
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
自
然
と
人
間
―
―
そ
の
倫
理
的
考
察
―

は

じ
め
に

本
発
表
は
「自
然
」
と
り
わ
け
「外
的
自
然
」
す
な
わ
ち
環
境

に
対
す
る
日
本
人
の
倫
理
観
に
つ
い
て
扱
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の

こ
と
は
西
洋
の
哲
学
に
は
な
い
困
難
な
問
題
に
直
面
し
ま
す
。
そ

れ
は
、
神
道
・仏
教
・儒
教
と
い
う
二
つ
の
宗
教
が
複
雑
に
絡
み

つ
い
た
日
本
思
想
に
は
「基
準
」
と
な
る
立
場
が
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
「自
然
に
対
す
る
日
本
人
の
態
度
」
と
い
っ
て
も
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
信
仰
す
る
宗
教
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ
で
も

「日
本
的
」
と
一括
で
き
る
よ
う
な
自
然
環
境
に
対
す
る
立
場
は

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
西
田
幾
多
郎
が
次
の

よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
よ
う
な
境
地
で
す
。

私
は
日
本
文
化
の
特
色
と
云
ふ
の
は
、
主
体
か
ら
環
境
へ
と

報
告
Ⅲ
ｏ日
本
に
お
け
る
自
然
と
人
間

そ
の
倫
理
的
考
察
―
―
―

平
　
山

洋

云
ふ
方
向
に
於
て
、
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
否
定
し
て
物

と
な
る
、
物
と
な
つ
て
見
、
物
と
な
っ
て
行
ふ
と
云
ふ
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
己
を
空
う
し
て
物
を
見
る
、
自

己
が
物
の
中
に
没
す
る
、
無
心
と
か
自
然
法
雨
と
か
云
ふ
こ

と
が
、
我
々
日
本
人
の
強
い
憧
憬
の
境
地
で
あ
る
と
思
ふ
。

（
『日
本
文
化
の
問
題
』
一九
三
八
年
）

「主
体
＝
日
本
人
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
「自
己
否
定
＝
反
省
」
を

行
う
こ
と
で
、　
つ
い
に
は
「環
境
＝
自
然
」
と
一体
に
な
る
こ
と

を
至
上
の
境
地
と
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。
西
田
の
立
場
で
は
、

「主
体
」
は
そ
も
そ
も
「無
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
「自

然
」
に
没
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
こ
う
し
た
立
場
は

究
極
的
に
は
神
・仏
・儒
、
い
ず
れ
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
で
す
。

神
道
に
お
い
て
至
上
の
境
地
で
あ
る
「清
明
心
」
は
、
自
然
と
一

体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
し
、
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ま
た
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
主
体
と
自
然
環
境
を
根
本
的
に
は
区

別
し
な
い
「草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
（非
生
物
も
生
物
と
同
様
に

成
仏
し
う
る
）
と
い
う
文
字
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
さ

ら
に
人
間
と
環
境
を
厳
格
に
区
別
し
て
、
人
間
の
環
境
に
対
す
る

圧
倒
的
優
越
性
を
主
張
す
る
儒
教
で
さ
え
も
、
日
本
で
の
実
際
の

適
応
に
あ
た
っ
て
は
、
後
に
述
べ
る
『心
学
五
倫
書
』
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
自
然
＝
環
境
優
先
の
考
え
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。　
つ

ま
り
日
本
で
は
一貫
し
て
自
然
中
心
主
義
が
と
ら
れ
て
き
た
と
言

っ
て
よ
い
の
で
す
。

本
発
表
は
、
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
神
・仏
。儒
教
の
自
然
中

心
主
義
に
つ
い
て
概
説
し
、
最
後
に
発
表
者
自
身
の
考
え
を
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。

一　
神
道
の
自
然
観

原
始
時
代
の
原
日
本
人
と
も
い
う
べ
き
人
々
の
自
然
観
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
弥
生
時
代

ま
で
の
日
本
人
は
文
字
を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
自
然
に
対
す
る

何
ら
か
の
考
え
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
残
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
第
一次
資
料
か
ら
私
た
ち
が
原
日
本
人

の
自
然
観
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
考
古
学
的
な
遺
物
や
、

当
時
の
日
本
を
訪
れ
た
中
国
人
が
残
し
た
記
録
な
ど
か
ら
推
定
す

る
よ
り
仕
方
が
な
い
わ
け
で
す
。
原
始
の
日
本
人
が
自
然
を
ど
の

よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
紀
元
後
三
世
紀
の
日
本
の
地
誌
や
政
治

や
宗
教
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
『魏
志
倭
人
伝
』
の
記
者
は
当
時

の
日
本
の
風
俗
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
記
述
し
て
い
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
今
日
わ
れ
わ
れ
が
言
う
と
こ
ろ
の
自
然
観
に
つ
い
て

そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
は
述
べ
て
は
い
ま
せ
ん
。
強
い
て
挙
げ
る
な
ら

