
す
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
に
生
ま
れ

き
た
り
て
、
他
日
ま
た
老
い
去
る
も
、
や
は
り
わ
が
勝
手
に
て
し
か
る
に
あ

ら
ず
し
て
、
生
ま
れ
し
以
前
、
永
い
間
の
原
因
の
引
き
続
き
な
る
に
相
違
な

い
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
一
代
の
間
に
な
し
た
る
一
切
の
言
行
が
、
善
に
あ

れ
悪
に
あ
れ
、
ま
た
み
な
そ
の
原
因
を
助
け
て
、
死
後
再
び
身
を
結
び
生
を

現
ず
る
よ
う
に
な
り
、未
来
無
限
の
時
間
の
間
に
は
、幾
回
と
な
く
生
々
滅
々

す
る
道
理
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
理
は
拙
者
が
勝
手
に
申
す
の
で
は
な
く
、

勢
力
恒
存
、
因
果
相
続
の
理
法
が
拙
者
に
教
え
て
か
く
言
わ
し
む
る
こ
と
な

れ
ば
、
も
し
そ
の
説
を
不
都
合
と
思
う
御
方
は
、
こ
の
理
法
に
つ
き
て
、
よ

く
尋
ね
て
み
る
が
よ
ろ
し
い
。
こ
の
理
法
は
無
我
無
欲
で
あ
る
か
ら
、
別
に

入
門
料
や
束
そ
く
し
ゅ
う

脩
の
心
配
は
い
り
ま
せ
ぬ
。
拙
者
も
幸
い
に
そ
の
理
法
の
指
導

に
よ
り
て
、
人
間
の
死
は
真
の
死
に
あ
ら
ず
し
て
、
一
時
の
眠
息
な
る
こ
と

を
知
る
と
同
時
に
、
他
日
再
び
醒せ
い
か
く覚
す
る
と
き
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
は
じ

め
て
数
十
年
来
か
つ
迷
い
か
つ
苦
し
み
い
た
る
胸
中
が
、
一
時
に
郭
然
と
し

て
開
け
、
万
里
雲
晴
れ
て
、
月
ま
さ
に
中
す
る
が
ご
と
き
心
地
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
三
四
七
│

八
﹈
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人
間
の
肉
体
が
人
に
よ
っ
て
違
う
の
は
、
過
去
の
精
神
に
原
因
が
あ
る
た
め
で

あ
る
。
仏
教
で
説
く
前
世
の
宿
業
は
、
遺
伝
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
死
は
終
わ
り
で
は
な
く
眠
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
再

び
目
覚
め
て
新
た
な
生
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
因
果
に
は
善
と
悪
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
如
に
合
致
す
る
方
向
か
否
か

で
判
断
さ
れ
る
。
円
了
は
、

　

か
く
し
て
善
悪
因
果
を
立
つ
る
以
上
は
、
善
果
の
最
上
と
悪
果
の
至
極
と

の
両
端
が
あ
る
べ
き
は
ず
な
れ
ば
、
そ
の
善
果
の
方
を
極
楽
と
し
、
悪
果
の

方
を
地
獄
と
し
た
る
も
の
な
る
が
、
こ
れ
、
も
と
よ
り
当
然
の
こ
と
と
考
え

ま
す
。
い
や
し
く
も
真
如
界
と
生
滅
界
と
を
論
ず
る
以
上
は
、
善
悪
因
果
を

説
か
ね
ば
な
ら
ず
、
善
悪
因
果
を
説
く
以
上
は
、
地
獄
極
楽
を
立
て
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
は
、
自
然
の
道
理
の
教
ゆ
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
決
し
て
不
合
理
、

非
論
理
た
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
た
だ
、
地
獄
の
鬼
や
釜か
ま
の
話
、
極

楽
の
蓮
華
や
音
楽
の
話
は
道
理
以
外
の
こ
と
に
し
て
、
も
し
宗
教
外
よ
り
こ

れ
を
み
れ
ば
、苦
楽
の
状
態
を
形
容
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
、
信
仰
上
の
問
題
に
し
て
、
道
理
上
の
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ぬ
。﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
三
五
四
﹈

