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よ
だ
か
の
死
と
修
羅
意
識

に
修
羅
意
識
と
の
関
連
を
通
し
て
、
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

一
　
よ
だ
か
の
自
己
救
済

黄
英

　
賢
治
の
作
品
に
お
い
て
、
み
ん
な
が
幸
福
に
な
る
理
想
世
界
を
実
現
す
る

た
め
に
、
自
己
犠
牲
的
な
行
動
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
己

犠
牲
は
く
他
者
の
た
め
V
と
い
う
基
本
要
素
が
含
ま
れ
る
た
め
、
賢
治
に
く
菩

薩
V
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
沸
貼
ら
れ
、
聖
人
視
さ
れ
る
傾
向
が
出
て
く
る
①
。

ま
た
、
そ
れ
に
反
発
す
る
傾
向
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
②
。
こ
れ
で
い
い
の

か
と
疑
問
を
感
じ
る
。
本
稿
は
賢
治
に
お
け
る
自
己
犠
牲
の
内
実
を
問
い
直

す
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
よ
く
自
己
犠
牲
色
の
強
い
作
品
と
さ
れ
る
「
よ

だ
か
の
星
」
③
に
お
け
る
よ
だ
か
の
死
を
再
検
討
し
て
み
る
。

　
自
己
犠
牲
と
言
う
場
合
、
必
ず
二
つ
の
面
が
備
わ
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
ほ
、

自
己
の
利
益
を
無
視
し
、
さ
ら
に
自
己
の
命
ま
で
も
捨
て
る
こ
と
、
も
う
ひ

と
つ
は
、
対
他
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
は
他
者
の
為
に
な
る
こ
と
。
し

か
も
、
二
つ
の
面
が
同
時
に
揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
利
益
を
考

え
ず
、
さ
ら
に
自
己
の
命
を
捨
て
る
行
為
が
、
他
者
の
為
に
な
っ
て
は
じ
め

て
、
自
己
犠
牲
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
自
分
の
命
を
捨
て
る
行
為
は
必
ず
し
も
常
に
〈
他
者
の
た
め
〉
を
主
な
目

的
と
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
場
合
は
、
自
分
が
直
面
す
る
苦
難
か
ら
の

脱
出
、
い
わ
ゆ
る
自
己
救
済
が
主
な
目
的
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
以
下
は
「
よ

だ
か
の
星
」
の
よ
だ
か
の
死
に
対
す
る
位
置
づ
け
を
、
テ
キ
ス
ト
読
解
並
び

1
　
二
重
の
辛
さ

大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
ご
ろ
の
執
筆
と
推
測
さ
れ
る
童
話

の
星
」
④
は
、
次
の
よ
う
な
描
写
で
始
ま
る
。

「
よ
だ
か

　
よ
だ
か
は
、
実
に
み
に
く
い
鳥
で
す
。

　
顔
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
味
噌
を
つ
け
た
や
う
に
ま
だ
ら
で
、

ば
し
は
、
ひ
ら
た
く
て
、
耳
ま
で
さ
け
て
ゐ
ま
す
。

　
足
は
、
ま
る
で
よ
ぼ
よ
ぼ
で
、
H
間
と
も
歩
け
ま
せ
ん
。
⑤

く
ち

　
こ
う
し
た
外
形
の
醜
い
よ
だ
か
は
、
実
は
「
あ
の
美
し
い
か
は
せ
み
や
、

鳥
の
中
の
宝
石
の
や
う
な
卜
す
～
め
の
兄
さ
ん
」
で
あ
る
。
外
見
が
全
く
違

っ
た
兄
弟
と
い
う
設
定
か
ら
は
、
よ
だ
か
の
本
質
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

醜
い
外
見
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
は
ほ
か
の
兄
弟
と
同
じ
く
や
さ
し
い
心
の
持

ち
主
だ
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
彼
の
や
さ
し
さ
は
普
段
よ
く
他
人
を

助
け
た
り
す
る
こ
と
一
「
赤
ん
坊
の
め
じ
ろ
が
巣
か
ら
落
ち
て
い
た
と
き

は
レ
助
け
て
巣
へ
連
れ
て
行
っ
て
や
っ
た
」
i
か
ら
も
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
や
さ
し
い
よ
だ
か
は
、
醜
い
外
見
を
も
つ
た
め
、

よ
く
同
類
の
鳥
た
ち
に
嫌
が
ら
れ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
自
身
が
そ
れ
ほ
ど
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美
し
い
鳥
で
は
な
い
ヒ
バ
リ
は
、
よ
だ
か
に
会
う
と
、
「
目
を
つ
ぶ
り
な
が
ら
、

首
を
そ
っ
方
へ
向
け
る
」
。
ま
た
、
も
っ
と
小
さ
い
鳥
た
ち
は
、
「
鳥
の
仲
間

の
つ
ら
よ
ご
し
だ
よ
」
と
、
よ
だ
か
の
ま
つ
向
か
ら
悪
口
を
言
う
。
さ
ら
に
、

よ
だ
か
を
傷
つ
け
る
の
は
助
け
て
や
っ
た
赤
ん
坊
の
め
じ
ろ
の
母
の
反
応
で

あ
る
。
「
め
じ
ろ
は
、
赤
ん
坊
を
ま
る
で
ぬ
す
人
か
ら
で
も
と
り
か
へ
す
や
う

に
」
よ
だ
か
か
ら
引
き
離
し
て
、
そ
れ
か
ら
ひ
ど
く
よ
だ
か
を
嘲
笑
す
る
。

　
ま
た
、
よ
だ
か
の
名
前
の
中
に
「
た
か
」
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
正
真
正

