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岡

野

潔

東

北

大

学

一

善
悪
の
カ
ル
マ
と
は
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
宇
宙
を
階
層
化
し
分
化
さ
せ
る
推
進
力
で
あ
る
。

一
つ
の
ブ
ラ
フ
マ
世
界
か
ら
神
々
の
世
界
が
分
化
し
、
さ
ら
に
人
間
の
世
界
が
分
化
し
、
さ
ら
に
悪
趣
の
世
界
が
分
化
す
る
。
宇
宙
を

未
分
化
状
態
か
ら
分
化
さ
れ
た
状
態
へ
推
し
進
め
る
力
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
形
成
し
た
業
（
カ
ル
マ
）
で
あ
る
。
宇
宙

の
未
分
化
状
態
は
善
い
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
が
悪
し
き
カ
ル
マ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
善
い
状
態
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、
宇
宙
が

階
層
に
分
化
・
分
裂
を
し
始
め
、
ブ
ラ
フ
マ
世
界
の
下
へ
下
へ
と
宇
宙
は
開
展
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
倫
理
的
に
い
え
ば
宇
宙
の
悪
化
・
堕

落
で
あ
る
。
宇
宙
の
最
悪
の
状
態
つ
ま
り
地
獄
に
至
る
ま
で
完
全
に
分
化
し
き
っ
た
状
態
は
永
遠
に
は
続
か
な
い
。
宇
宙
の
運
動
の
開
始

か
ら
四
〇
小
劫
（
成
劫
と
住
劫
）
が
経
過
す
る
と
、
宇
宙
の
悪
し
き
カ
ル
マ
が
尽
き
て
、
善
い
カ
ル
マ
が
優
勢
に
な
る
時
代
が
く
る
。
す

る
と
宇
宙
は
分
化
状
態
か
ら
未
分
化
状
態
へ
と
戻
り
始
め
る
。
悪
趣
が
消
失
し
、
人
間
が
消
失
し
、
神
々
は
、
一
つ
の
ブ
ラ
フ
マ
世
界
へ

の
段
階
を
遡
っ
て
ゆ
く
。
最
後
に
（
滅
劫
の
終
わ
り
に
）
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
世
界
も
消
失
す
る
。
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二

仏
教
の
宇
宙
生
成
神
話
の
最
も
古
い
も
の
は

梵
網
経

（B
ra
h
m
a
ja
la
-s.
2.2

〜2.6

）
と

パ
ー
テ
ィ
カ
経

（P
a
tik
a
-s.
2.15

〜2.17

）

に
見
ら
れ
る
。
長
部
の
こ
の
両
経
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
が
創
造
神
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
こ
の
両
経
の
記
事
が
仏
教
の
宇
宙
開
始

期
の
神
話
を
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
誕
生
か
ら
語
り
始
め
る
こ
と
の
典
拠
と
な
っ
た
結
果
、
後
に
形
成
さ
れ
た
組
織
だ
っ
た
小
乗
の
宇
宙
論
書

の
多
く
は
成
劫
の
開
展
運
動
を
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
か
ら
語
り
始
め
る
の
を
常
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
宇
宙
の
開
展
運
動
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
か

ら
始
ま
る
と
い
う
当
時
の
信
念
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
創
造
神
と
し
て
の
役
割
を
否
定
し
た
後
も
し
ば
ら
く
揺
る
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
特
に
古
い
萌
芽
期
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
は
単
な
る
色
界
の
神
々
の
一
種
で
は
な
く
、
宇
宙
の
開
展
・
帰
滅
運
動

の
起
点
に
し
て
終
点
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
、
宇
宙
観
の
中
核
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

小
乗
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
⑴

梵
網
経

パ
ー
テ
ィ
カ
経

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

に
み
ら
れ
る

原
始
的
（
中
核
的
な
）
図

式

と
、
⑵
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
時
代
ま
で
に
そ
の
中
核
的
な
図
式
を
拡
大
し
て
作
ら
れ
た

拡
大
図
式

の
二
段
階
に
分
け
る
の
が
最
も
わ

か
り
や
す
い
。

第
一
の

原
始
的
図
式

に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
（
あ
る
い
は
中
性
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
が
宇
宙
の
開
始
者
で
あ
る
と
い
う
、
バ

ラ
モ
ン
教
か
ら
受
け
継
い
だ
基
本
理
念
が
背
後
に
あ
る
た
め
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
が
宇
宙
論
の
中
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
フ

マ
ー
を
頂
点
と
し
、
地
上
の
千
世
界
（sa

h
a
sra

-lo
k
a

）
を
底
辺
と
す
る
円
錐
形
の
宇
宙
を
読
者
は
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。
円

錐
の
頂
点
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
が
宇
宙
の
起
点
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ
マ
ー
が
世
界
展
開
期
の
初
め
に
生
ま
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
下
へ
下
へ
と
世
界

の
形
成
運
動
が
広
が
っ
て
い
っ
て
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
の
下
に
低
級
な
別
種
の
ブ
ラ
フ
マ
ー
の
神
々
の
世
界
が
出
来
、
そ
の
下
に
欲
界
の
神
々

二
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の
世
界
が
出
来
、
そ
の
下
に
人
間
が
住
む
地
上
世
界
が
出
来
る
。
成
劫
か
ら
住
劫
を
経
て
滅
劫
と
な
り
宇
宙
の
帰
滅
運
動
が
始
ま
る
と
、