ば
、
卑
弥
呼
に
つ
い
て
の
有
名
な
く
だ
り
に
あ
る
、
「鬼
道
に
事
え
、

能
く
衆
を
惑
わ
し
」
と
い
う
表
現
な
ど
か
ら
、
も
し
「鬼
道
」
と

い
う
の
が
今
日
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
初
期
の
道
教
に

近
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
神
道

も
ま
た
道
教
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
卑
弥
呼
の

時
代
の
自
然
観
は
お
お
む
ね
神
道
の
自
然
観
と
同
様
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
、
と
し
か
言
え
な
い
わ
け
な
の
で
す
。
で
は
、
そ
の
神
道
の

自
然
観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
神
道

の
聖
典
で
あ
る
『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
の
自
然
観
を
見
て
み

ｔｒ
しょ
う
。

『記
・紀
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
登
場
す
る
神
々
に

と
っ
て
、
日
本
の
自
然
が
い
か
に
大
切
で
あ
っ
た
か
、
が
よ
く
分

か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
葦
原
中
国
の
平
定
の
描
写
で
す
。

天
照
大
御
神
の
命
も
ち
て
、　
国
豆葦
原
の
千
秋
長
五
百
秋
の

水
穂
国
は
、
我
が
御
子
、
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命
の

知
ら
す
国
ぞ
。」
と
言
よ
さ
し
た
ま
ひ
て
、
天
降
し
た
ま
ひ
き
。

こ
こ
に
天
忍
穂
耳
命
、
天
の
浮
橋
に
立
た
し
て
詔
り
た
ま
ひ
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し
く
、　
目
三葦
原
の
千
秋
長
五
百
秋
の
水
穂
国
は
、
い
た
く

騒
ぎ
て
あ
り
な
り
。」
と
告
り
た
ま
ひ
て
、
更
に
還
り
上
り
て
、

天
照
大
神
に
請
し
た
ま
ひ
き
。
（
『古
事
記
』
）

日
本
神
話
で
は
、　
つ
ま
り
神
道
で
は
、
神
は
何
に
で
も
宿
り
う
る

の
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
自
然
に
あ
る
も
の
一切
が
神
と
な
り
う
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
神
が
宿
る
国
で
あ
る
日

本
、
神
国
日
本
は
、　
国
塁葦
原
の
千
秋
長
五
百
秋
の
水
穂
国
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「神
国
日
本
」

な
ど
と
い
う
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
歪
曲
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も

ち
が
ち
で
す
が
、
当
初
の
意
味
は
、　
ヨ
切
の
事
物
に
神
的
な
も

の
、
霊
的
な
も
の
が
宿
っ
て
い
る
国
」
と
い
っ
た
素
朴
な
意
味
で

し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
日
本
の
神
々
の
中
に
は
、
糞
か
ら
生
ま

れ
た
波
適
夜
須
毘
古
神
（ハ
ニ
ヤ
ス
ビ
コ
ノ
カ
ミ
）
や
ら
尿
か
ら

生
ま
れ
た
弥
都
波
能
賣
神
（ミ
ツ
ハ
ノ
メ
ノ
カ
ミ
）
な
ど
と
い
う

と
ん
で
も
な
い
神
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
こ
の
神

々
は
、　
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
絶
対
唯
一
の
神
で
は
な
か
っ
た
し
、　
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
的
な
天
上
に
い
る
人
格
神
た
ち
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
神
と

い
う
の
は
、
人
間
に
は
理
解
不
可
能
な
、
何
か
訳
の
分
か
ら
な
い

力
を
行
使
す
る
も
の
一般
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
『記
・紀
』
の
神

の
多
く
は
た
だ
名
前
が
出
て
く
る
だ
け
で
す
。
ま
た
、　
一神
教
で

の
絶
対
神
は
、
世
界
の
創
造
者
で
あ
り
、
ま
た
支
配
者
で
も
あ
り

ま
す
。
「自
然
は
神
が
作
っ
た
」
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

神
話
で
は
逆
に
「自
然
か
ら
神
が
生
じ
た
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
『古
事
記
』
の
冒
頭
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

天
地
初
め
て
発
け
し
時
、
高
天
の
原
に
成
れ
る
神
の
名
は
、

天
之
御
中
主
神
。
次
に
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
神
産
巣
日
神
。

こ
の
三
柱
の
神
は
、
み
な
独
神
と
成
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し

た
ま
ひ
き
。

「天
地
」
が
最
初
に
で
た
と
き
、
「天
上
界
」
で
「生
じ
た
」
神

の
名
前
は
天
之
御
中
主
神
（ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
）
だ
っ

た
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
「成
れ
る
」
を
、
「生
じ
る
」
と
現

代
語
訳
し
ま
し
た
が
、
こ
の
「成
れ
る
」
は
、
天
空
で
雲
が
沸
き

上
が
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
「生
じ
る
」
が
も
っ
と
も
適
当

な
現
代
語
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
『古
事
記
』
の
中
で
神
が
生
じ
る
場
合
の
表
現
は
二