と
述
べ
、
生
前
の
行
為
（
原
因
）
に
善
悪
が
あ
る
以
上
、
結
果
で
そ
れ
を
表
現
し

た
の
が
地
獄
や
極
楽
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
様
相
を
し

て
い
る
か
は
信
仰
上
の
問
題
で
あ
り
、
信
仰
を
抜
き
に
し
た
場
合
に
は
、
苦
楽
の

状
態
を
例
え
た
表
現
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
円
了
に
よ
れ
ば
、
こ
の
善
悪
の
解
釈
は
進
化
論
と
も
矛
盾
し
て
い
な

い
。
宇
宙
の
目
的
は
進
化
に
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
様
々
な
事
情
・

関
係
に
よ
っ
て
、
個
別
の
事
例
と
し
て
は
進
化
も
あ
れ
ば
退
化
も
あ
る
と
し
、

「
そ
の
進
化
の
因
果
を
善
と
し
、
退
化
の
因
果
を
悪
と
す
れ
ば
、
進
化
論
も
や
は

り
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
の
規
則
を
用
う
る
こ
と
と
な
り
ま
す
」﹇
同
右
﹈
と
結

論
づ
け
て
い
る
。

（
三
）　

理
性
に
よ
る
真
理
追
及
の
重
要
性

　

以
上
、
円
了
は
進
化
論
、
宇
宙
の
始
ま
り
、
分
子
・
原
子
と
い
っ
た
当
時
の
科

学
的
見
解
を
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
宗
教
的
哲
学
思
想
と
組
み
合
わ
せ
て
霊
魂
と

は
何
か
を
論
じ
て
い
る
が
、
反
対
論
者
か
ら
「
非
科
学
的
・
空
想
的
」
な
ど
の
批

判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
鈴
木
が
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
円
了
は
、
カ
ン
ト
の
用
語
を
借
り
て
、
人
間
の
精
神
の
は
た
ら
き
の
中
で
も
、

不
可
知
な
も
の
を
論
理
的
に
追
及
す
る
理
性
を
最
も
中
心
的
・
根
源
的
な
は
た
ら

き
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
霊
魂
の
有
無
を
考
察
し
た
と
き
、
結
論
は
上
記

の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
。
円
了
に
よ
れ
ば
、
唯
物
論
は
感
性
と
悟

性
の
対
象
と
な
る
が
、
理
性
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

人
の
性
質
に
感
性
、
悟
性
、
理
性
の
三
と
お
り
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
哲
学
者
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の
申
す
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
拙
者
も
こ
の
名
目
を
用
い
て
、
ま
ず
そ
の

解
釈
を
述
ぶ
れ
ば
、
感
性
と
は
感
覚
性
の
こ
と
に
し
て
、
耳
目
の
感
ず
る
作

用
を
い
い
、
悟
性
と
は
理
解
力
の
こ
と
に
し
て
、
普
通
の
実
験
論
理
に
よ
り

て
事
物
の
道
理
を
了
解
す
る
作
用
を
い
い
、
理
性
と
は
前
二
者
の
上
に
位
し

て
、
到
底
実
験
も
人
知
も
は
る
か
に
及
ば
ざ
る
絶
対
無
限
の
境
遇
に
、
体
達

超
入
す
る
作
用
を
い
い
ま
す
。
ゆ
え
に
、
理
性
は
わ
れ
わ
れ
の
思
想
中
、
最

も
高
尚
深
遠
な
る
超
理
的
想
像
、
す
な
わ
ち
理
想
に
し
て
、
わ
が
心
と
不
可

知
的
と
の
関
係
は
、
全
く
こ
の
性
力
の
上
に
存
す
る
に
相
違
な
い
。
し
か
ら

ざ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
心
中
に
無
限
絶
対
、
不
可
知
的
等
の
こ
と
が
分
か
る

は
ず
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
よ
っ
て
拙
者
は
、こ
の
理
性
を
無
限
的
心
力
と
解
し
、