下
の
地
獄
や
地
上
世
界
か
ら
世
界
は
順
に
滅
び
て
、
上
へ
上
へ
と
世
界
破
壊
は
円
錐
形
の
頂
点
に
い
る
ブ
ラ
フ
マ
ー
め
ざ
し
て
進
ん
で
行

き
、
か
つ
て
宇
宙
の
起
点
で
あ
っ
た
ブ
ラ
フ
マ
ー
自
身
が
最
後
に
終
点
と
な
っ
て
滅
び
て
し
ま
う
。
こ
の
原
始
的
な
図
式
に
お
い
て
は
、

ブ
ラ
フ
マ
ー
神
か
ら
地
上
世
界
ま
で
の
円
錐
形
の
宇
宙
で
、

ひ
と
ま
と
ま
り

の
宇
宙
が
想
像
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
原
始
的
な

図
式
に
お
い
て
も
、
仏
教
徒
の
宇
宙
観
と
し
て
特
徴
的
に
、
こ
の
円
錐
形
の
頂
点
の
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
遙
か
上
に
ぽ
つ
ん
と
ア
ー
バ
ッ
サ

ラ
天
（
極
光
浄
天
）
を
置
く
。
あ
た
か
も
ブ
ラ
フ
マ
ー
と
い
う
宇
宙
の
胎
が
活
動
を
始
め
る
に
は
別
の
世
界
か
ら
精
子
が
落
ち
て
く
る
必

要
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ア
ー
バ
ッ
サ
ラ
天
で
一
人
の
衆
生
が
寿
命
が
尽
き
て
、
ブ
ラ
フ
マ
世
界
と
い
う
宇
宙
の
展
開
の
起
点
に
落
ち
て

く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
造
神
ブ
ラ
フ
マ
ー
が
誕
生
し
、
宇
宙
の
創
世
運
動
が
始
ま
る
。
宇
宙
の
胎
と
そ
の
起
動
者
た
る
精
子
と
い
う
発

想
が
、
こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ー
と
ア
ー
バ
ッ
サ
ラ
と
の
二
段
構
造
か
ら
成
る
元
型
的
宇
宙
観
の
背
後
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

阿
含
の
時
代
の
、
こ
の
よ
う
な
原
始
的
な
図
式
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
編
纂
の
時
代
に
は
拡
大
さ
れ
る
。
そ
の

拡
大
図
式

に
お
い
て
、

宇
宙
観
は
上
下
に
延
長
拡
大
さ
れ
詳
細
化
さ
れ
た
。
つ
ま
り
原
始
的
な
図
式
に
お
い
て
は
基
本
的
に
ブ
ラ
フ
マ
ー
を
頂
点
と
す
る
円
錐
状

の
宇
宙
と
ア
ー
バ
ッ
サ
ラ
天
と
の
二
段
構
造
で
ご
く
単
純
に

ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
拡
大
図
式
に
お
い
て
は
ア
ー
バ
ッ
サ
ラ
天
の
上
の

方
向
に
さ
ら
に
様
々
な
高
位
の
色
界
天
と
無
色
界
天
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
地
上
世
界
の
形
成
に
関
し
て
は
さ
ら
に
地
獄
等
の
悪
趣
の
世
界

の
形
成
の
歴
史
が
加
え
ら
れ
て
、
よ
り
包
括
的
な
大
き
な
図
式
に
な
る
。
両
図
式
の
決
定
的
な
違
い
は
、
原
始
的
な
図
式
に
お
い
て
は
ブ

ラ
フ
マ
ー
が
宇
宙
の
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
に
、
拡
大
図
式
に
お
い
て
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
の
役
割
は
弱
め
ら
れ
、
単
な
る
色
界

の
神
々
の
一
種
に
す
ぎ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
拡
大
図
式
と
は
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
と
い
う
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
な
分

類
を
用
い
て
再
整
備
し
た
図
式
で
あ
る
。
原
始
的
な
図
式
が
地
上
か
ら
ブ
ラ
フ
マ
世
界
ま
で
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の
宇
宙
を

え
て
い
た
の

二
二
七

初
期
仏
教
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
善
悪
（
岡
野

潔
）



に
対
し
、
拡
大
図
式
は
三
界
と
い
う
概
念
で
宇
宙
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に

え
よ
う
と
す
る
。
後
者
の
図
式
に
、
前
者
の
図
式
は
完
全
に
吸

収
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
原
始
的
な
図
式
に
明
確
な
二
段
構
造
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ー
か
ら
生
ま
れ
て
ま
た
戻
る
と
い
う
母
胎
回
帰
の
神
話
か
ら

の
脱
却
が
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
基
本
理
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
修
行
の
目
的
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
に
帰
る
こ
と
で
は
な
く
、
ブ

ラ
フ
マ
ー
と
い
う
宇
宙
の
母
胎
を
逃
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
独
自
の
仏
教
徒
の
立
場
を
説
明
す
る
た
め
に
、
仏
教
徒
は
独
自
の
宇
宙
観

を
構
想
し
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
仏
教
徒
の
独
自
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
形
成
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