通
り
あ
っ
て
、　
一
つ
は
今
挙
げ
た
、
単
独
の
神
が
自
然
に
「成
れ

る
」
、　
つ
ま
り
「生
じ
る
」
場
合
と
、
男
神
と
女
神
が
交
渉
し
て

「産
む
」
場
合
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
神
は
、
自
然
に
生
じ
る

か
、
ま
た
は
、
何
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
、
神
自

体
が
世
界
を
創
り
出
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
カ
ミ
観
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
宗
教
は
結

局
、
日
本
神
話
の
中
で
神
た
ち
が
「け
が
れ
」
の
な
い
生
活
を
送

ろ
う
と
し
た
、
と
い
う
一点
の
み
を
基
礎
に
据
え
る
も
の
と
な
り

ま
す
。
神
道
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
「け
が
れ
」
の
な
い
生
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活
を
送
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
精
神
の
あ
り
か
た
と
し
て

「清
明
心
」
を
持
つ
と
同
時
に
、
肉
体
的
に
も
清
潔
さ
を
保
つ
こ

と
で
す
。
そ
れ
が
「け
が
れ
」
の
な
い
生
活
の
全
て
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
、
「清
明
心
」
は
い
か
に
し
て
獲
得
で

き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
「清
明
心
」
は
、

仏
教
に
お
け
る
悟
り
の
よ
う
に
修
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
老
荘
思
想
の
よ
う
に
、
「わ
ざ
と

ら
し
さ
」
か
ら
逃
れ
て
仙
人
の
よ
う
な
生
活
を
営
む
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
ず
っ

と
時
代
が
下
り
ま
す
が
、
十
八
世
紀
後
半
の
思
想
家
で
あ
る
本
居

宣
長
は
、
「清
明
心
」
の
実
践
と
し
て
の
「神
の
道
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

さ
て
か
の
老
荘
は
、
お
の
づ
か
ら
神
の
道
に
似
た
る
事
多
し
、

こ
れ
か
の
さ
か
し
ら
を
厭
て
、
自
然
を
尊
む
が
故
也
、
か
の

自
然
の
物
は
、
こ
こ
も
か
し
こ
も
大
低
同
じ
事
な
る
を
思
ひ

合
す
べ
し
、
但
し
か
れ
ら
が
道
は
、
も
と
さ
か
し
ら
を
厭
ふ

か
ら
、
自
然
は
真
の
自
然
に
あ
ら
ず
、
も
し
自
然
に
任
す
を

よ
じ
と
せ
ば
、
さ
か
し
ら
な
る
世
は
、
そ
の
さ
か
し
ら
の
ま

ま
に
て
あ
ら
ん
こ
そ
、
真
の
自
然
に
は
有
べ
き
に
、
そ
の
さ

か
し
ら
を
厭
ひ
悪
む
は
、
返
り
て
自
然
に
背
け
る
強
事
也
、

さ
て
神
の
道
は
、
さ
か
し
ら
を
厭
ひ
て
、
自
然
を
立
ん
と
す

る
道
に
は
あ
ら
ず
、
も
と
よ
り
神
の
道
の
ま
ま
な
る
道
也
、

こ
れ
い
か
で
か
か
の
老
荘
と
同
じ
か
ら
ん
。
（
『く
ず
花
』

下
つ
巻
）

似
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
「清
明
心
」
の
実
践
と
し
て

の
「神
の
道
」
と
「老
荘
思
想
」
と
は
違
う
の
だ
、
と
宣
長
は
述

べ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
違
う
か
と
い
う
と
、
老
荘
の
場
合
で

は
「自
然
」
の
境
地
は
「さ
か
し
ら
」
、　
つ
ま
り
「わ
ざ
と
ら
し

さ
」
を
嫌
う
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「神
の
道
」
は
「わ
ざ
と
ら
し
さ
」
を
嫌
い
憎
む
こ
と
す
ら
な
い
ヽ

「お
の
ず
か
ら
」
の
境
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で

す
。
「清
明
心
」
と
は
、
「何
か
に
関
す
る
」
意
識
で
は
な
く
、

「
一切
の
個
別
的
な
内
容
を
持
た
な
い
純
粋
な
」
境
地
で
あ
っ
て
、

全
て
の
意
識
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
「地
」
の
よ
う
な

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
「清
明
心
」
と
は
、
絵
を

描
く
に
あ
た
っ
て
の
無
地
の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
引
用
で
の
自
然
が
「外
的
自
然
＝
環
境
」

を
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。「か

の
自
然
の
物
は
、
こ
こ
も
か
し
こ
も
大
低
同
じ
」
と
い
う
こ
の
部

分
で
、
宣
長
は
、
中
国
・
イ
ン
ド
の
自
然
と
日
本
の
自
然
を
比
較

し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
な
っ
て
み
ま
す
と
「外
的
自
然
を
自
然

と
し
て
受
け
入
れ
る
、　
一切
の
内
容
を
含
ま
な
い
心
の
あ
り
か
た
」

が
、
「神
の
道
」
で
あ
り
、
「清
明
心
」
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
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す
。こ