銘
の
鷹
か
ら
改
名
を
強
要
さ
れ
る
。
「
市
蔵
と
な
。
い
い
名
だ
ら
う
。
そ
こ
で
、

名
前
を
変
へ
る
に
は
、
改
名
の
披
露
と
い
ふ
も
の
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。

（
中
略
）
首
へ
市
蔵
と
書
い
た
ふ
だ
を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
私
は
以
来
市
蔵
と
申

し
ま
す
と
、
口
上
を
云
っ
て
、
み
ん
な
の
所
を
お
じ
ぎ
し
て
ま
は
る
の
だ
」

と
い
う
い
や
が
ら
せ
ぶ
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
鷹
は
改
名
を
拒
否
す
る
よ
だ

か
に
、
「
つ
か
み
殺
す
そ
」
と
脅
迫
ま
で
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
醜
い
よ
だ
か
は
、
彼
の
や
さ
し
さ
が
同
類
の
鳥
た
ち
か
ら

認
め
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
疎
外
さ
れ
、
い
じ
め
ら
れ
る
。
外
見
で
価
値
判
断

さ
れ
る
境
遇
に
身
を
置
い
た
よ
だ
か
は
、
辛
さ
を
感
じ
る
。

　
そ
の
辛
さ
の
象
徴
と
し
て
、
そ
の
夜
の
自
然
描
写
に
注
意
を
払
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
「
雲
が
意
地
悪
く
光
っ
て
、
低
く
た
れ
て
」
、
「
向
ふ
の
山
に
は
山
焼

け
の
火
が
ま
．
っ
赤
」
で
あ
る
。
同
類
か
ら
い
じ
め
ら
れ
て
辛
か
っ
た
よ
だ
か

の
目
に
は
、
雲
も
意
地
悪
く
見
え
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
お
い
て
の
雲
は
む
し

ろ
彼
を
囲
む
険
し
い
外
部
環
境
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
向
こ
う
の

山
の
真
っ
赤
な
出
焼
け
ば
よ
だ
か
の
荒
波
の
よ
う
な
辛
い
内
面
を
暗
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
右
に
述
べ
た
辛
さ
は
外
部
か
ら
の
辛
さ
だ
が
、
次
に
あ
げ
る
の
は
彼
自
身

の
内
部
か
ら
く
る
辛
さ
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
よ
だ
か
自
身
が
加
害
者
側

に
回
っ
た
と
き
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
よ
だ
か
の
主
食
は
昆
虫
で
、
普
段
虫
を
食
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
さ
さ

か
の
違
和
感
も
感
じ
ず
に
い
た
が
、
そ
の
夜
は
違
う
。
一
匹
の
も
が
い
て
い

る
カ
ブ
ト
ム
シ
を
飲
み
込
む
と
、
よ
だ
か
は
背
中
が
「
ぞ
っ
と
し
た
」
よ
う

に
思
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
匹
の
バ
タ
バ
タ
し
て
い
る
カ
ブ
ト
ム
シ
を
無
理

や
り
に
飲
み
込
む
と
、
よ
だ
か
は
急
に
胸
が
「
ど
き
っ
と
」
し
て
、
泣
き
出

す
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
独
白
を
す
る
。

（
あ
』
、
か
ぶ
と
む
し
や
、
た
く
さ
ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
た
だ
の
↓
つ
の
僕
が
こ
ん
ど
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
。
そ

れ
が
こ
ん
な
に
つ
ら
い
の
だ
。
（
後
略
）
）

　
よ
だ
か
は
、
今
ま
で
数
え
き
れ
な
い
虫
を
殺
し
た
、
つ
ま
り
、
今
度
は
自

分
が
加
害
者
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
か
つ
て
「
僕
は
今
ま
で
、
な
ん
に
も

悪
い
こ
と
を
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
、
自
分
が
や
さ
し
い
性
格
の
持
ち
主
で

あ
る
こ
と
を
㍉
心
の
中
で
固
く
信
じ
て
い
た
よ
だ
か
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自

分
の
加
害
行
為
に
い
っ
そ
う
の
辛
さ
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
と
同
時

に
、
「
僕
が
今
度
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
」
と
、
生
き
て
い
る
世
界
が
殺
し
あ
い
の

世
界
で
あ
る
、
と
い
う
残
酷
な
事
実
に
気
づ
い
て
、
絶
望
的
な
辛
さ
を
感
じ

る
。　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
よ
だ
か
の
辛
さ
は
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い

る
。
ま
ず
は
外
的
要
因
に
由
来
す
る
辛
さ
で
あ
る
。
醜
い
外
見
の
た
め
、
自

分
の
真
の
姿
、
つ
ま
り
、
や
さ
し
い
性
格
を
同
類
の
鳥
た
ち
に
認
め
ら
れ
ず
、
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さ
ら
に
、
疎
外
さ
れ
、
い
じ
め
ら
れ
る
こ
と
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、

よ
だ
か
の
真
価
を
正
確
に
判
断
し
得
な
い
価
値
体
系
に
対
す
る
不
満
と
も
言

え
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
自
分
の
内
部
に
由
来
す
る
辛
さ
で
あ
る
。
鷹
が
自

分
を
殺
す
よ
う
に
、
自
分
も
虫
を
殺
す
存
在
で
あ
り
、
殺
し
合
い
の
世
界
の

中
で
自
分
も
殺
し
の
側
に
属
す
る
一
員
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
。
こ
の
よ
う

な
二
重
の
辛
さ
を
背
負
う
よ
だ
か
は
解
放
の
道
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、
如
何

な
る
道
な
の
か
、
次
項
で
検
討
し
て
み
る
。

2

二
つ
の
殺
し
、
よ
だ
か
の
選
択

　
自
分
が
加
害
者
で
あ
る
こ
と
を
気
付
か
せ
る
も
の
は
、
鷹
な
ど
の
よ
う
な

鳥
た
ち
か
ら
受
け
た
い
じ
め
に
よ
る
辛
さ
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