三

上
述
の

梵
網
経

の
宇
宙
生
成
神
話
は
、

我
と
世
界
が
一
部
分
永
遠
で
あ
り
一
部
分
永
遠
で
な
い

と
の
誤
っ
た
主
張
を
斥
け
る

た
め
に
導
入
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
明
ら
か
に
仏
陀
の

十
四
無
記

（
問
わ
れ
て
も
答
え
る
べ
き
で
は
な
い
十
四
箇
の
宇
宙
論
的
な
問
い
）

を
意
識
し
て
い
る
。

十
四
無
記

に
抵
触
す
る
そ
の
よ
う
な
主
張
を
論
駁
す
る
た
め
に
、

梵
網
経

は
し
か
し
仏
陀
の

十
四
無
記

の
答
え
方
と
は
異
な
っ
た
答
え
方
を
と
っ
た
。
仏
陀
の

十
四
無
記

の
答
え
方
と
は

沈
黙

で
あ
り
質
問
の
無
視
で
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
態
度
は
仏
陀
だ
け
が
と
れ
る
も
の
で
、
仏
弟
子
に
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め

梵
網
経

は

沈
黙

は
と
ら
ず
に
、

仏
教
徒
に
よ
る
宇
宙
生
成
神
話
を
示
す
こ
と
で
、
正
面
攻
撃
に
出
る
。
部
分
的
永
遠
論
つ
ま
り
創
造
神
だ
け
は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
主
張

が
真
の
宇
宙
神
話
へ
の
無
知
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
真
の
宇
宙
神
話
が
説
か
れ
る
（
た
だ
し
こ
の
宇
宙
神
話

は
実
は

十
四
無
記

と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
）。
こ
う
し
て
、
仏
陀
の

十
四
無
記

か
ら
宇
宙
神
話
へ
進
む
道
が
拓
か
れ
た
。

長
阿
含
の
古
い
層
で
あ
る

梵
網
経

が
そ
の
道
の
出
発
点
と
な
り
、
そ
の
次
の
新
し
い
層
に
お
い
て
長
部
の
第
三
分
に
見
ら
れ
る
コ
ス

モ
ロ
ジ
ー
的
な
諸
経
の
記
述
が
そ
の
道
を
さ
ら
に
進
め
る
。
長
部
の
第
三
分
に
は
、
上
述
の

パ
ー
テ
ィ
カ
経

の
宇
宙
開
始
期
の
神
話
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の
ほ
か

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

（D
N
 
27

）
の
人
間
の
種
の
誕
生
と
社
会
の
起
源
を
語
る
神
話
や

転
輪
聖
王
師
子
吼
経

（D
N
 
26

）
の

人
寿
十
歳
時
の
刀
兵
劫
を
語
る
神
話
も
あ
り
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
的
な
記
述
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
は
、
阿
含
の
中
で
も
最
も
新

し
く
形
成
さ
れ
た
層
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
い
う
時
代
的
な
変
化
が
編
集
に
反
映
さ
れ
た
と

見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
阿
含
の
中
に
断
片
的
な
が
ら
存
在
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
的
神
話
の
記
述
は
、
次
に
来
る
教
理
体

系
化
の
時
代
に
、
包
括
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
つ
く
る
た
め
の
土
台
と
な
っ
た
。

パ
ー
テ
ィ
カ
経

梵
網
経

の
語
る
宇
宙
開
始
期
の
神

話
と
、

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

の
人
間
と
社
会
の
起
源
を
語
る
神
話
と
、

転
輪
聖
王
師
子
吼
経

の
人
寿
の
増
減
と
刀
兵
劫
の
神
話
、
こ

の
三
者
が
と
も
に
時
間
軸
の
上
に
置
か
れ
て
連
続
的
な
歴
史
と
し
て
整
理
さ
れ
る
。
未
来
の
世
界
の
終
末
を
描
い
た
経
と
し
て
は

七
日

経

（A
N
 
V
II 62 S

u
riy
a
m

）
が
あ
る
。
宇
宙
開
始
期
の
神
話
と
人
類
起
源
神
話
を
結
合
し
、
さ
ら
に
人
寿
の
増
減
と
刀
兵
劫
の
神
話
を

中
間
劫
の
理
論
の
基
礎
と

え
、

七
日
経

の
器
世
間
の
終
末
神
話
と
結
合
す
る
と
き
、
宇
宙
の
開
始
か
ら
終
末
ま
で
の
連
続
し
完
結

し
た
歴
史
の
外
枠
を
構
想
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、

パ
ー
テ
ィ
カ
経

／

梵
網
経

＋

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

＋

転

輪
聖
王
師
子
吼
経

＋

七
日
経

と
い
う
、
大
き
く
四
つ
の
部
分
か
ら
成
る
阿
含
経
中
の
神
話
材
料
の
組
立
に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
通
史

的
な
記
述
が
出
来
る
こ
と
を
素
直
な
形
で
示
し
て
い
る
の
が
、
最
近
発
見
さ
れ
た
正
量
部
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ

M
a
h
a
sa
m
v
a
rta
n
ık
a
th
a

（
略
号

M
S
K

）
な
ら
び
に
そ
の
作
品
の
直
接
の
源
泉
で
あ
る

文
献
Ｘ

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
に
お
い
て
は
か
な
り
上
記
の
阿
含

の
材
料
が
可
視
的
に
な
っ
て
い
る
。

包
括
的
で
規
模
の
大
き
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
文
献
と
し
て
長
阿
含
の

世
記
経

が
あ
る
が
、
私
は
こ
の

世
記
経

の

原
形

は
恐

ら
く
増
壹
阿
含
の
巻
第
三
十
三

七
日
品

の
第
一
経
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
の
経
で
は

七
日
経

の
終
末
神

話
と

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

の
起
源
神
話
が
結
合
さ
れ
て
、
首
尾
が
完
結
し
た
宇
宙
的
歴
史
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
終
末
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神
話
の
後
に
起
源
神
話
が
来
る
の
は
世
界
の
歴
史
的
経
過
を
成
住
壊
空
で
は
な
く
壊
空
成
住
の
順
序
で
記
述
す
る
古
い
伝
統
に
従
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の