う
し
た
神
道
の
自
然
観
か
ら
導
か
れ
る
人
間
の
外
的
自
然
＝

環
境
へ
の
あ
り
か
た
が
、
結
局
、
徹
底
し
た
自
然
保
護
・自
然
崇

拝
・自
然
中
心
主
義
に
向
か
う
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
田
畑
は
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の

で
す
が
、
そ
れ
も
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
自
然
を
改
変
し
な
い
よ
う

に
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
田
畑
か
ら
の
収
穫
物
は

自
然
が
、　
つ
ま
り
は
神
々
が
人
間
に
恵
み
と
し
て
与
え
た
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
木
々
の
生
い
茂
る
山
は
、
村
落
共
同

体
の
共
有
物
と
し
て
、
最
低
限
の
薪
や
建
築
物
資
を
得
る
た
め
以

外
に
は
立
ち
入
り
さ
え
も
制
限
さ
れ
ま
す
。
人
間
が
生
き
て
い
く

た
め
に
は
最
低
限
の
自
然
へ
の
介
入
が
必
要
で
あ
る
た
め
に
、
人

間
は
神
か
ら
赦
し
を
得
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
の
祭
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
れ
が
神
道
の
自
然
観
で
す
。

二
　
仏
教
の
自
然
観

神
道
が
本
来
的
に
自
然
中
心
主
義
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
仏

教
は
当
初
は
自
然
を
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
日
本
化
す
る
に
あ
た
っ
て
自
然
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ
ン
ド
の
古
代
仏
教
に
「自
然
外
道
」
と
呼
ば
れ
る
一派
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
「自
然
外
道
」
の
一派
は
仏
教
の
主
流

派
か
ら
は
批
判
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
「自
然

外
道
」
は
、
原
始
経
典
の
「沙
門
果
経
」
に
よ
れ
ば
、
「で
き
あ

が
っ
た
も
の
（果
）と
し
て
の
事
物
は
因
縁
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の

で
は
な
く
、
固
定
的
な
自
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
か
ら
決
定
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
そ
の
意
味
で
自
然
（お
の
ず
か
ら
そ
う
あ
る
よ
う
）

に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
で
し
た
。
「事
物
は
自

然
に
そ
う
あ
る
よ
う
に
し
か
あ
り
え
な
い
」
、　
と
い
う
こ
の
主
張

は
、
「人
間
は
修
業
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
向
上
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
」
、　
と
い
う
仏
教
の
本
来
の
教
え
と
鋭
く
対
立
す
る

考
え
で
し
た
。
そ
こ
で
仏
教
の
主
流
派
は
「こ
の
自
然
外
道
は
決

定
論
で
あ
り
敗
北
主
義
で
あ
る
」
、　
と
批
判
し
た
わ
け
で
す
。
ま

た
、
後
の
時
代
に
い
た
っ
て
も
、
さ
き
ほ
ど
神
道
思
想
の
と
こ
ろ

で
少
し
触
れ
ま
し
た
老
荘
思
想
を
、
中
国
の
仏
教
徒
が
批
判
し
て

い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
仏
教
に
お
い
て
も
自
然
は
否
定
的
に
の
み
捉
え
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「自
然
は
ど
う
に
も
動
か
し

よ
う
も
な
い
」
と
い
う
考
え
は
退
け
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

「事
物
を
あ
る
が
ま
ま
（自
然
）
に
生
か
し
、
ま
た
、
自
己
を
自

由
自
在
（自
然
）
に
生
か
す
」
と
い
う
意
味
で
な
ら
、
「自
然
」

は
仏
教
修
業
の
最
後
の
段
階
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
す
。
法
然
の

名
前
が
「法
雨
自
然
」
の
略
で
あ
る
こ
と
は
有
名
な
こ
と
で
す
し
、
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ま
た
弟
子
の
親
鸞
に
は
『自
然
法
繭
章
」
と
題
し
た
文
章
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
題
は
、
「事
物
す
な
わ
ち
法
は
、
作
為
を
越
え
て
本

来
自
然
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
」
、　
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
自
然
に
超
越
的
な
作
用
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
。

た
だ
、
こ
の
場
合
の
自
然
は
、
環
境
と
い
う
意
味
で
の
自
然
を

含
ん
で
い
る
も
の
の
、
外
的
な
環
境
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
を

意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
仏
教
の
外
的
自
然

へ
の
感
覚
を
あ
ぶ
り
だ
す
に
は
少
し
ば
か
り
役
不
足
で
あ
る
よ
う

で
す
。

そ
れ
で
は
、
日
本
仏
教
の
外
的
自
然
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
や
中
国
仏
教
に
は
な
い
点
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
発
表
者
は
「草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
文
字

に
日
本
仏
教
の
自
然
観
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
「草

木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
は
、
「草
・木
・国
土
な
ど
心
を
も
た
な

