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『
正
法
眼
蔵
』
有
時
の
巻
に
「
時
も
し
壊え

す
れ
ば
山
海
も
壊え

す(

時
が
も
し
な
く
な
れ
ば
、

山
海
も
な
く
な
る
１)

」
と
あ
る
。
お
よ
そ
具
体
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
時
間
と

と
も
に
あ
り
、
そ
の
呪
縛

じ
ゅ
ば
く

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
、
特
異
な
の
は
、「
山
海

の
而
今
に
時
あ
ら
ず
と
す
べ
か
ら
ず(

山
や
海
の
今
に
時
が
な
い
と
思
う
べ
か
ら
ず)

」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
道
元
は
事
物
の
み
で
な
く
、
現
象
も
含
め
て
「
有
る
も
の
は

す
べ
て
時
で
あ
る
」
と
云
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
や
草
木
の
す
べ
て
が
時
を
持
ち
、
そ
の
そ

れ
ぞ
れ
が
世
界
を
持
つ
と
い
っ
た
事
態
は
、
一
体
、
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。 

  

改
め
て
、
時
間
に
つ
い
て
思
念
し
て
み
る
と
き
、
時
間
が
、
も
し
流
れ
て
い
る
と
す
る
な

ら
、
確
か
に
「
今
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
時
間
点
が
あ
る
の
か
、
混
沌
と
な
る
。
時
計
の
針
が

時
間
の
流
れ
を
間
断
な
く
刻
む
よ
う
に
、「
今
」
は
流
れ
の
う
ち
に
紛
れ
、
そ
れ
と
し
て
認
識

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
に
関
し
て
、
道
元
は
時
間
を
た
だ

過
ぎ
ゆ
く
ば
か
り
の
も
の
と
し
て
学
ぶ
こ
と
を
戒
め
、
た
と
え
ば
山
を
登
っ
た
と
き
の
あ
る

時
は
「
い
ま
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
時
間
を
今
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
の
大

切
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
時
間
が
今
を
中
核
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
、
未
来
も

今
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
刹
那
に
万
物
が
輝
き
出
で
る
様さ

ま

を
道
元

は
而に

今こ
ん

２

と
し
て
示
し
た
。 

「
現
在
」
を
時
間
の
中
核
に
据
え
る
思
想
は
西
洋
思
想
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
過
去
、
未
来
を
そ
れ
ぞ
れ
記
憶
、
予
期
と
し
て
現
在
の
内う

ち

な
る
時
制
と

し
て
組
み
入
れ
た
こ
と
は
伝
統
的
な
時
間
概
念
の
一
つ
と
な
っ
た
し
、
今
に
焦
点
を
当
て
た

問
い
を
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
生
き
た
現
在
」
と
し
て
主
題
化
し
た
。
時
間
的
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流
れ
の
な
か
で
移
り
ゆ
く
現
在
は
物
が
最
も
生
き
生
き
と
現
実
的
に
捉
え
ら
れ
る
時
で
あ
り
、

そ
の
つ
ど
そ
れ
ま
で
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
予
期
さ
れ
る
知
覚
内
容
が
綜
合
さ
れ
て
統
一
的
に

把
握
さ
れ
る
時
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
現
在
は
全
時
間
の
結
晶
す
る
時
で
あ
る
。
流
れ
る
時

間
の
な
か
に
あ
っ
て
現
在
点
を
い
か
に
生
き
た
ま
ま
捉
え
る
か
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
挑
ん
だ
。 

ひ
と
は
世
界
の
内
で
絶
え
ず
知
覚
と
い
う
営
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お

き
た
い
の
は
、
そ
の
対
象
が
外
的
な
も
の
で
あ
れ
内
的
な
も
の
で
あ
れ
、
知
覚
と
い
う
営
み

は
主
客
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
留
意
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
知
覚
す
る
と
い
う
働
き
と
知
覚
し
た
も
の
を
統
一
し
て
把
握
す
る
と

い
う
働
き
は
同
時
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
事
態
の
判
明
な
把
握
の
た
め
に
は
時
間
的

に
後
か
ら
生
じ
る
反
省(

振
り
返
り)
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
を
賓
辞

ひ

ん

じS
 ist P

.