哲
学
と
宗
教
と
の
二
者
を
結
合
す
る
心
力
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 ﹇
井
上

二
〇
〇
〇
：
三
五
九
│

六
〇
﹈

　

理
性
よ
り
起
こ
る
想
像
を
円
了
は
「
理
想
」
と
呼
ぶ
が
、
霊
魂
不
滅
論
は
ま
さ

に
そ
の
一
種
と
言
え
る
。
円
了
に
よ
れ
ば
、
こ
の
理
想
は
単
な
る
不
合
理
な
空
想

で
は
な
く
、
多
苦
多
患
の
人
、
失
意
の
中
に
あ
る
人
、
す
な
わ
ち
仏
教
で
言
う
と

こ
ろ
の
生
老
病
死
の
問
題
に
悩
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
、
状
況
を
好
転
さ
せ
る
希

望
を
与
え
、
善
を
行
お
う
と
い
う
意
欲
を
起
こ
す
力
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
法

律
だ
け
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
人
心
の
安
定
を
も
た
ら
し
、
ま
た
社
会
や
国
家

の
た
め
に
活
動
し
た
い
と
願
う
志
士
が
、
毀
誉
褒
貶
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

「
社
会
国
家
に
対
し
て
寸
善
尺
徳
を
施
し
た
」﹇
井
上
二
〇
〇
〇
：
三
六
九
﹈
と
の

安
ら
か
な
境
地
で
生
涯
を
ま
っ
と
う
す
る
上
で
も
、
有
益
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
因
果
応
報
や
輪
廻
転
生
と
い
っ
た
仏
教
の
思
想
が
民
衆
の
教
化
に
有
益

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
江
戸
時
代
に
儒
教
か
ら
の
因
果
否
定
論
に
仏
教
が
応
え

る
上
で
用
い
た
、
護
法
論
に
お
け
る
回
答
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
﹇
前
田

二
〇
一
〇
：
一
三
七
│

一
四
三
﹈。
円
了
の
実
践
哲
学
に
も
ま
た
、『
仏
教
活
論
序

論
』
な
ど
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
を
受
け
て

の
護
法
論
的
な
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。『
破
唯
物
論
』
や
『
霊
魂
不
滅
論
』

は
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
│

九
五
年
）
の
後
に
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
円
了
に
と
っ

て
霊
魂
不
滅
説
の
理
論
化
と
普
及
は
、
純
粋
に
理
性
を
は
た
ら
か
せ
て
世
界
と
人

間
の
本
質
的
な
関
係
を
追
究
す
る
知
的
興
奮
を
も
た
ら
す
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
を

中
心
と
し
た
東
洋
思
想
の
社
会
的
応
用
と
い
う
点
か
ら
も
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

二　

妻
木
直
良
の
『
霊
魂
論
』

（
一
）　

執
筆
の
動
機
と
前
田
お
よ
び
妻
木
の
立
場

　

円
了
の
『
霊
魂
不
滅
論
』
の
七
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
妻
木
直
良
の
『
霊
魂
論
』

は
、
構
成
と
し
て
総
論
と
五
篇
か
ら
な
り
、
五
篇
の
う
ち
の
第
一
篇
は
イ
ン
ド
の

六
派
哲
学
と
経
量
部
な
ど
の
「
我
」
論
、
第
二
篇
は
説
一
切
有
部
の
業
論
、
第
三

篇
は
唯
識
派
の
阿
頼
耶
識
説
、
第
四
篇
は
真
如
論
、
第
五
篇
が
原
始
仏
教
の
無
霊

魂
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
書
に
は
前
田
慧
雲
に
よ
る
評
論
が
ま
え
が
き
と
し
て
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
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れ
に
よ
る
と
前
田
は
長
ら
く
圭
峰
宗
密
（
七
八
〇
│

八
四
一
年
）
の
『
原
人
論
』

に
な
ら
い
、
仏
教
の
各
宗
の
教
義
に
加
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
、
西
洋
哲
学
、
六
派