い
も
の
（非
情
）
す
べ
て
が
、
人
間
な
ど
心
を
持
っ
た
も
の
（有

情
）
と
同
じ
よ
う
に
仏
性
が
あ
っ
て
成
仏
す
る
」
と
い
う
意
味
で

す
。
こ
の
文
字
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
実
は
出
典
が
よ

く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
そ
の
初
出
は

九
世
紀
の
天
台
宗
の
学
僧
で
あ
る
安
然
の
『掛
定
（し
ん
じ
ょ
う
）

草
木
成
仏
私
記
』
に
「中
陰
経
に
云
ぐ
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
文
字
は
実
際
は
「中
陰
経
」
に
は
見
ら
れ
な

い
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
「草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
調
和
的
な
思
想
が
、

本
来
の
外
来
思
想
と
し
て
の
仏
教
に
全
く
無
か
っ
た
、
と
言
お
う

と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一例
が
「涅
槃
経
」
で

す
。
「涅
槃
経
」
は
、
も
と
も
と
釈
尊
の
入
滅
（死
）
を
記
述
し
、

そ
の
意
義
を
問
う
経
典
で
す
が
、
そ
こ
に
は
一種
の
霊
魂
不
滅
の

考
え
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「釈
尊
が
亡
く
な
っ
た
と

し
て
も
如
来
（修
業
を
完
成
し
た
者
）
の
法
身
（絶
対
的
真
理
）

は
不
滅
で
あ
る
」
、　
と
い
う
考
え
が
発
展
し
て
、
死
と
い
う
方
便

を
な
し
う
る
も
の
は
全
て
仏
性
を
有
す
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
が
「涅
槃
経
」
に
見
え
る
「
一切
衆
生
悉
有
仏
性
」

と
い
う
表
現
で
す
。
「死
す
べ
き
も
の
」
は
こ
と
ご
と
く
「仏
の

性
質
」
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の
「仏
性
」

の
意
味
で
す
が
、
そ
れ
は
他
者
へ
の
「慈
悲
心
」
を
も
ち
、
そ
れ

自
体
「尊
厳
性
」
を
有
す
る
も
の
と
捉
え
て
も
構
わ
な
い
と
思
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
全
て
の
生
物
は
仏
性
を
有
す
る
と
い
う
考
え

が
イ
ン
ド
の
古
代
仏
教
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で

す
が
、
で
は
一般
に
は
心
を
も
た
な
い
と
考
え
が
ち
な
「草
木
国

土
」
も
ま
た
仏
性
を
有
し
、
成
仏
し
う
る
と
い
う
考
え
は
ど
こ
に

由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
一切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
考
え
が
中
国
に
入
っ
た
と
き
、
仏

性
が
す
べ
て
の
衆
生
に
有
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
有
し
な
い

衆
生
（無
性
・無
仏
性
）
も
存
在
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
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起
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
湿
槃
経
の
引
用
部
の
後
に
、「た

だ
し
一閲
提
（欲
望
よ
り
成
る
も
の
）
は
除
く
」
と
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
こ
の
湿
槃
経
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
中
国
の
天
台
仏
教
の

一派
は
、
老
荘
思
想
を
援
用
し
て
、
非
生
物
も
仏
性
を
有
す
る
と

し
た
の
で
す
。

す
な
わ
ち
『荘
子
』
（知
北
遊
）
に
は
、
「道
は
在
ら
ざ
る
所

な
し
、
梯
稗
に
在
り
、
瓦
璧
に
在
り
、
屎
溺
に
在
り
」
と
い
う
表

現
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「道
」
が
仏
教
の
「菩

提
」
（悟
り
の
境
地
）
の
意
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら

「仏
性
は
ど
こ
に
で
も
存
在
し
、
も
ち
ろ
ん
草
木
土
石
と
い
っ
た

無
情
の
物
に
も
あ
る
」
と
す
る
論
議
が
、
中
国
の
隋
・唐
の
天
台

仏
教
学
で
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

従
っ
て
、
「仏
性
は
衆
生
（生
物
）
だ
け
で
は
な
く
、
無
情
の

自
然
物
に
も
あ
る
」
と
す
る
考
え
自
体
は
、
中
国
の
天
台
仏
教
に

お
い
て
確
立
し
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
国
で
は
「石
に
も
瓦
に
も
仏

性
が
宿
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
の
考
え
は
一般
化
し
な
か
っ
た
の

に
、
日
本
で
は
「草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
に
類
す
る
思
想
が
広
く

行
き
わ
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
安
然
か
ら
三
百
年
ほ
ど
後
に

曹
洞
禅
を
日
本
に
伝
え
た
道
元
は
、
『正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
、

「草
木
国
土
こ
れ
心
な
り
。
心
な
る
が
故
に
衆
生
な
り
。
衆
生
な

る
が
故
に
仏
性
有
り
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
「草
木
国
土
は
仏
性

を
有
す
」
と
明
確
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
道
元
は
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
ま
す
。

草
木
叢
林
の
無
常
な
る
、
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
。
人
物
身
心

の
無
常
な
る
、
こ
れ
仏
性
な
り
。
国
土
山
河
の
無
常
な
る
、

こ
れ
仏
性
な
る
に
よ
り
て
な
り
。
亀
正
法
眼
蔵
「
仏
性
し

さ
ら
に
こ
う
し
た
こ
と
は
、
天
台
教
学
ば
か
り
で
は
な
く
、
謡
曲

。軍
記
物
な
ど
の
文
学
作
品
に
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
謡
曲
「芭
蕉
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