七
日
品

第
一
経
が
な
し
と
げ
た

七
日
経

＋

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

の
結
合
こ
そ
は
、
記
念
す
べ
き
終
末
論

と
起
源
論
の
結
婚
と
呼
ぶ
べ
き
で
、
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
包
括
的
な
歴
史
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
記
述
の
出
発
点
に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
結

合
に
よ
っ
て
出
来
た
経
の
枠
構
造
の
上
に
、
ど
し
ど
し
阿
含
の
他
の
断
片
や
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
記
述
を
付
加
増
広
し
て
ゆ
け
ば
、
長
阿
含
の

世
記
経

が
出
来
る
。四

こ
う
し
て
体
系
的
な
段
階
に
至
っ
た
仏
教
の
宇
宙
生
成
神
話
を
整
理
し
て
み
る
と
、
カ
ル
マ
の
力
で
宇
宙
が
未
分
化
か
ら
分
化
へ
す
す

む
運
動
と
な
る
。
詳
細
に
は
次
の
如
く
で
あ
る：

第
一
段
階：

神
々
の
誕
生

一
つ
の
ブ
ラ
フ
マ
世
界
の
誕
生
か
ら
宇
宙
の
成
劫
が
始
ま
る
。

未
分
化
状
態
の
一
つ
の
ブ
ラ
フ
マ
世
界
が
分
化
し
て
、
派
生
状
態
と
し
て
多
く
の
ブ
ラ
フ
マ
世
界
が
出
来
る
。
さ
ら
に
派
生
状
態
と
し

て
欲
界
の
神
々
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
諸
衆
生
の
カ
ル
マ
の
支
配
力
に
よ
っ
て
成
劫
が
開
始
さ
れ
る
と
、
そ
の
最
初
の
運
動
と
し
て

神
の
住
居
が
準
備
さ
れ
、
一
柱
の
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
大
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
よ
り
容
姿
や
神
通
力
が
劣
る
他
の
大
勢
の
ブ
ラ

フ
マ
ー
神
た
ち
も
続
い
て
生
ま
れ
、
ブ
ラ
フ
マ
世
界
は
三
種
な
い
し
四
種
の
ブ
ラ
フ
マ
世
界
の
神
々
（
ブ
ラ
フ
マ
世
界
の
名
称
と
順
序
は
部

派
に
よ
っ
て
異
な
る
）
に
分
化
し
、
そ
れ
か
ら
そ
の
色
界
の
神
々
の
下
方
に
、
よ
り
堕
落
し
た
形
態
の
神
々
が
次
々
に
分
化
し
て
、
六
種
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の
欲
界
の
神
々
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
最
後
に
生
じ
た
神
々
の
住
居
は
す
で
に
地
上
世
界
に
近
い
。

正
量
部
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
文
献
で
あ
る
文
献
Ｘ
とM

S
K

は
、
こ
の
第
一
段
階
か
ら
次
の
第
二
段
階
の
最
後
ま
で
を
一
直
線
に
時
間
軸

に
沿
っ
て
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
記
述
よ
り
簡
潔
で
や
や
抽
象
的
で
あ
る
が
、
有
部
の
倶
舎
論
世
間
品
も
（ed

.
P
ra
d
h
a
n
,
p
.
179

）
ほ
ぼ

同
様
の
形
成
の
順
序
を
記
し
て
い
る
。

第
二
段
階：

人
間
の
誕
生

神
々
が
分
化
し
て
、
派
生
状
態
と
し
て
原
人
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
人
間
と
な
る
。
地
上
世
界
に
生
ま
れ
た
原
人
た
ち
は
も
と
も
と
神
の

一
種
の
如
き
姿
を
も
っ
て
い
た
。
体
か
ら
光
を
発
し
、
虚
空
を
飛
び
、
歓
喜
を
食
べ
て
、
極
め
て
長
い
寿
命
を
も
つ
。
神
に
近
か
っ
た
原

人
が
食
に
よ
っ
て
堕
落
し
て
未
分
化
状
態
か
ら
分
化
が
始
ま
り
、
美
し
い
人
と
醜
い
人
が
分
か
れ
、
ま
た
男
と
女
に
分
か
れ
る
。
人
は
社

会
慣
習
と
し
て
階
層
的
な
四
種
カ
ー
ス
ト
に
分
か
れ
る
。

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経
の
神
話
は
こ
こ
ま
で
し
か
記
述
し
な
い
が
、
こ
の
後
に
も
う
一
段
階
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
悪
趣
の

誕
生
で
あ
る
。
文
献
Ｘ
とM

S
K

は
ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経
の
神
話
の
続
き
を
記
し
て
、
畜
生
の
出
現
を
語
る
。
四
種
カ
ー
ス
ト
が
生
じ
、
そ

の
下
に
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
階
級
が
生
じ
た
後
の
出
来
事
と
し
て
、
畜
生
の
出
現
が
語
ら
れ
る
。
人
間
全
般
の
堕
落
の
後
に
、
死
後
悪
業
の
故

に
悪
趣
に
生
ま
れ
落
ち
る
衆
生
も
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

第
三
段
階：

悪
趣
の
誕
生

未
分
化
状
態
の
人
間
の
分
化
が
終
了
し
人
間
社
会
の
堕
落
化
が
始
ま
っ
た
後
に
、
人
間
か
ら
三
悪
趣
な
い
し
四
悪
趣
が
分
か
れ
出
る
。
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五
道
な
い
し
六
道
が
こ
う
し
て
出
来
る
。
地
獄
の
衆
生
が
生
ま
れ
る
の
は
順
序
と
し
て
人
間
の
発
生
の
後
で
あ
る
。（
た
だ
し
器
世
間
と