哲
学
な
ど
の
説
も
加
え
て
批
評
し
、
霊
魂
の
滅
不
滅
を
一
般
人
に
も
わ
か
り
や
す

い
か
た
ち
で
記
述
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
な
か
な
か
実
現
で
き

な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
妻
木
が
こ
の
原
稿
を
持
参
し
、
一
読
し
て
自
身
が
世
に
出
し

た
か
っ
た
「
新
原
人
論
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
評
論
」

と
全
体
の
校
閲
を
引
き
受
け
た
と
い
う
。
前
田
自
身
は
「
評
論
」
に
お
い
て
、
霊

魂
の
有
無
や
三
世
因
果
の
真
偽
に
つ
い
て
、
当
時
の
学
者
の
間
で
も
諸
説
あ
る
こ

と
は
承
知
の
上
で
、「
三
世
因
果
、
霊
魂
相
続
と
い
ふ
こ
と
は
、
霊
魂
生
滅
論
よ

り
は
、
余
程
多
く
世
教
に
利
益
あ
り
と
思
ふ
」﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
一
五
﹈
と
し
、

ま
た
こ
の
問
題
に
学
問
的
に
決
着
を
つ
け
る
の
は
困
難
だ
が
、「
実
際
分
ら
ぬ
事

柄
に
向
ふ
て
、
我
々
の
小
さ
き
智
識
よ
り
推
理
し
て
、
直
に
断
案
を
下
し
、
人
に

向
ふ
て
、
其
説
を
主
張
す
る
と
い
ふ
は
、
何
た
る
心
ぞ
や
」﹇
妻
木
一
九
〇
六
：

一
七
﹈
と
し
て
、
軽
々
し
く
霊
魂
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
警
鐘
を
鳴
ら
し

て
い
る
。
霊
魂
相
続
説
が
道
徳
的
な
善
の
励
行
に
役
立
つ
と
い
う
観
点
は
円
了
の

主
張
に
類
似
し
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
判
断
す
る
に
、
前
田
は
三
世

因
果
、
霊
魂
相
続
に
つ
い
て
は
肯
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
見
て
良
い
だ
ろ

う
。

　

た
だ
し
、
妻
木
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
前
田
と
完
全
に
一
致
し
て
い
た
の
か
は

検
討
の
余
地
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
霊
魂
論
』
の
第
五
篇
に
は
阿
含
経
典
に
基

づ
く
無
霊
魂
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
円
了
の
時
点
で
は
い
わ
ゆ
る

初
期
仏
教
の
無
我
説
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
前
田
は
「
評
論
」
の
最

後
で
水
波
の
喩
を
用
い
つ
つ
、
五
蘊
和
合
の
自
己
を
小
我
と
呼
び
、
そ
れ
を
捨
て

て
大
乗
で
説
く
と
こ
ろ
の
大
我
に
帰
す
る
こ
と
が
、
仏
教
に
限
ら
ず
す
べ
て
の
宗

教
の
目
標
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
る
﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
二
二
│

二
七
﹈。

そ
れ
に
対
し
て
妻
木
は
、
ど
の
説
が
正
し
い
と
は
明
言
し
な
い
が
、「
第
五
篇　

余
が
見
た
る
原
始
仏
教
」
と
題
し
て
、
阿
含
経
典
の
無
我
説
を
自
著
の
最
後
に
位

置
づ
け
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
と

し
て
、
ま
ず
妻
木
の
『
霊
魂
論
』
に
お
け
る
円
了
の
思
想
的
影
響
に
つ
い
て
確
認

し
た
い
。

（
二
）　

第
四
篇
真
如
論
に
お
け
る
霊
魂
観

　

妻
木
は
第
四
篇
真
如
論
に
お
い
て
、
天
台
で
説
か
れ
る
地
獄
か
ら
仏
陀
ま
で
の

い
わ
ゆ
る
十
界
に
つ
い
て
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
は
人
間
の
霊
魂
の
向
下