は
、
す
で
に
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
⑥
。
こ
れ
は

よ
だ
か
の
独
白
を
読
め
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
論
述
上
の
便
宜
の
た
め
、
前
に

引
用
し
た
部
分
も
含
め
て
独
白
全
文
を
次
に
記
し
て
お
く
。

（
あ
㌧
、
か
ぶ
と
む
し
や
、
た
く
さ
ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
た
だ
の
一
つ
の
僕
が
こ
ん
ど
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
。
そ

れ
が
こ
ん
な
に
つ
ら
い
の
だ
。
あ
ン
、
つ
ら
い
、
つ
ら
い
。
僕
は
も
う

虫
を
た
べ
な
い
で
餓
ゑ
て
死
な
う
。
い
や
そ
の
前
に
も
う
鷹
が
僕
を
殺

す
だ
ら
う
。
い
や
、
そ
の
前
に
、
僕
は
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
に
行

っ
て
し
ま
は
う
。
）

よ
だ
か
の
脳
裏
の
論
理
を
図
式
的
に
表
す
と
、
こ
う
な
る
。
虫
を
殺
す
自

分
t
自
分
を
殺
す
鷹
。
こ
の
二
つ
の
殺
し
を
線
で
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
分
の
殺
す
行
為
の
残
酷
さ
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
殺
し
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意

を
払
う
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
だ
か
の
殺
す
行
為
は
生
き
て

い
く
た
め
に
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
鷹
の
言
う
殺
す
行

為
は
よ
だ
か
に
対
す
る
理
不
尽
の
脅
追
で
あ
り
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
と
は
い
え
、
よ
だ
か
の
中
で
は
、
両
者
の
内
在
的
な
差
が
無
視
さ
れ
、
そ

の
行
為
の
結
果
だ
け
が
気
に
掛
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の

結
果
だ
け
で
、
十
分
自
分
の
殺
す
行
為
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
鷹
の
言
う
殺
し
の
行
為
は
、
よ
だ
か
の
そ

れ
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
を
悟
ら
せ
る
た
め
に

は
不
可
欠
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
よ
だ
か
は
二
重
の
辛
さ
を
背
負
い
、
そ
こ
か
ら
解
放
の

道
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
前
に
引
用
し
た
独
白
文
の
中
で
、
ま
ず
「
僕
は
も

う
虫
を
た
べ
な
い
で
餓
ゑ
て
死
な
う
」
と
い
う
一
つ
の
道
を
思
い
つ
く
。
こ

れ
は
た
し
か
に
加
害
者
で
な
く
な
る
有
効
な
方
法
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
生
き
る
た
め
に
避
け
ら
れ
な
い
殺
し
の
行
為
に
対
し
て
、
も
う

一
つ
の
便
宜
上
の
措
置
を
、
よ
だ
か
は
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は

「
ど
う
し
て
も
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
の
ほ
か
は
い
た
づ
ら
に
お
魚

を
取
っ
た
り
し
な
い
や
う
に
し
て
呉
れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
自
ら
が
弟
の

か
わ
せ
み
に
提
示
し
た
道
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
命
維
持
の
た
め
に
も
の
を

と
る
の
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
だ
か
は
こ
の
二

つ
の
い
ず
れ
も
選
ば
な
い
。
こ
の
世
で
餓
死
す
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
と
す
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る
と
、
こ
れ
は
正
真
正
銘
の
自
己
犠
牲
に
な
る
の
だ
が
、
よ
だ
か
は
こ
の
道

を
選
ば
な
い
。
前
に
引
用
し
た
独
白
文
で
、
よ
だ
か
の
思
い
は
「
い
や
そ
の

前
に
（
餓
死
す
る
前
に
一
筆
者
注
）
も
う
鷹
が
僕
を
殺
す
だ
ら
う
。
い
や
、

そ
の
前
に
、
僕
は
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
に
行
っ
て
し
ま
は
う
」
と
い
う

ふ
う
に
続
く
。
こ
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、
よ
だ
か
が
餓
死
を
選
ば
な
か
っ
た

理
由
は
、
餓
死
す
る
前
に
、
鷹
に
殺
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
す
な
わ

ち
餓
死
を
選
ぶ
機
会
が
な
く
な
る
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
、
弟
の
よ
う
に
最
小
限
に
と
ど
め
る
道
を
選
ば
な
い
の
か
。

こ
れ
も
「
そ
の
前
に
も
う
鷹
が
僕
を
殺
す
だ
ら
う
」
と
い
う
鷹
の
脅
迫
が
原

因
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
こ
の
道
も
鷹
の
脅
威
に
よ
っ
て
塞
が
れ
る

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
鷹
に
殺
さ
れ
る
の
を
嫌
が
る
の
か
。
鷹
に
殺
さ
れ
る

と
い
う
結
果
一
死
1
1
加
害
者
で
な
く
な
る
こ
と
一
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、

こ
れ
は
餓
死
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
死
と
い
う
結
果
だ
け
を
追
求
す
る

な
ら
ば
、
鷹
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
選
ん
で
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
よ
だ
か
は
け
っ
し
て
こ
ち
ら
の
結
果
を
選
ば
な
い
。
こ
れ
は
、
二

つ
の
死
の
内
実
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
よ
だ
か
が
十
分
に
知
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
餓
死
と
い
う
の
は
、
他
人
の
た
め
に
犠
牲
に
な
る
と
い
う

死
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
鷹
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
鷹

の
い
じ
め
に
屈
服
し
た
と
い
う
結
果
だ
け
が
残
り
、
そ
の
死
の
価
値
は
ゼ
ロ

に
近
い
と
、
よ
だ
か
は
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
よ
だ

か
が
求
め
る
も
の
は
、
加
害
者
で
な
く
な
る
こ
と
と
同
時
に
、
自
分
の
価
値

も
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
死
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
て
餓
死
す
る
チ
ャ
ン