柳
は
み
ど
り
、
花
は
紅
と
知
る
こ
と
も
、
た
だ
そ
の
ま
ま
の

色
香
の
、
草
木
も
成
仏
の
国
土
ぞ
、
成
仏
の
国
土
な
る
べ
し
。

ま
た
、　
国
曰我
物
語
』
に
も
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

げ
に
や
、
有
為
転
変
の
世
の
な
ら
ひ
、
花
は
根
に
か
へ
り
、

鳥
は
古
巣
に
入
り
、
日
月
天
に
か
た
ぶ
き
、
松
柏
の
あ
を
き

色
も
、　
つ
ひ
に
は
五
衰
の
時
あ
り
、
好
嵯
の
あ
だ
な
る
か
た

ち
、
芭
蕉
風
に
や
ぶ
る
る
例
、
な
げ
き
て
も
あ
ま
り
あ
り
、

か
な
し
み
て
も
た
へ
ず
。
た
だ
一筋
に
仏
道
を
ね
が
ふ
時
は
、

草
本
国
土
悉
皆
成
仏
と
ぞ
見
え
け
る
。
（巻
第
十
一
「貧
女

が
一燈
の
事
」
）

こ
の
よ
う
に
し
て
み
ま
す
と
、
日
本
の
仏
教
の
自
然
観
に
は
、

自
然
を
神
聖
視
す
る
こ
と
で
、
「自
然
は
主
体
と
同
様
に
仏
性
を

有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
、　
と
い
う
考
え
が
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
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す
。
も
と
よ
り
、
鎌
倉
時
代
以
後
に
宗
勢
を
伸
ば
し
た
一向
宗
や

日
蓮
宗
の
よ
う
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
主
体
の
救
済
だ
け
を
追
求
す

る
か
に
見
え
る
宗
派
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た

宗
派
で
さ
え
も
、
積
極
的
に
は
自
然
に
つ
い
て
説
か
な
い
、
と
い

う
だ
け
で
、
そ
の
奥
底
に
は
依
然
と
し
て
「草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

の
思
想
が
流
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
が
日
本
仏
教
の
自
然
観
で
す
。

〓一　
儒
教
の
自
然
観

神
道
・仏
教
に
お
い
て
は
、
自
然
中
心
主
義
が
比
較
的
容
易
に

導
き
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
儒
教
か
ら
は
そ
う
し
た
考
え
は
な

か
な
か
出
て
こ
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
儒
教
が
外

的
自
然
と
は
隔
絶
し
た
人
間
と
人
間
の
関
係
、
す
な
わ
ち
「仁
」

を
出
発
点
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
儒
学
派
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

外
的
自
然
に
関
心
を
も
ち
、
自
然
の
観
察
か
ら
倫
理
思
想
や
政
治

思
想
を
導
く
の
は
無
知
蒙
味
な
者
の
す
る
こ
と
で
し
た
。
怪
し
げ

な
「鬼
神
は
敬
遠
す
」
る
の
が
儒
学
派
の
立
場
だ
っ
た
の
で
、
そ

の
倫
理
思
想
や
政
治
思
想
は
あ
く
ま
で
人
間
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
う
し
た
わ
け
で
古
代
儒
教
に
は
自
然
観
は
な
い
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
で
す
が
、
儒
教
も
ま
た
伝
来
し
て
日
本
的
な
展
開
を
遂
げ

る
う
ち
に
、
日
本
人
好
み
の
自
然
中
心
主
義
が
大
幅
に
流
入
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
こ
の
場
合
の
「自
然
」
は
、
お

お
む
ね
外
的
自
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「お
の
ず
か
ら
に
」
と
い

っ
た
副
詞
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

近
世
に
お
い
て
公
認
の
学
問
と
さ
れ
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
「朱
子
学
」
（宋
学
）
で
す
。
十
二
世
紀
後
半
に
成

立
し
て
鎌
倉
時
代
に
日
本
に
伝
来
し
た
朱
子
学
に
は
、
そ
も
そ
も

の
儒
教
に
は
な
い
要
素
が
付
け
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
端
的
な

例
は
、
「理
」
概
念
に
基
づ
く
形
而
上
学
で
す
。
儒
学
派
は
本
来

は
人
間
相
互
の
倫
理
的
関
係
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
ヽ

と
は
今
述
べ
た
と
お
り
で
す
が
、
朱
子
学
に
い
た
っ
て
、
そ
う
し

た
倫
理
的
関
係
を
保
証
す
る
形
而
上
的
基
礎
づ
け
と
し
て
、
「理
」

が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
「理
」
に
つ
い
て
は
、
古
来
か
ら
と
り
わ
け
仏
教
と
の
つ

な
が
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
朱
子
は
実
際
に
若
い
頃
に
は
仏