堕
落
を
示
し
、
天
上
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
陀
は
向
上
進
歩
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
法
華
玄
義
』
に
説
か
れ
る
「
此
の
心
は

幻
師
な
り
。
一
日
夜
に
於
い
て
、
常
に
種
々
の
衆
生
と
種
々
の
五
陰
と
種
々
の
国

土
と
を
造
る
」（
大
正
三
三
、六
九
六
上
）
と
い
う
文
言
を
解
説
す
る
な
か
で
、

「
是
の
向
上
進
歩
と
向
下
堕
落
は
、
来
世
に
の
み
あ
り
と
思
は
ば
、
そ
は
天
台
教

の
真
意
を
知
る
も
の
に
あ
ら
ず
」﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
二
九
七
﹈
と
し
て
、
こ
れ

は
死
後
だ
け
で
は
な
く
、
今
生
き
て
い
る
人
間
の
霊
魂
の
状
態
を
表
し
た
も
の
で

も
あ
る
と
す
る
。
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一
日
夜
に
於
て
常
に
種
々
の
衆
生
と
種
々
の
国
土
と
を
作
る
と
云
ふ
と
き

は
、
現
前
一
念
の
心
若
し
貪
欲
な
ら
ば
、
同
時
に
そ
の
人
の
霊
魂
は
餓
鬼
の

霊
魂
に
し
て
既
に
人
の
も
の
に
あ
ら
ず
、（
略
）
若
し
大
な
る
慈
悲
の
心
な

ら
ば
、
同
時
に
そ
の
一
念
の
霊
魂
は
仏
陀
た
る
な
り
、
さ
れ
ば
か
く
も
人
間

の
相
性
体
即
ち
霊
魂
が
地
獄
化
し
た
る
と
き
は
、
そ
の
力
も
作
も
因
も
縁
も

果
も
報
も
悉
く
地
獄
な
り
、
五
蘊
も
地
獄
な
り
、
国
土
も
地
獄
な
り
、
之
に

反
し
て
仏
陀
化
し
た
る
と
き
は
、
そ
の
力
作
因
縁
果
報
は
勿
論
、
五
蘊
も
国

土
も
悉
く
仏
陀
化
し
極
楽
化
す
べ
し
、（
略
）

一
日
夜
中
に
も
向
上
と
堕
落
の
両
極
端
に
達
す
る
も
の
と
せ
ば
、
向
上
と
堕

落
の
両
途
は
、
但
に
来
世
に
あ
り
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
、
若
し
一
た
び
意
馬
心

猿
の
狂
ふ
に
任
ず
る
あ
ら
ば
、
来
世
の
有
無
、
問
ふ
の
要
な
し
、
現
在
世
に

於
て
実
に
人
間
の
霊
魂
を
失
ふ
も
の
な
り
、
之
に
反
し
て
一
た
び
心
を
向
上

の
理
想
に
樹
て
歩
々
進
ん
で
息
ま
ず
ん
ば
、
そ
の
人
は
早
や
既
に
超
人
間
な

り
、
超
世
間
な
り
、（
略
）
遂
に
は
永
遠
不
死
な
る
、
常
住
快
楽
な
る
悟
界

に
達
す
べ
し
﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
二
九
八
│

三
〇
〇
﹈

　

こ
こ
で
は
、
天
台
で
語
ら
れ
る
「
心
」
や
「
一
念
」
を
霊
魂
と
読
み
替
え
、
三

世
因
果
や
死
後
世
界
を
疑
う
よ
り
も
、
現
在
生
き
て
い
る
自
分
の
一
瞬
一
瞬
の
心

（
霊
魂
）
が
十
界
の
ど
れ
に
相
当
す
る
状
態
に
あ
る
か
を
自
覚
し
、
悪
心
・
悪
念

を
離
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
世
を
浄
土
化
し
、
自
身
も
仏
陀
の
境
地
に
向
け
て
向
上

進
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
円
了
の
思
想
と
の

直
接
的
な
関
連
性
は
見
ら
れ
な
い
が
、
地
獄
や
極
楽
の
実
在
の
有
無
よ
り
も
現
実

の
人
間
の
生
き
方
に
焦
点
を
あ
て
る
姿
勢
は
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
、
死