し
て
の
地
獄
と
い
う
場
所
が
い
つ
形
成
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
部
派
に
よ
っ
て
意
見
が
異
な
り
、
正
量
部
は
器
世
間
の
形
成
と
衆
生
世

間
の
形
成
は
同
時
平
行
的
に
進
ん
で
ゆ
く
と

え
る
が
、
有
部
は
衆
生
世
間
の
形
成
の
前
に
、
初
め
に
一
気
に
地
獄
世
界
を
含
む
す
べ
て

の
器
世
間
が
形
成
さ
れ
る
と

え
る
。）

五

こ
の
よ
う
に
、
宇
宙
を
未
分
化
状
態
か
ら
分
化
さ
れ
た
状
態
へ
（
成
劫
）、
分
化
さ
れ
た
状
態
か
ら
未
分
化
状
態
へ
（
滅
劫
）、
き
っ
ち

り
定
め
ら
れ
た
時
間
ご
と
に
推
し
進
め
る
力
が
、
衆
生
の
カ
ル
マ
で
あ
る
。
カ
ル
マ
は
善
か
不
善
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
宇
宙
の
展
開

運
動
は
下
方
へ
の
堕
落
運
動
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
カ
ル
マ
は
苦
を
め
ざ
す
カ
ル
マ
で
あ
り
、
不
善
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
宇
宙
を
未
分
化
か
ら
分
化
へ
、
一
か
ら
多
様
へ
と
開
展
し
て
ゆ
く
力
を
も
つ
の
は
悪
の
行
為
で
あ
る
。
悪
業
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宇

宙
は
多
様
な
も
の
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
逆
の
方
向
、
分
化
か
ら
未
分
化
へ
、
多
様
か
ら
一
へ
と
収
縮
さ
せ
て
ゆ
く
力
を
も
つ
の

は
善
の
行
為
で
あ
る
。

仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
は

基
本
的
な
心
的
態
度
と
し
て

宇
宙
的

母
胎
回
帰
願
望

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
性
質
が
あ
る
。
母
胎

の
中
で
、
胎
児
は
一
な
る
状
態
で
快
く
眠
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
善
な
る
状
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
誕
生
に
よ
っ
て
外
界
に
投
げ
出
さ
れ
る

と
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
悪
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
。
悪
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
は
大
人
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
始

源
の
未
分
化
の
状
態
を
懐
か
し
く
思
う
。
そ
の
よ
う
な
始
源
へ
の
回
帰
の
心
理
の
投
影
が
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
な
っ
て
、
宇
宙
の
生
成
と
帰

滅
が
説
明
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
現
代
人
の
感
覚
で
は
世
界
の
生
成
・
発
展
こ
そ
が
善
で
あ
り
、
帰
滅
は
悪
い
こ
と
で
あ
る
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が
、
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
は
そ
れ
は
さ
か
さ
ま
で
あ
る
。
宇
宙
の
生
成
発
展
と
は
善
な
る
状
態
か
ら
悪
な
る
状
態
へ
入
り
込
ん
で
ゆ
く

こ
と
で
あ
り
、
宇
宙
の
衰
滅
回
帰
と
は
悪
な
る
状
態
か
ら
善
な
る
状
態
に
戻
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
仏
教
の
堕
落
史
観
が

出
て
く
る
。

し
か
し
仏
教
の
歴
史
観
を
、
母
な
る
宇
宙
の
始
源
の
時
へ
の
回
帰
願
望
の
投
影
と
し
て
単
純
化
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
部
分
的
に
し
か
正

し
く
な
い
。
宗
教
学
の

始
源
の
時
へ
の
回
帰

と
い
う
単
純
な
図
式
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
。
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
も
っ
と
意
味
深

く
、
そ
の
た
め
や
や
複
雑
で
あ
る
。
宇
宙
が
回
帰
し
て
ゆ
く
先
は

涅
槃

の
世
界
で
は
な
い
。
回
帰
先
は
宇
宙
の
母
胎
た
る
ブ
ラ
フ
マ

世
界
を
ふ
く
む
色
界
の
領
域
で
あ
る
（
こ
の
点
や
や
言
葉
が
複
雑
な
の
は
、
上
述
の

原
始
的
な
図
式

か
ら

拡
大
図
式

へ
の
移
行

に
よ
り
、
ブ
ラ
フ
マ
世
界
よ
り
も
色
界
の
概
念
が
強
調
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
）。
宇
宙
の
展
開
と
収
縮
の
運
動
の
発
生
源
は
色
界
で
あ
っ

て
、
無
色
界
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
な
い
の
は
、
展
開
と
収
縮
の
宇
宙
的
運
動
が
微
細
で
あ
れ
粗
大
で
あ
れ
物
質
（
色
）
の
運
動
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
宇
宙
の
展
開
と
収
縮
の
運
動
は
大
抵
の
場
合
（
六
四
回
中
、
五
六
回
は
）
大
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
世
界
の
発
生
か
ら
始
ま
っ
て

そ
の
世
界
の
消
滅
で
終
わ
る
。
宇
宙
の
破
壊
が
火
か
水
か
風
か
で
、
色
界
の
ど
の
世
界
が
破
壊
の
境
界
と
な
る
か
は
異
な
る
が
、
宇
宙
の