ス
か
ら
逃
れ
る
以
上
、
自
身
の
価
値
を
追
求
す
る
よ
だ
か
に
残
る
道
は
、
別

の
世
界
へ
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
し
か
な
い
。
こ
の
道
な
ら
、
加
害
者
の
立
場

か
ら
逃
れ
ら
れ
れ
ば
、
鷹
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
無
意
味
な
死
も
避
け
ら
れ
る
。

　
無
意
味
な
死
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
よ
だ
か
が
自
分
の
真
の
価
値
を
固
く

信
じ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
が
加
害
者
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
前
に
「
僕
は
今
ま
で
、
な
ん
に
も
悪
い
こ
と
を
し
た
こ
と
が
な
い
」
、

む
し
ろ
め
じ
ろ
の
赤
ん
坊
を
助
け
た
り
も
し
た
と
、
よ
だ
か
は
自
分
の
善
意

を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
加
害
者
で
あ
る
こ
と
気
づ
く
と
、
す
ぐ
「
僕
は
も

う
虫
を
た
べ
な
い
で
餓
ゑ
て
急
な
う
」
と
餓
死
の
覚
悟
ま
で
す
る
。
ま
た
、

鷹
に
改
名
を
強
要
さ
れ
た
と
き
に
、
「
そ
れ
は
あ
ん
ま
り
無
理
で
す
、
私
の
名

前
は
私
が
勝
手
に
つ
け
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
さ
ま
か
ら
下
さ
っ
た
の

で
す
」
と
拒
み
、
さ
ら
に
「
つ
か
み
殺
す
そ
」
と
鷹
に
脅
迫
さ
れ
る
と
、
よ

だ
か
は
「
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
位
な
ら
、
私
は
も
う
死
ん
だ
方
が
ま
し
で
す
」

と
、
命
を
捨
て
て
も
名
前
を
固
持
し
よ
う
と
す
る
。
よ
だ
か
に
と
っ
て
、
名

前
は
神
様
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
、
自
分
の
生
き
る
価
値
を
表
す
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
名
前
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
、
自
分
の
存
在
価
値
を
奪
わ
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
改
名
を
拒
否
す
る
こ
と
は
自
分
の
価
値
を
固

守
す
る
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
我
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。　

こ
う
し
て
み
る
と
、
よ
だ
か
が
別
の
世
界
に
脱
出
す
る
理
由
は
、
殺
し
あ

い
の
世
界
を
離
れ
た
い
か
ら
だ
．
け
で
な
く
、
自
分
の
価
値
を
認
め
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。

3
　
他
者
と
の
関
係
か
ら
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よ
だ
か
は
生
物
間
の
弱
肉
強
食
の
殺
し
合
い
の
現
実
世
界
に
絶
望
し
、
自

分
の
価
値
を
認
め
て
く
れ
る
世
界
を
求
め
て
、
毎
日
泣
き
な
が
ら
夜
空
を
飛

び
回
り
、
つ
い
に
は
空
の
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
お
う
と
決
意
す
る
。
よ
だ
か

は
空
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
行
き
、
太
陽
や
星
た
ち
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る

よ
う
懇
願
す
る
が
、
い
ず
れ
か
ら
も
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
。
絶
望
の
果
て
に

決
死
の
飛
翔
を
試
み
、
か
ら
だ
が
燃
え
出
し
て
、
青
い
美
し
い
星
に
転
生
す

る
の
で
あ
る
。

　
よ
だ
か
の
結
末
に
つ
い
て
、
多
く
の
研
究
者
が
注
目
し
、
論
じ
て
い
る
。

そ
の
中
で
代
表
的
な
も
の
は
、
梅
原
猛
⑦
一
の
見
解
で
あ
る
。
梅
原
は
「
修
羅

の
世
界
を
テ
ー
マ
に
し
た
童
話
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
美
し
く
、
も
っ
と
も

深
く
賢
治
の
思
想
が
表
現
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
「
よ
だ
か
の
行
く
道
は

た
だ
ひ
と
つ
、
殺
し
合
い
の
世
界
を
離
れ
て
理
想
の
国
へ
と
ま
っ
し
ぐ
ら
に

絶
望
的
に
飛
翔
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
梅
原
の
見
解
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
よ
だ
か

が
生
き
て
い
る
世
界
は
理
想
世
界
で
は
な
く
、
む
し
ろ
苦
痛
に
満
ち
た
修
羅

の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
次
は
、
よ
だ
か
は
そ
の
苦
痛
の
世
界
か
ら
脱

出
し
た
い
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
よ
だ
か
の
到
達
し
た
世
界
は
理
想
の
世
界

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
よ
だ
か
の
到
達
し
た
世
界
が
理
想
の
世
界
で
あ
る
点
は
、
童
話
「
双
子
の

星
」
の
結
末
に
お
け
る
二
人
の
星
が
帰
還
し
た
天
上
世
界
と
同
じ
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
双
子
の
星
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
元
の
世
界
へ
の
回
帰
で

あ
る
が
、
よ
だ
か
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
一
度
死
な
な
け
れ
ば
到
達
不
可
能

な
未
知
の
世
界
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
よ
だ
か
の
生
き
て
い
る
世
界
が
修
羅
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
決
死
の
脱
出
を
試
み
た
、
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん

作
品
に
出
て
く
る
修
羅
の
世
界
と
は
、
た
だ
殺
し
合
い
を
意
味
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
冒
頭
に
あ
げ
た
自
分
の
醜
い
身
体
に
よ
る
他
者
か
ら
の
疎
外
と
い