後
世
界
に
つ
い
て
「
地
獄
の
鬼
や
釜
か
ま
の
話
、
極
楽
の
蓮
華
や
音
楽
の
話
は
道

理
以
外
」
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
来
世
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
く
ま
で
各
自
が
そ
れ
を

ど
う
信
じ
る
か
と
い
う
「
信
仰
上
の
問
題
」
で
あ
る
と
い
う
円
了
の
態
度
に
も
通

じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
知
識
人
に
と
っ
て
も
は
や
信
じ
が
た
く
な
っ
て

い
る
一
部
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
解
釈
を
行
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
円
了
と
妻
木
と
の
間
に
は
、
思
想
的
な
立
場
の
違
い
も
見
ら
れ
る
こ

と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
円
了
は
先
に
本
論
で
紹
介
し
た
三
つ
の
普
遍
的

法
則
に
基
づ
い
て
論
理
を
展
開
し
、「
善
悪
因
果
を
説
く
以
上
は
、
地
獄
極
楽
を

立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
仏
教
で
説
か
れ
る
こ
れ
ら
の
法
則
を
正
し
い
と
認

め
れ
ば
、
道
理
上
、
死
後
で
あ
っ
て
も
地
獄
や
極
楽
に
相
当
す
る
何
ら
か
の
応
報

が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
妻
木
は
「
現

象
界
の
一
念
の
当
処
に
、
直
ち
に
現
象
界
の
三
千
を
具
す
と
語
る
が
天
台
円
教
の

意
な
り
」﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
二
九
二
﹈
と
し
て
、
天
台
教
学
に
基
づ
い
た
解
釈

に
よ
れ
ば
、
今
生
き
て
い
る
こ
の
場
、
こ
の
一
念
に
お
い
て
、
地
獄
か
ら
仏
界
ま

で
の
十
界
が
す
べ
て
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
来
世
の
有
無
、
問
ふ
の

要
な
し
」
と
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
つ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
円
了
と
妻
木
の
間
に
は
明
確
な
相
違
点
も
見
ら
れ
る
が
、
あ
え
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て
も
う
一
つ
両
者
の
共
通
性
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
妻
木
は
先
に
述
べ
た
霊
魂
と
は

五
蘊
す
べ
て
の
こ
と
を
指
す
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

五
蘊
に
は
離
合
集
散
あ
り
、
念
々
に
生
滅
し
、
刻
々
に
変
化
す
、
死
の
時
は
、

そ
の
離
散
な
り
、
生
の
時
は
そ
の
集
合
な
り
、
集
合
し
て
衆
生
と
な
り
、
国

土
と
な
り
、
離
散
し
て
五
蘊
世
間
と
な
る
、
た
と
い
集
合
離
散
は
あ
り
と
も
、

そ
の
勢
力
は
不
滅
な
り
、
一
た
び
結
ん
で
個
体
を
成
せ
し
上
は
、
個
体
の
形

は
消
滅
す
と
も
、
個
体
の
力
は
消
滅
せ
じ
、（
略
）
苟
も
動
と
静
と
の
二
方

面
が
宇
宙
の
大
真
理
に
し
て
是
れ
取
り
も
直
さ
ず
宇
宙
の
大
霊
魂
な
り
と
知

ら
ば
、
我
等
個
性
の
五
蘊
も
、
な
ど
か
、
是
の
位
置
に
達
せ
ざ
る
べ
き
や
、

一
た
び
動
き
し
波
は
世
界
の
辺
際
ま
で
そ
の
余
波
を
伝
え
ざ
れ
ば
止
ま
ざ
る

如
く
我
等
の
霊
魂
も
、
是
の
大
霊
魂
に
冥
合
融
和
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
休
息

の
時
な
か
る
べ
し
（
以
下
略
）﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
三
〇
二
│

三
﹈

　