回
帰
の
運
動
に
乗
っ
て
い
る
だ
け
で
、
労
せ
ず
し
て
衆
生
は
、
必
ず
色
界
の
ど
こ
か
の
世
界
の
高
み
ま
で
到
達
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は

最
終
的
な
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
う
い
え
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
い
つ
か
必
ず
（
ブ
ラ
フ
マ
世
界
に
代
表
さ
れ
る
）
色

界
と
い
う
母
胎
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
母
胎
に
戻
っ
て
も
、
い
つ
か
は
ま
た
母
胎
の
外
に
排
出
さ
れ
る
。
母
胎
に
戻
る
こ
と
は

宇
宙
の
苦
し
み
の
根
本
的
な
解
決
で
は
な
い
。
問
題
の
根
本
的
な
解
決
は
涅
槃
で
あ
る
。
涅
槃
の
理
想
は
、
快
な
る
宇
宙
的
な
母
胎＝

ブ

ラ
フ
マ
世
界
へ
の
回
帰
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
母
胎
を
つ
く
る
存
在
で
あ
る
宇
宙
の
不
滅
不
変
の
法
（
無
為
法
）
と
一
体
化

す
る
こ
と
で
あ
る
。
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釈
迦
牟
尼
の
教
え
以
前
に
は
、
快
な
る
宇
宙
子
宮＝

ブ
ラ
フ
マ
ン
に
戻
る
こ
と
が
修
道
論
の
目
的
で
あ
っ
た
。
釈
迦
牟
尼
以
後
は
、
宇

宙
子
宮
を
越
え
る
こ
と
が
修
道
論
の
目
的
と
な
る
。
仏
教
の
最
終
的
な
目
的
は
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
か
ら
成
る
有
為
の
世
界
を
越
え

て
、
無
為
の
涅
槃
の
世
界
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
（
有
為
法
）
と
い
う
カ
ル
マ
の
子
宮
か
ら
脱
却
し
、
善
悪
を
越
え
て
い
る
無
漏
の

法
性
と
一
体
化
す
る
手
段
は
、
悟
り
で
あ
り
世
界
を
如
実
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

は
単
な
る
堕
落
史
観＝

子
宮
回
帰
史
観
の
世
界
観
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
の
母
胎＝

ブ
ラ
フ
マ
ン
へ
の

永
劫
回

帰
の
神
話

は
確
か
に
イ
ン
ド
の
宗
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
土
台
で
は
あ
る
が
、
そ
の
土
台
の
上
に
も
う
一
段
階
、
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
階
を

建
て
て
、
そ
こ
か
ら
宇
宙
の
母
胎
を
決
定
的
に
逃
れ
る
脱
出
路
を
造
る
と
い
う
の
が
、
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
と
っ
た
方
法
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
部
派
仏
教
が
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う

神
話
の
集
合
体

を
う
ま
く
組
み
上
げ
る
た
め
に
、
設
計
理
念
と
し
て
恐
ら
く
意
識

し
て
い
た
こ
と
は
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
理
論
が
宇
宙
の
起
源
を
完
全
に
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
（
完
全
に
説
明
し
尽
く
す
べ
き
で
は
な
い
こ

と
）、
宇
宙
の
展
開
運
動
と
収
縮
運
動
を
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
時
に
も
ブ
ラ
フ
マ
世
界
あ
る
い
は
そ
の
一
〜
二
段
階
上
の
世
界
の
誕
生

と
消
滅
ま
で
で
説
明
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
以
上
に
宇
宙
の
起
源
を
問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ

十
四
無
記

の
問
題
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
し
て
ブ
ラ
フ
マ
世
界
へ
の
回
帰
自
体
の
中
に
は
永
遠
に
全
宇
宙
的
な
衆
生
の
苦
し
み
に
対
す
る
最
終
的
な
問
題
の

解
決
は
な
い
と
い
う
こ
と

以
上
を
、
宇
宙
の
図
式
の
上
で
断
り
書
き
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
す
れ

ば
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
役
割
は
終
わ
り
、
後
は
修
道
論
と

十
四
無
記

の
仏
陀
の
智
慧
だ
け
が
知
る
世
界
と
な
る
。

六

善
と
悪

と
い
う
テ
ー
マ
に
戻
る
。
仏
教
に
お
い
て
善
悪
と
は
無
前
提
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
悪
し
き
カ
ル
マ
が
宇
宙
か
ら
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無
く
な
っ
た
と
し
て
も
カ
ル
マ
が
も
つ
善
悪
の
座
標
軸
の
悪
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
宇
宙
と
は
無
始
無
終
の
運
動
で
あ
り
、
運
動

と
は
カ
ル
マ
で
あ
り
、
カ
ル
マ
は
善
悪
に
よ
る
。
す
る
と
善
悪
こ
そ
が
宇
宙
の
謎
で
あ
る
。
悪
が
存
在
す
る
理
由
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い

が
、
悪
は
人
間
の
認
識
の
拡
大
に
欠
か
せ
な
い
。
人
は
生
ま
れ
て
否
応
な
く
悪
を
経
験
す
る
が
、
誰
で
も
何
度
か

悪
に
満
ち
た
現
実
か

ら
逃
れ
た
い

と
か

始
源
の
純
一
に
善
な
る
世
界
に
回
帰
し
た
い

と
い
う
秘
か
な
願
い
を
も
つ
。
し
か
し
退
行
し
幼
児
化
す
る
か
た

ち
で
、
始
源
の
神
話
に
戻
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
精
神
の
拡
大
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
悪
な
る
複
雑
な
世
界
に
直
面
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
実
在
す
る
悪
は
長
い
時
を
か
け
て
複
雑
に
形
成
さ
れ
た
、
善
と
混
じ
り
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
実
の
世