う
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
修
羅
か
ら
の
脱

出
の
た
め
の
よ
だ
か
の
死
は
、
は
た
し
て
他
者
の
た
め
に
な
る
の
か
、
と
い

う
疑
問
点
が
出
て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
、
他
者
と
の
関
係
か
ら
そ
の
死
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
よ
だ
か
は
現
実
世
界
を
離
れ
、
遠
く
向
こ
う
の
空
の
ほ
う
へ
行
こ
う
と
決

心
し
、
太
陽
に
頼
ん
だ
と
き
、
次
の
よ
う
な
台
詞
を
残
し
て
い
る
。

「
お
日
さ
ん
、
お
日
さ
ん
。
ど
う
ぞ
私
を
あ
な
た
の
所
へ
連
れ
て
っ
て

下
さ
い
。
灼
け
て
　
ん
で
も
カ
ま
　
ま
　
ん
（
傍
線
は
筆
者
注
）
。
私
の

や
う
な
み
に
く
い
か
ら
だ
で
も
灼
け
る
と
き
に
は
小
さ
な
ひ
か
り
を
出

す
で
せ
う
。
ど
う
か
私
を
連
れ
て
っ
て
下
さ
い
。
」

　
こ
こ
に
は
「
死
ん
で
も
」
か
ま
わ
な
い
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
あ

く
ま
で
も
自
分
が
抱
え
る
苦
悩
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
発
言
で
あ
り
、
脱
出

の
決
意
の
強
さ
を
表
明
す
る
た
め
の
た
と
え
だ
と
見
て
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
続
く
一
文
「
私
の
や
う
な
み
に
く
い
か
ら
だ
で
も
灼
け
る
と

き
に
は
小
さ
な
ひ
か
り
を
出
す
で
せ
う
」
は
、
何
か
の
役
に
は
立
つ
か
も
し

れ
な
い
と
自
分
の
存
在
価
値
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
「
お
日
さ
ん
」
に
連
れ
て

行
っ
て
も
ら
う
た
め
に
付
け
加
え
た
自
己
弁
護
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
感
じ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
「
他
人
の
た
め
」
に
「
死
ん
で
も
か
ま
」
わ
な
い
と
い
う

強
い
使
命
感
ま
で
は
読
み
取
り
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
前
項
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に
述
べ
た
鷹
に
よ
る
無
意
味
な
死
を
拒
否
す
る
こ
と
と
一
脈
通
じ
て
い
る
と

一
百
え
よ
う
。

　
小
沢
俊
郎
⑧
は
す
で
に
こ
の
作
品
は
「
求
道
が
逃
避
的
な
小
乗
的
な
弱
さ

を
伴
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
妥
当
な
見
解
だ
と
思
う
。
確
か
に
、

賢
治
が
信
仰
し
て
い
る
大
乗
仏
教
が
唱
え
る
他
者
の
た
め
に
身
を
捧
げ
る
と

い
う
菩
薩
行
の
要
素
は
、
よ
だ
か
の
死
に
は
ま
だ
影
が
薄
い
。
少
な
く
と
も
、

よ
だ
か
の
死
は
、
他
者
の
為
な
ら
、
体
は
お
ろ
か
、
名
誉
ま
で
も
捨
て
ら
れ

る
と
い
う
完
全
な
献
身
的
行
為
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
よ
だ
か

の
死
は
結
果
的
に
は
本
人
が
言
う
よ
う
に
何
ら
か
で
み
ん
な
の
役
に
は
立
つ

可
能
性
は
あ
る
が
、
一
方
そ
れ
は
自
己
の
価
値
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
こ
の

世
が
悪
い
か
ら
で
、
そ
ん
な
苦
悩
に
満
ち
た
こ
の
世
か
ら
自
分
を
救
出
し
た

い
と
い
う
傾
向
も
強
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
要
す
る
に
、
「
よ
だ
か
の
星
」

に
お
い
て
は
、
「
み
ん
な
の
た
め
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
は
ま
だ
自
覚
的
に
は
っ

き
り
し
た
形
で
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
だ
か
の
死
は
他
者
の
た
め
の
自
己
犠

牲
の
死
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
　
「
春
と
修
羅
」
に
お
け
る
自
己
否
定

　
前
述
の
よ
う
に
、
よ
だ
か
の
死
に
は
、
自
己
救
済
的
な
要
素
が
強
い
。
で

は
、
な
ぜ
、
自
己
救
済
が
必
要
な
の
か
。
前
に
も
触
れ
た
が
、
よ
だ
か
の
生

き
て
い
る
現
実
世
界
は
修
羅
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
、
つ

ま
り
自
己
救
済
が
、
必
要
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
修
羅
か
ら
の
脱
出
が
賢
治
生
涯
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

諸
家
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
修
羅
と

は
直
な
の
か
を
考
察
し
、
そ
し
て
、
修
羅
に
お
け
る
自
己
否
定
の
意
味
を
検

討
し
て
み
た
い
。

　
修
羅
に
つ
い
て
の
解
釈
を
い
く
つ
か
の
参
考
書
か
ら
抽
出
し
て
み
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
　
『
仏
教
辞
典
』
⑨
の
場
合

阿
修
羅
：
あ
し
ゅ
ら
　
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
器
⊆
冨
の
音
写
。
略
し
て
〈
修