五
蘊
は
精
神
的
要
素
と
物
質
的
要
素
か
ら
な
る
が
、
両
者
が
と
も
に
「
霊
魂
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、「
五
蘊
に
一
定
の
性
質
な
し
」﹇
妻
木
一
九
〇
六
：

三
〇
二
﹈
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
色
受
想
行
識
の
区
分
は
絶
対
的
・

固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
空
性
と
い
う
本
質
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
で
「
宇
宙
の
大
真
理
」「
宇
宙
の
大
霊

魂
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
真
如
で
あ
る
。
そ
れ
と
我
々
の
五
蘊
す
な

わ
ち
霊
魂
が
一
体
化
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
た
め
、
趣
旨
と
し
て
は
円
了
の
活

物
霊
体
の
説
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。
妻
木
は
天
台
が
説
く
空
仮
中
の
三
諦
説

に
基
づ
き
、
無
霊
魂
・
無
宇
宙
と
は
空
に
基
づ
い
た
解
釈
だ
が
、
仮
（
縁
起
的
な

有
）
と
中
（
実
相
＝
真
如
）
と
合
わ
せ
て
ト
ー
タ
ル
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
偏
り
が

出
る
と
し
て
い
る
。

（
三
）　

原
始
仏
教
の
五
蘊
無
我
説

　

一
方
、『
霊
魂
説
』
の
最
後
に
、
妻
木
は
い
く
つ
か
の
漢
訳
阿
含
経
典
を
踏
ま

え
て
、
外
道
哲
学
の
「
我
」
は
一
般
の
人
々
が
思
い
描
く
霊
魂
に
よ
く
似
て
い
る

が
、「
若
し
是
の
如
き
意
に
依
り
て
論
ず
れ
ば
仏
教
は
、
全
く
無
霊
魂
説
な
り
」

﹇
妻
木
一
九
〇
六
：
三
一
一
﹈
と
し
て
、
不
変
的
・
実
体
的
な
「
我
」
の
存
在
は

原
始
仏
教
の
段
階
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
五
蘊
の
中
に
意
識

は
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
も
肉
体
が
死
ね
ば
消
散
し
て
し
ま
う
。
不
滅
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
の
は
、
因
縁
の
力
や
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
み
だ
と
い
う
の
が
妻
木
の
見

解
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。

一　

仏
教
を
以
て
霊
魂
不
滅
説
な
り
と
云
う
も
の
あ
ら
ば
、
そ
の
霊
魂
と
は

普
通
に
云
う
意
識
に
あ
ら
ず
し
て
、
頼
耶
識
の
こ
と
か
又
は
業
力
の
こ
と
な

ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

二　

意
識
は
消
滅
す
べ
し
、
業
力
は
不
滅
な
り
、

三　

因
果
の
関
係
を
除
き
て
万
物
に
永
久
不
滅
の
も
の
な
し
﹇
妻
木

一
九
〇
六
：
三
二
六
﹈
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つ
ま
り
妻
木
は
、
円
了
の
主
張
に
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
有
部
の
業
感
縁
起

説
や
大
乗
の
阿
頼
耶
識
縁
起
説
な
ど
を
踏
ま
え
れ
ば
霊
魂
不
滅
説
は
主
張
で
き
る

が
、
業
は
と
も
か
く
何
ら
か
の
意
識
の
三
世
に
わ
た
る
存
続
に
つ
い
て
は
、
原
始

仏
教
ま
で
遡
っ
て
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
円
了
の
『
霊
魂
不
滅
論
』
刊
行
か
ら
わ
ず
か
七
年
ほ
ど
し
か
経
っ
て
い

な
い
が
、
原
始
仏
教
の
た
め
に
一
篇
を
割
い
て
考
察
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、

当
時
の
仏
教
学
研
究
に
お
い
て
初
期
仏
教
経
典
に
基
づ
い
た
無
霊
魂
説
が
注
目
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

結
論

　

本
論
で
は
、
円
了
が
霊
魂
不
滅
論
を
提
唱
し
、
科
学
的
な
法
則
と
仏
教
の
さ
ま

ざ
ま
な
思
想
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
霊
魂
不
滅
を
認
め
る
有
益
性
を
主
張
し