界
は
ジ
レ
ン
マ
に
満
ち
て
い
る
が
、
目
を
そ
む
け
た
り
逃
げ
た
り
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
悪
な
る
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
知
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
認
識
が
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
認
識
は
そ
れ
ま
で
の
宇
宙
観
に
変
化
を
も
た
ら
す
。
善
な
る
世
界

の
状
態
・
時
代
を
希
求
す
る
ば
か
り
で
は
、
最
終
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
善
な
る
宇
宙
の
胎
盤
を
め
ざ
す
こ
と
は
一
時
避
難
に
他
な

ら
ず
、
胎
盤
を
越
え
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
善
な
る
宇
宙
の
胎
盤
か
ら
再
び
絶
望
的
な
世
界
状
況
が
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
し

た
ら
、
問
題
の
解
決
は
宇
宙
の
胎
盤
に
戻
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悪
に
よ
っ
て
宇
宙
が
多
様
に
展
開
し
た
状
況
の
中
で
現
実
を
根
元

的
に
省
察
し
、
世
界
の
絶
望
的
な
状
況
へ
の
認
識
を
悟
り
の
契
機
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
仏
陀
の
慈
悲
と
悟
り
は
世
界
悪
を
契
機
と
す
る
。

悟
り
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
悪
は
善
と
変
わ
ら
な
い
価
値
を
も
つ
。

仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
世
界
の
善
か
ら
の
展
開
と
善
へ
の
回
帰
の
運
動
だ
け
で
宇
宙
の

目
的

を
説
明
し
て
し
ま
わ
ず
、
本
当
の

と
こ
ろ
は
十
四
無
記
の
立
場
を
と
り
続
け
て
い
る
。
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
逃
避
と
避
難
の
た
め
の
世
界
観
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
母
胎

回
帰
願
望
の
神
話
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
色
界
以
下
の
世
界
の
形
成
と
破
壊
ま
で
で
説
明
を
止
め
て
、
そ
れ
以

上
の
高
い
世
界
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
大
劫
の
周
期
を
越
え
た
世
界
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
し
か
し
宇
宙
の
本
当
の
始
源
に
つ
い
て
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は
不
可
知
論
を
取
る
。
色
界
の
最
高
処
と
無
色
界
の
世
界
が
ど
う
や
っ
て
出
来
た
の
か
は
誰
も
し
ら
な
い
。
つ
ま
り
理
論
的
に
余
白
と
し

て
残
し
て
お
く
。
宇
宙
の
最
上
階
に
対
す
る
沈
黙
は
宇
宙
の
全
体
的
な
企
図
に
対
す
る
沈
黙
で
あ
る
。
宇
宙
の
形
成
力
が
衆
生
の
カ
ル
マ

の
相
続
で
あ
る
と
し
て
も
、
宇
宙
の
第
一
原
因
と
な
る
最
初
の
衆
生
の
カ
ル
マ
に
つ
い
て
は
語
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
も
わ
ざ
と
余
白

と
し
て
語
ら
ず
に
残
し
て
お
く
。
わ
ざ
と
問
題
に
し
な
い
。
す
べ
て
を
言
葉
で
説
明
し
尽
く
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ブ
レ
ー
キ
が
か
か

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
仏
陀
の
無
記
か
ら
始
ま
る
宇
宙
不
可
知
論
の
伝
統
と
も
呼
べ
る
も
の
は
、
常
に
実
践
的
な
要
請
に
基
づ
い
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
は
修
道
の
準
備
段
階
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
陀
の
無
記
と
い
う
大
き
な
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ

ク
ス
を
根
底
に
抱
え
た
理
論
で
あ
る
。
理
論
に
空
白
を
作
っ
て
お
き
、
世
界
を
創
っ
た
カ
ル
マ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
ら
ず
、
今
現
在
の

衆
生
の
善
悪
の
カ
ル
マ
だ
け
を
問
題
と
す
る
。
菩
薩
は
ど
こ
に
も
逃
避
せ
ず
、
悪
に
満
ち
た
現
実
世
界
に
戻
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、

仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
性
質
の
宇
宙
観
で
あ
る
と
私
た
ち
は
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
部
派
仏
教
に
お
い
て
も
沈
黙

が
必
要
な
箇
所
で
は
沈
黙
を
わ
き
ま
え
、
大
乗
に
お
い
て
も
空
の
思
想
を
適
用
し
て
実
践
的
な
不
可
知
論
で
あ
り
つ
づ
よ
う
と
し
た
。

七

次
に
、
善
悪
に
関
す
る
や
や
現
実
的
な
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
宇
宙
的
に
身
分
・
階
層
・
男

女
の
差
別
相
を
固
定
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
そ
の
土
台
的
骨
組
み
の
一
部
と
し
て
採
用
し
た
ア
ッ
ガ
ン

ニ
ャ
神
話
は
、
身
分
階
級
を
あ
く
ま
で
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
と
見
て
、
歴
史
的
に
四
姓
成
立
の
起
源
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は

身
分
差
別
を
固
定
す
る
見
方
は
な
い
。
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。

ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

は
男
女
や
種
の
差
別
の
固
定
化
を
否
定
す
る
。
仏

陀
は
こ
こ
で
起
源
を
語
る
ふ
り
を
し
て
起
源
の
不
在
を
語
る
。
男
と
女
の
違
い
、
ま
た
神
と
人
間
の
違
い
、
人
間
と
畜
生
の
違
い
な
ど
、
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あ
ら
ゆ
る
種
の
違
い
の
発
生
は
、
或
る
時
点
で
歴
史
的
な
文
脈
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
り
、
カ
ル
マ
の
歴
史
的
な
集
積
の
結
果
で
あ
る
こ

と
が
ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
神
話
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
事
件
が
大
劫
ご
と
に
同
じ
様
に
反
復
さ
れ
る
事
件
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
種
の

違
い
、
身
分
や
階
級
の
違
い
を
静
止
的
に
、
永
遠
に
固
定
的
な
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
動
的
に
、
歴
史
的

に
、
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
、
種
の
違
い
と
い
う
も
の
を
固
定
し
た
も
の
と
見
ず
、
時
間
の
中

で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
見
な
し
た
よ
う
に
、
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
も
、
宇
宙
に
お
け
る
種
の
形
成
・
階
層
宇
宙
の
成
立
を
あ
く
ま
で

時
間
の
流
れ
の
中
で
カ
ル
マ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
見
な
す
。
宇
宙
の
す
べ
て
の
現
象
を
カ
ル
マ
だ
け
で
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

す
べ
て
を
時
間
の
う
ち
で
生
成
し
た
も
の
と
見
な
す
歴
史
主
義
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
宇
宙
の
秩
序
で
あ
り
真
理
だ
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
実
は
歴
史
的
な
根
拠
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
示
す
の
が
ア
ッ
ガ
ン
ニ
ャ
神
話
に

代
表
さ
れ
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
適
用
さ
れ
た
縁
起
の
思
想
）
で
あ
る
。

仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
宇
宙
の
運
動
の
推
進
力
を
あ
く
ま
で
個
々
の
生
命
が
作
り
出
す
カ
ル
マ
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
命
論
者
と

袂
を
分
か
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
宇
宙
と
人
類
の
壮
大
な
る
歴
史
は
大
劫
ご
と
に
同
じ
形
式
で
反
復
さ
れ
る
も
の
と
仏
教
は
認
め
て
い

る
。
し
か
し
私
の

え
で
は
、

結
果
的
に

そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
カ
ル
マ
の
連
鎖

が
結
果
的
に
反
復
の
形
を
と
っ
て
い
る
歴
史
に
す
ぎ
な
い
。
反
復
さ
れ
る
宇
宙
の

形
式

の
永
遠
性
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
。
仏
教

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
無
時
間
的
な
宇
宙
の
差
別
相
を
説
く
こ
と
が
本
旨
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
宇
宙
は
反
復
的
な
し
か
た
に
よ

っ
て
、
持
続
し
て
い
る
。
し
か
し

反
復

の
軌
道
で
あ
る
宇
宙
の
形
式
に
強
調
点
を
置
く
と
、
無
時
間
的
な
も
の
に
な
る
。
無
時
間
的

に
眺
め
る
と
、
す
べ
て
の
宇
宙
階
層
の
分
化
の
事
件
が
（
例
え
ば
人
類
の
起
源
に
お
け
る
シ
ュ
ー
ド
ラ
階
級
の
成
立
も
含
め
て
）
あ
ら
か

じ
め
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
予
定
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
持
続
の
か
た
ち
が
、
結
果
的
に
反
復
的
な
運
動
を
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と
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
一
点
で
、
仏
教
は
宇
宙
の
永
遠
予
定
論
者
で
は
な
い
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。
も
し
宇
宙
の
運

動
の
形
式
を
法
性
と
呼
ぶ
な
ら
、
た
し
か
に
仏
教
徒
は
そ
の
よ
う
な
宇
宙
の
形
式
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
法
性
と
は
何
か
と
い
う
問
題

は
難
問
で
あ
る
。
仏
教
徒
で
も
意
見
が
分
か
れ
る
。
衆
生
の
カ
ル
マ
と
因
果
法
則
と
相
互
依
存
の
法
則
だ
け
で
宇
宙
の
最
初
の
運
動
や
分

化
・
未
分
化
の
定
期
的
反
復
的
運
動
を
説
明
す
る
の
は
論
理
的
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
こ
こ
に
隠
れ
て
い
る
。
宇
宙

を
論
じ
れ
ば
か
な
ら
ず
論
者
は
形
而
上
学
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
突
き
当
た
る
の
で
あ
り
、

十
四
無
記

と
い
う
仏
陀
の
不
可
知
論
的
ブ

ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
の
思
想
が
救
う
の
が
、
こ
の
宇
宙
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
仏
陀
が
宇
宙
論
に
対
し
て
示
し
た
沈
黙
の
智
慧
が
、

人
を
安
易
に
永
遠
予
定
論
者
や
身
分
固
定
論
者
に
な
る
こ
と
か
ら
救
っ
て
、
現
実
に
差
し
戻
し
て
く
れ
る
。
現
実
の
世
界
の
あ
り
方
を
改

善
す
る
た
め
に
は
、
宇
宙
は
カ
ル
マ
だ
け
で
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
実
践
上
の
要
請
か
ら
、
そ
し
て
人
間
の
認
識
の
限
界

の
自
覚
か
ら
、
仏
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
宇
宙
論
で
あ
り
つ
つ
、
つ
ね
に
越
え
て
は
な
ら
な
い
一
線
を
も
つ
。

＊

紙
幅
の
都
合
上
、
注
は
省
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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