羅
〉
。
〈
阿
歴
世
〉
〈
必
須
倫
〉
な
ど
と
も
音
写
し
、
ま
た
〈
非
天
〉
〈
無
酒
神
〉

（
い
ず
れ
も
通
俗
的
な
語
源
解
釈
に
基
づ
く
）
な
ど
の
漢
訳
語
も
あ
る
。
血

気
さ
か
ん
で
、
闘
争
を
好
む
鬼
神
の
一
種
。
原
語
の
器
霞
9
は
古
代
イ
ラ
ン

語
の
鎖
。
ゴ
冨
に
対
応
し
、
元
来
は
魯
霞
頸
と
同
じ
く
＜
善
神
〉
を
意
味
し

て
い
た
。
し
か
し
の
ち
イ
ン
ド
ラ
神
（
帝
釈
天
）
な
ど
の
台
頭
と
と
も
に
彼

ら
の
敵
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
常
に
彼
等
に
戦
い
を
挑
む
悪
魔
、
鬼

神
の
類
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
。
原
語
を
〈
神
（
。
◎
霞
9
）
な
ら
ざ
る
（
否
定
辞

陣）

烽
ﾌ
〉
と
解
す
る
通
俗
的
な
語
源
解
釈
（
漢
訳
：
非
天
）
も
、
恐
ら
く

そ
の
地
位
の
格
下
げ
と
悪
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
定
着
に
一
役
買
っ
た
と
思
わ
れ

る
。　

仏
教
の
輪
廻
転
生
説
の
う
ち
、
五
趣
説
で
は
独
立
し
て
立
て
ら
れ
な
い
が
、

六
道
説
で
は
阿
修
羅
の
生
存
状
態
、
も
し
く
は
そ
の
住
む
世
界
が
〈
阿
修
羅

道
〉
と
し
て
、
三
善
道
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
で
は
ま
た
、
天

竜
八
部
衆
に
も
組
み
入
れ
ら
れ
て
、
仏
法
の
守
護
神
の
地
位
も
与
え
ら
れ
た
。

ま
た
密
教
の
胎
蔵
界
曼
茶
羅
（
一
両
界
曼
茶
羅
）
で
は
、
外
金
剛
部
院
に
そ
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の
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
、
図
像
学
的
に
は
三
面
六
腎
で
表
わ
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
〈
申
略
）
戦
闘
を
好
む
阿
修
羅
神
は
古
来
仏
教
説
話
な
ど
を
通
じ

て
わ
が
国
に
も
広
く
知
ら
れ
、
（
中
略
）
な
お
、
阿
修
羅
の
好
戦
を
象
徴
す
る

阿
修
羅
王
と
帝
釈
天
の
戦
闘
は
『
具
舎
論
恥
や
正
法
念
処
経
の
所
説
に
由
来

す
る
も
の
で
、
そ
の
と
き
帝
釈
天
宮
に
攻
め
上
が
っ
た
阿
修
羅
王
が
臨
月
を

つ
か
み
、
手
で
覆
う
こ
と
か
ら
日
蝕
、
月
蝕
が
発
生
す
る
と
も
説
か
れ
る
。

（
後
略
）

二
　
島
地
大
等
編
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
⑩
に
付
載
さ
れ
た
「
法
華
字

解
」
の
場
合

〔
阿
修
羅
〕
（
》
窪
鑓
）
略
し
て
修
羅
と
も
い
ふ
。
聖
天
、
非
類
、
不
端
正
と

訳
す
。
十
界
、
六
道
の
｝
。
衆
相
山
中
、
ま
た
は
大
海
の
底
に
居
り
、
闘
争

を
好
み
、
常
に
諸
天
と
戦
ふ
悪
神
な
り
と
い
ふ
。

　
次
に
、
賢
治
が
用
い
る
「
修
羅
』
と
い
う
表
現
の
意
味
は
何
な
の
か
を
見

て
よ
う
。

　
賢
治
が
自
費
出
版
し
た
詩
集
『
春
と
修
羅
』
に
お
い
て
、
最
も
早
く
修
羅

が
現
わ
れ
る
の
は
同
じ
題
名
を
も
つ
詩
⑪
「
春
と
修
羅
」
（
一
九
二
二
年
四
月

八
日
作
）
で
あ
る
。
関
連
部
分
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

心
象
の
は
い
い
ろ
は
が
ね
か
ら

あ
け
び
の
つ
る
は
く
も
に
か
ら
ま
り

の
ば
ら
の
や
ぶ
や
腐
植
の
湿
地

い
ち
め
ん
の
い
ち
め
ん
の
諮
曲
模
様

（
中
略
）

謝
（
傍
線
は
筆
者
注
、
以
下
同
）

四
月
の
気
層
の
ひ
か
り
の
底
を

歯
し
　
は
ぎ
し
り
ゆ
き
き
す
る

の
に
が
さ
ま
た
青
さ

お
は
と
り
の
多
な
だ

（
奪
略
）

　
　
　
　
ま
こ
と
の
こ
と
ば
は
う
し
な
は
れ

　
　
　
雲
は
ち
ぎ
れ
て
そ
ら
を
と
ぶ

　
　
あ
あ
か
が
や
き
の
四
月
の
底
を

　
は
ぎ
し
り
燃
え
て
ゆ
き
き
す
る

お
　
一
ひ
と
り
刎
墜
　
な
の
だ

（
中
略
）

ま
ば
ゆ
い
気
圏
の
海
の
そ
こ
に

（
劉
は
あ
お
あ
お
ふ
か
く
）

（
中
略
〉

（
ま
こ
と
の
こ
と
ば
は
こ
こ
に
な
く

　
修
羅
の
な
み
だ
は
っ
ち
に
ふ
る
）

（
後
略
）

　
こ
こ
で
、
「
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
」
と
い
う
自
己
規
定
が
繰
り
返

し
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
修
羅
は
「
い
ち
め
ん
の
い
ち
め
ん
の
諮
曲
模
様
」
の