教
と
道
教
を
学
ん
で
い
た
の
で
す
。
十
八
世
紀
初
頭
の
日
本
の
思

想
家
で
あ
る
荻
生
狙
篠
は
、
朱
子
学
に
対
抗
し
て
中
国
思
想
の

よ
リ
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
場
所
を
捜
し
求
め
て
い
た
古
学
派
に
属
し
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
著
書
『弁
道
』
に
お
い
て
、
「儒
教
は
そ
も

そ
も
漠
然
と
し
て
∧
博
く
し
て
要
の
寡
な
い
∨
（史
記
）
の
が
そ

の
本
質
的
性
格
な
の
だ
か
ら
、
朱
子
学
（宋
学
）
の
よ
う
に
、
い

っ
さ
い
を
貫
通
す
る
か
な
め
と
し
て
の
∧
理
∨
を
論
じ
た
り
す
る

の
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
朱
子
学
が
仏
教
に
ほ
か
な
ら
な
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い
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
、　
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
狙
篠
か
ら

「ま
る
き
り
仏
教
で
は
な
い
か
」
、　
と
批
判
さ
れ
た
朱
子
学
は
、

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

朱
子
学
で
は
、
存
在
す
る
も
の
は
全
て
「気
」
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
気
は
常
に
運
動
し
て
い
ま
す
が
、
運
動
が

盛
ん
で
あ
る
状
態
を
「陽
気
」
、
静
止
し
て
い
る
状
態
を
「陰
気
」

と
い
い
ま
す
。
陽
の
気
が
凝
集
す
る
と
木
、
火
の
二
つ
の
エ
レ
メ

ン
ト
と
な
り
、
陰
の
気
が
凝
集
し
て
金
、
水
の
二
つ
の
エ
レ
メ
ン

ト
に
な
り
ま
す
。
こ
の
四
者
に
さ
ら
に
「土
」
を
加
え
た
「木
。

火
・土
。金
・水
」
を
五
行
と
い
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
土
は
他
の

四
要
素
に
常
に
幾
分
か
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
四
要
素
を
成
立

せ
し
め
て
い
る
「に
が
り
」
の
よ
う
な
も
の
、
と
考
え
る
の
で
す
。

朱
子
学
に
よ
れ
ば
、
存
在
す
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
単
一
の
材
料

で
あ
る
「気
」
に
よ
っ
て
全
て
説
明
さ
れ
う
る
の
で
す
が
、
さ
ら

に
、
全
て
あ
る
も
の
は
単
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
よ
う

に
あ
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
一切
を
統
制
す
る
原
理
」
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
「理
」
で
あ
る
の
で
す
。
「理
」
が
統
制
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
「気
」
は
秩
序
あ
る
世
界
を
構
成
し
つ
つ
、
絶

え
ず
「理
」
に
か
な
っ
た
あ
り
か
た
で
変
化
し
て
い
ぐ
わ
け
で
す
。

こ
の
話
を
単
純
化
し
て
し
ま
う
と
「理
」
が
「形
相
」
で
、
「気
」

が
「質
料
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と

は
違
っ
て
「理
」
は
「気
」
に
先
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま

た
神
学
的
に
絶
対
神
の
役
割
を
果
た
す
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
以
上
が
朱
子
学
の
形
而
上
的
部
分
で
す
が
、
こ
の
世
界

観
は
、
形
而
下
の
世
界
で
は
「天
」
（形
而
上
）
の
「理
」
に
最

も
か
な
っ
た
人
物
が
国
王
と
し
て
支
配
を
行
い
、
臣
下
は
、
主
君

が
「理
」
に
か
な
っ
た
政
治
を
行
う
限
り
に
お
い
て
忠
節
を
尽
く

す
、
と
い
う
政
治
的
秩
序
観
と
な
り
ま
す
。
臣
下
た
ち
は
つ
ね
に

天
が
命
じ
た
儒
教
道
徳
を
修
め
、
そ
の
こ
と
は
天
下
の
安
定
に
直

結
し
ま
す
。
「修
身
。国
家
・治
国
・平
天
下
」
は
一直
線
の
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な

ら
、
反
対
に
主
君
が
天
に
背
く
よ
う
な
政
治
を
行
う
な
ら
「易
姓

革
命
」
も
や
む
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
儒
教
が

近
世
に
お
い
て
公
認
の
学
問
と
な
る
に
あ
た
っ
て
の
最
大
の
ネ
ッ

ク
は
、
こ
の
「場
合
に
よ
っ
て
は
反
乱
も
や
む
な
し
」
と
い
う
思

想
が
導
か
れ
う
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
ご
く
常
識
的
に
つ
き

つ
め
て
い
け
ば
阿
果
な
将
軍
や
殿
様
は
い
く
ら
で
も
あ
り
う
る
わ

け
で
す
が
、
支
配
層
と
し
て
は
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
「自
然
」
が
登
場
す
る
の
で
す
。