て
い
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
数
年
後
の
明
治
末
に
活
躍
し
た

妻
木
直
良
が
、
円
了
と
同
様
の
真
如
縁
起
説
な
ど
を
紹
介
し
つ
つ
、
原
始
仏
教
に

限
っ
て
言
え
ば
不
変
的
実
体
を
持
つ
霊
魂
（
我
）
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
解
釈

し
て
い
た
点
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
以
下
に
、
両
者
の
霊
魂
論
の
特
色
を
ま
と

め
て
み
た
い
。

　

円
了
の
霊
魂
観
は
仏
教
の
様
々
な
縁
起
思
想
を
用
い
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
ま
と
め
上
げ
、
宇
宙
規
模
の
壮
大
な
世
界
観
と
し
て
展
開
さ
せ
て
い

る
。
円
了
自
身
、
こ
の
霊
魂
観
の
中
に
は
神
道
や
儒
教
も
含
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
て
お
り
、『
霊
魂
不
滅
論
』
の
末
尾
に
は
関
連
す
る
文
献
の
文
章
を
多
数

列
挙
し
て
い
る
。
ま
た
、
仏
教
的
な
思
想
の
み
を
見
て
も
、
部
派
仏
教
と
大
乗
仏

教
の
区
別
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、
円
了
に
と
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
説
が
適
宜

使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
問
的
な
分
析
よ
り
も
円
了
独
自
の
視
点
や

解
釈
に
基
づ
い
て
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
東
洋
思
想
が
霊
魂
観
を
中
心
に
再
編
纂

さ
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
村
上
専
精
（
一
八
五
一
│

一
九
二
九
年
）
と
は

異
な
る
が
一
種
の
「
仏
教
統
一
論
」
に
近
い
様
相
を
見
せ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

　

一
方
、
妻
木
の
『
霊
魂
論
』
は
学
問
的
な
厳
密
性
を
重
ん
じ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
個
人
的
な
霊
魂
と
宇
宙
的
な
霊
魂
と
の
関
連
、
実
践
的
な
天
台
教
学
の

解
釈
な
ど
、
円
了
と
類
似
し
た
主
張
も
含
ま
れ
る
が
、
各
縁
起
説
が
個
別
に
解
説

さ
れ
て
お
り
、
円
了
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
新
た
な
霊
魂
観
を
提
示
し
よ

う
と
い
う
意
図
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
出
版
さ
れ
た
時
期
が
日
露
戦
争

（
一
九
〇
四
│

一
九
〇
五
年
）
と
重
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
や
国
家
へ
の

仏
教
の
貢
献
に
つ
い
て
、
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
阿
含
経
典
の
無
我
説

を
確
認
し
て
い
る
点
と
合
わ
せ
て
、
円
了
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
霊
魂
不

滅
論
の
社
会
的
な
効
用
を
強
調
し
て
い
た
円
了
と
比
較
し
た
場
合
、
妻
木
は
あ
く

ま
で
仏
教
の
霊
魂
不
滅
論
は
個
人
の
生
き
方
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
点
か
ら
総
括
す
る
と
、
妻
木
の
関

心
は
仏
典
研
究
を
通
じ
て
、
霊
魂
観
の
変
遷
、
お
よ
び
原
点
で
あ
る
釈
尊
の
思
想

を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
り
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
東
洋
哲
学
の
霊
魂
観
を
近
代
日
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本
人
の
精
神
的
支
柱
と
す
る
べ
く
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
円
了
と
は
、
か
な
り
異

な
る
立
場
で
霊
魂
論
を
扱
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
１
） 

円
了
が
こ
れ
ら
の
縁
起
説
を
仏
教
思
想
の
発
展
過
程
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
佐
藤
厚
に
よ
る
﹇
佐
藤
二
〇
一
三
﹈、﹇
佐
藤
二
〇
一
五
﹈
と
い
っ

た
研
究
成
果
が
あ
る
。
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