な
か
で
、
「
い
か
り
」
の
感
情
に
と
ら
わ
れ
、
「
四
月
の
気
層
の
ひ
か
り
の
底
」

や
「
ま
ば
ゆ
い
気
圏
の
海
の
そ
こ
」
を
「
唾
し
　
は
ぎ
し
り
ゆ
き
き
」
す
る
。

そ
し
て
、
深
い
悲
し
み
に
沈
み
涙
し
て
い
る
。
「
い
か
り
」
や
「
か
な
し
み
」

一一一@40　一



と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
心
的
状
態
を
表
わ
す
言
葉
が
、
修
羅
の
特
徴
を
表
わ
す

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
恩
田
逸
夫
の
研
究
に
よ
る
と
、
賢
治
に
お
け
る
〈
修
羅
〉
と
い
う
言
葉
の

使
い
方
は
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。
一
つ
は
「
修
羅
的
人

間
」
と
い
う
意
味
、
も
う
一
つ
は
「
修
羅
の
状
態
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

上
に
引
用
し
た
「
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
」
は
「
修
羅
的
人
間
」
と

い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
修
羅
の
状
態
」
の
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
恩
田
は
賢
治
の
妹
ト
シ
子
へ
の
挽
歌
の
中
の
一
つ
、

「
無
声
働
笑
」
（
一
九
二
二
年
一
一
月
七
日
作
）
の
冒
頭
部
分
を
挙
げ
て
い
る
。

の
こ
と
を
指
す
、
と
理
解
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
賢
治
が
用
い
る
修
羅
と
い
う
用
語
に
は
仏
典
な

ど
に
現
わ
れ
る
修
羅
の
悪
魔
的
、
好
戦
的
、
煩
悩
に
満
ち
た
、
な
ど
の
マ
イ

ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
渉
わ
か
る
だ
ろ
う
。
詩
「
春
と
修

羅
」
に
お
い
て
、
本
来
自
分
は
一
人
の
人
間
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
仏
教
で

い
う
⊥
馬
道
の
な
か
で
人
間
以
下
の
存
在
と
し
て
の
修
羅
、
し
か
も
デ
モ
ー
ニ

ッ
シ
ュ
と
も
い
う
べ
き
修
羅
な
の
だ
と
宣
言
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
自
己
へ

の
否
定
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
ん
な
に
み
ん
な
に
み
ま
も
ら
れ
な
が
ら

お
ま
へ
は
ま
だ
こ
こ
で
く
る
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

あ
あ
巨
き
な
信
の
ち
か
ら
か
ら
こ
と
さ
ら
に
は
な
れ

ま
た
純
粋
や
ち
い
さ
な
徳
性
の
か
ず
を
う
し
な
ひ

わ
た
く
し
が
青
ぐ
ら
い
修
　
を
あ
る
い
て
レ
る

きお
ま
へ
は
じ
ぶ
ん
に
さ
だ
め
ら
れ
た
み
ち
を

ひ
と
り
さ
び
し
く
往
か
う
と
す
る
か

（
傍
線
は
筆
者
注
）
と

　
上
の
引
用
文
の
な
か
で
、
「
わ
た
く
し
が
青
ぐ
ら
い
修
羅
を
あ
る
い
て
い

る
」
と
い
う
表
現
で
、
最
愛
の
妹
に
死
別
さ
せ
ら
れ
る
「
わ
た
く
し
」
が
い

る
現
実
世
界
の
様
子
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
修
羅
」
を
恩
田
逸
夫

は
「
修
羅
の
状
態
｝
と
解
釈
し
て
い
る
。
「
修
羅
の
状
態
」
と
は
、
絶
対
的
な

真
理
か
ら
離
れ
、
人
間
の
「
純
粋
」
さ
や
「
徳
性
」
が
失
わ
れ
た
現
実
世
界

　
こ
う
し
た
自
己
否
定
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

見
解
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

恩
田
の
次
の
よ
う
な

　
も
と
よ
り
賢
治
が
「
修
羅
」
の
境
地
を
望
み
、
こ
れ
を
理
想
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
彼
の
望
ん
だ
、
よ
り
高
い
境
地

に
至
る
た
め
の
一
つ
の
段
階
で
あ
り
、
「
上
る
た
め
に
堕
ち
る
」
境
地
で

す
。
「
修
羅
」
と
い
う
境
地
を
憎
み
な
が
ら
、
し
か
し
わ
が
身
に
も
っ
と

も
近
い
切
実
な
状
態
と
し
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
だ
、
と
い
う

こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
⑫

　
恩
田
は
賢
治
が
修
羅
の
対
瞭
的
な
状
態
で
あ
る
「
ま
こ
と
」
（
絶
対
的
な
も

の
、
真
理
と
も
言
い
換
え
て
も
か
ま
わ
な
い
）
を
求
め
る
か
ら
こ
そ
、
「
修
羅
」

を
問
題
と
し
、
そ
れ
を
自
己
の
中
、
さ
ら
に
社
会
の
中
に
、
見
出
し
て
い
る

の
だ
と
述
べ
、
「
ま
こ
と
」
に
至
る
た
め
に
「
修
羅
」
に
身
を
投
じ
る
、
と
い
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う
点
に
、
「
修
羅
」
意
識
の
積
極
的
な
意
味
を
認
め
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

賢
治
の
修
羅
意
識
に
お
け
る
自
己
否
定
は
、
大
き
な
理
想
の
実
現
と
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
恩
田
は
続
く
文
章
で
、
「
修
羅
」
の
内
に
決
意
し
て
身
を
投
じ
、
そ
の
苦
悩

を
底
の
底
ま
で
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
敷
溶
し
て
い
る
。
ま
た
、
浅
野
晃
も
恩
国
と
同
じ

趣
旨
の
こ
と
一
「
．
本
当
の
幸
福
を
探
ね
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
に
は
、

修
羅
体
験
を
十
分
に
体
験
し
つ
く
す
こ
と
を
必
要
と
し
た
」
⑬
i
を
述
べ

た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、
理
想
の
境
地
に
達
す
る
た
め
に
は
意
識
的
に
「
修