十
七
世
紀
初
頭
の
通
俗
的
道
徳
書
で
あ
る
『心
学
五
倫
書
』
で

は
、
朱
子
学
で
形
而
上
的
世
界
を
示
す
「天
」
が
、
外
的
自
然
＝

環
境
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

誠
と
は
道
に
か
な
ひ
て
、
偽
な
き
所
を
云
。
こ
れ
天
道
の
本

体
な
り
。
春
夏
秋
冬
土
用
毎
年
毎
年
、
毛
頭
し
た
ひ
み
た
れ
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ざ
る
も
誠
の
理
な
り
。
人
間
は
人
間
を
う
み
、
桜
は
さ
く
ら

の
花
を
咲
も
、
誠
の
し
る
し
な
り
。
天
の
な
す
程
の
事
偽
は

少
も
な
し
。
し
か
る
故
に
、
天
の
本
体
を
誠
と
云
な
り
。

我
心
天
よ
り
来
り
た
る
に
よ
り
て
、
人
も
偽
な
け
れ
ば
、
自

然
に
天
道
に
か
な
ひ
、
偽
あ
れ
ば
天
道
に
そ
む
き
て
、
子
孫

ほ
ろ
ぶ
る
な
り
。
君
に
忠
節
、
お
や
に
孝
行
、
人
に
慈
悲
を

ほ
ど
こ
す
を
、
真
の
道
と
す
る
な
り
。

こ
こ
で
は
、
「天
」
の
作
用
が
、
自
然
の
運
行
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

で
語
ら
れ
、
忠
節
も
孝
行
も
、
春
夏
秋
冬
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
語
ら

れ
て
い
ま
す
。
『心
学
五
倫
書
』
の
核
に
な
る
部
分
が
儒
教
道
徳

に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
が
、
こ
こ
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
道
徳

は
、
本
来
の
儒
教
が
も
っ
て
い
た
、
人
間
と
人
間
の
主
体
的
な
関

係
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
天
が
人
間
に
自
然
と
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
が
日
本
儒
教
の
自
然
観
で
す
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
し
て
み
ま
す
と
、
日
本
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の

関
係
は
、
や
は
り
お
お
む
ね
自
然
中
心
主
義
と
し
て
ま
と
め
て
し

ま
っ
て
か
ま
わ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
自
然
観
が
ど
う

し
て
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
昔
か
ら
地
政
学
的
解
釈
、　
つ
ま

り
地
理
的
な
関
係
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
、
が
な
さ
れ
た
り
も
し

て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
代
表
例
が
西
川
如
見
で
あ
り
ま
た
和
辻
哲

郎
な
の
で
す
。
十
八
世
紀
初
頭
の
地
理
・天
文
。暦
算
の
学
者
で

あ
っ
た
西
川
如
見
は
、
長
崎
で
の
遊
学
中
に
触
れ
た
外
国
の
知
識

を
も
と
に
日
本
の
風
土
に
つ
い
て
考
察
し
た
『日
本
水
土
考
』
を

著
し
ま
し
た
。
如
見
は
そ
こ
で
、
日
本
人
の
「清
浄
潔
白
を
愛
し
、

質
素
朴
実
を
営
む
」
特
性
を
、
中
緯
度
地
方
で
あ
る
た
め
に
気
候

が
温
暖
で
自
然
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
と
、
島
国
で
あ
る
た
め
外
敵

に
侵
略
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
求
め
ま
し
た
。
和
辻
の
『風

土
』
論
は
ド
イ
ツ
の
地
政
学
の
影
響
の
下
で
書
か
れ
た
も
の
で
し

た
が
、
日
本
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
如
見
と
同
じ
で
す
。

日
本
は
厳
密
に
は
単
一民
族
国
家
で
は
な
く
、
話
さ
れ
て
い
る

言
葉
も
日
本
語
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
私
た
ち
が
そ

の
こ
と
に
気
づ
く
の
は
ま
れ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
「お
の
ず
か

ら
」
に
人
間
と
人
間
の
関
係
も
、
人
間
と
外
的
環
境
の
関
係
も
決

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
日
本
人
の
あ
り
か
た
を
肯
定
的

に
評
価
す
る
「日
本
人
論
」
を
今
日
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
発
表
者
は
そ
れ
を
肯
定
で
き
る
も
の
と
は
思
え
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
「自
然
」
と
い
う
概
念
に
あ
る
種
の
い
か
が
わ

し
さ
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
発
表

者
は
、
神
道
に
つ
い
て
、
「清
明
心
」
は
「
一切
の
内
容
を
持
た

な
い
純
粋
な
」
境
地
で
あ
る
、
と
述
べ
ま
し
た
が
、
し
か
し
「清

明
心
」
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
い
っ
た
い
ど
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の
よ
う
な
人
間
の
あ
り
か
た
が
導
き
出
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
。
人
間
と
人
間
の
具
体
的
関
係
を
定
め
る
基
準
と
し
て

「清
明
心
」
が
有
効
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。

「清
明
心
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
結
局
は
権
威
に
盲
従
す
る
こ
と

に
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
が
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
自

然
中
心
の
あ
り
か
た
を
肯
定
す
る
だ
け
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
人
間
は
何
も
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。（ひ

ら
や
ま
　
よ
う
　
静
岡
県
立
大
学
）
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