羅
」
に
下
降
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
自
己
否
定
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
自
己
否
定
が
理
想
境
地
に
上
が
る
た
め
の
一
段
階
で
あ
る
と
い
う

認
識
も
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
再
び
よ
だ
か
の
死
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
修
羅
か
ら
の
脱
出

だ
ど
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
の
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
よ
だ

か
が
意
識
的
に
「
修
羅
」
に
下
降
す
る
、
と
い
う
の
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
脱
出
を
急
い
で
ば
か
り
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
「
よ
だ
か

の
星
」
が
創
作
さ
れ
た
一
九
二
一
年
ご
ろ
の
段
階
で
は
、
賢
治
が
意
識
的
に

自
己
を
否
定
す
る
ま
で
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

　
自
己
否
定
か
ら
理
想
境
地
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
言
い
換
え
れ
ば
、
修
羅

か
ら
の
脱
出
の
過
程
ぶ
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

「
よ
だ
か
の
星
」
の
中
の
よ
だ
か
の
よ
う
に
修
羅
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
、

死
を
代
価
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
だ
か
の

死
は
自
己
救
済
的
な
要
素
が
強
く
、
大
乗
仏
教
が
唱
え
る
衆
生
救
済
の
理
想

を
自
覚
的
に
実
践
す
る
ま
で
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
、
法
華
経
信
者
賢
治

の
理
想
は
や
は
り
「
み
ん
な
」
の
救
済
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
理
想
を
実
現

す
る
過
程
で
、
他
者
の
た
め
に
身
を
捨
て
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
自
己
犠
牲
が

大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
修
羅
か
ら
の
脱
出
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ

ば
、
よ
だ
か
の
よ
う
な
自
己
救
済
は
後
年
主
張
す
る
自
己
犠
牲
の
前
段
階
に

位
置
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注①
佐
藤
勝
治
は
『
宮
沢
賢
治
入
門
　
　
宗
教
詩
人
宮
沢
賢
治
と
そ
の
批
判
i

　
l
』
（
十
字
屋
書
店
　
一
九
七
四
年
一
〇
月
　
　
三
七
頁
）
で
「
ま
こ
と
宮

　
沢
賢
治
は
、
新
し
い
時
代
の
菩
薩
で
あ
り
、
宮
沢
文
学
は
、
新
し
い
時
代

　
の
大
蔵
経
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑫
た
と
え
ば
、
小
野
隆
祥
「
彼
は
お
そ
ら
く
六
輪
廻
を
信
じ
、
そ
れ
故
に
死

　
の
恐
怖
も
痛
切
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
畜
生
、
鬼
神
に
堕
ち

　
る
よ
り
は
無
方
の
空
に
微
塵
と
し
て
ち
ら
ば
る
方
が
ま
し
で
す
」
と
述
べ

　
て
い
る
。
（
「
修
羅
感
情
と
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
　
　
「
み
ち
の
く
サ
ロ
ン
」
第

　
二
号
　
一
九
七
四
年
九
月
　
三
七
頁
）

③
た
と
え
ば
、
佐
藤
通
雅
は
よ
だ
か
を
賢
治
自
身
の
姿
と
重
ね
て
見
、
そ
の

　
死
を
他
の
生
命
の
た
め
に
な
さ
れ
た
自
己
犠
牲
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
『
宮
沢
賢
治
の
文
学
世
界
－
短
歌
と
童
話
1
』
泰
流
社
　
一
九
七
九
年
一

　
一
月
　
一
六
六
頁
）

④
生
前
未
発
表
。
現
存
草
稿
の
執
筆
は
一
九
二
一
年
前
後
と
推
測
さ
れ
る
。

⑤
本
論
文
中
の
原
文
引
用
は
す
べ
て
『
新
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
八
巻
（
筑

　
摩
書
房
　
　
一
九
九
五
年
九
月
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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⑥
た
と
え
ば
、
呉
善
華
は
論
文
「
『
よ
だ
か
の
星
』
i
生
と
死
の
は
ざ
ま
」

　
（
「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
九
六
年
一
一
号
　
五
六
頁
）
に
お
い
て
、

　
鷹
は
よ
だ
か
自
身
の
殺
す
行
為
に
気
付
か
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い

　
つ
た
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑦
梅
原
猛
『
地
獄
の
思
想
　
－
　
日
本
精
神
の
一
系
譜
』
（
中
央
公
論
社
　
一

　
九
六
七
年
六
月
）
二
一
二
頁

⑧
小
沢
俊
郎
「
『
よ
だ
か
の
星
』
小
論
」
　
「
四
次
元
」
三
四
号
（
一
九
五
二

　
年
一
一
月
）
三
頁

⑨
中
村
元
ら
編
『
仏
教
辞
典
』
第
二
版
　
　
（
岩
波
書
店
　
二
〇
〇
二
年
一
〇

　
月
）
一
〇
頁

⑩
賢
治
は
島
地
大
等
の
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
（
明
治
書
院
一
九
一
四

　
年
八
月
）
を
読
ん
で
、
深
い
感
動
を
受
け
、
法
華
経
信
者
に
な
っ
た
と
伝

　
え
ら
れ
て
い
る
。

⑪
賢
治
は
自
ら
詩
と
称
せ
ず
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
言
う
。

⑫
恩
田
逸
夫
『
宮
沢
賢
治
論
　
人
と
芸
術
』
（
東
京
書
籍
　
一
九
八
一
年
一

　
　
〇
月
）
　
三
〇
頁

⑬
浅
野
晃
「
『
青
森
挽
歌
』
論
」
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
（
一
九
八
二
年
一

　
一
一
日
μ
）
　
一
六
一
頁
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