に
整
え
る

と
い
う
作
業
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
只
今
起
き
て
い
る
事
」
は

「
私
」
に
は
時
間
的
に
遅
れ
て
「
今
起
き
た
事
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も

し
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
法
に
従
う
な
ら
現
実
の
今
は
摑
み
え
な
い
、
無
の
時
と
な
る
３

。
主
客

二
元
論
に
と
っ
て
、「
今
」
は
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
刹
那
に
自
我
か
ら
逃
れ
て
ゆ
く
命
運

に
あ
り
、
端
的
に
言
っ
て
、
不
在
の
時
で
あ
り
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
ど
こ
に
も
無
い
。
こ

の
不
在
を
、
齋
藤
慶
典
氏
は
世
界
の
中
核
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
、
生
き
た
現
在
な
ど
な

い
と
言
う
４

が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
お
け
る
今
は
知
覚
さ
れ
る
物
を
対
象
化
し
た
と
き
に
、

そ
れ
を
時
の
隙
間
な
く
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
限
界
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

な
に
も
今
と
い
う
時
点
に
物
や
事
が
「
無
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
う
し
た
事
態
は
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
気
づ
か
れ
て
い
た
は
ず
で
、「
反
省
」
が

起
き
る
以
前
の
把
握
の
可
能
性
を
、
彼
は
対
象
へ
向
か
う
作
用
を
衝
動
的
な
も
の
と
性
格
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
希
求
し
た
５

。
主
客
分
離
に
よ
っ
て
生
じ
る
今
の
不
在
は
決
し
て
世
界

の
不
在
と
同
じ
事
態
を
指
し
示
し
て
は
い
な
い
。「
私
」
に
よ
る
無
の
把
握
不
可
能
性
と
世
界

の
根
源
と
し
て
の
無
は
分
け
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
、
齋
藤
氏
は
主
と
し
て
の
無
と
客
と
し

て
の
そ
れ
を
つ
ま
る
と
こ
ろ
同
じ
位
階
で
扱
っ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
全
体
の
論
旨
に
混
乱

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
宙
に
浮
い
て
い
る
大
地
」(2

8
4

頁)

こ
そ
が
、

実
は
道
元
が
足
場
と
す
る
仏
教
思
想
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
無(

空)

」
に
他
な
ら
な
い
。 

「
今
」
が
す
べ
て
の
時
で
あ
り
、
万
象
を
奏
で
る
力
を
持
つ
の
は
、
そ
こ
が
本
来
的
に
空か

ら

っ

ぽ
で
有
を
包
む
こ
と
が
可
能
な
場
所
と
し
て
無
相
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
時
間
と
空
間
は
そ

れ
自
体
で
は
何
物
で
も
な
い
も
の
と
し
て
、
た
だ
存
在
が
具
体
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
可
能

な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
空く

う

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
６

。 

だ
が
、
し
か
し
、
無(

空)

の
場
所
を
彩
る
現
象
が
現
わ
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
事
情
に
基

づ
く
の
か
。 
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知
覚
し
た
事
象
の
統
一
的
把
握
を
試
み
る
現
象
学
的
哲
学
が
そ
の
把
握
の
現
実
的

w
irk

lich

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
現
実
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
の
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
現
象
学
と
い
う
方
法
に
お
い
て
は
自
我
と
時
の
間
が
乖
離

か

い

り

し
て
い
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
。
そ
の
認
識
論
に
あ
っ
て
自
我
は
対
象
と
す
る
も
の
と
、
そ
れ
が
今
有
る
、

過
去
の
今
に
有
っ
た
、
未
来
の
今
に
有
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
対
峙
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
い
ず
れ
の
時
制
に
お
い
て
も
物
や
事
は
客
体
と
し
て
自
我
と
は
別
の
場
所
に
あ
る
。
主
客

の
間
の
隙
間
を
埋
め
る
方
法
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
反
省
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

今
を
捉
え
る
唯
一
の
方
法
は
時
間
の
差
異
化
と
と
も
に
必
然
的
に
生
じ
る
「
反
省
」
と
い
う

呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。「
反
省
」
は
主
客
の
間
に
溝
を
置
か
な
い
様
態

に
お
い
て
消
失
す
る
。
反
省
を
含
め
、
何
事
も
意
識
せ
ず
無
念
に
な
る
と
い
う
在
り
方
を
道

元
は
「
身
心

し
ん
じ
ん

脱
落

だ
つ
ら
く

」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
具
体
的
な
存
在
者
と
し
て
の
自
己
を
無
化
す
る
と

い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
状
態
に
至
っ
た
と
き
、「
私
」
は
世
界
に
あ
る
物
と
な
っ
て
、
周
り

の
物
や
事
と
と
も
に
只
今
の
な
か
に
無
相
と
し
て
在
り
、
ま
た
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
在

り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
只
今
に
お
い
て
在
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
現
象
や
草

木
は
、
無
化
さ
れ
た
自
我
と
と
も
に
在
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
と
同
様
に
、(

流
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
気
づ
か
れ
な
い
客
観
の
側
に
立
っ
て
の)

時
間
を
持
ち
、
ま
た
世
界
を
持

つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
自
我
と
い
う
在
り
方
を
否
定
し
た
「
私
」
に
と
っ
て
は
、「
物

と
な
っ
て
見
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
自
我
の
存
在
を
否
定
す
る
た
め
の
意
志
的
な
行
為
も
な

い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
客
未
分
の
状
態
に
あ
っ
て
時
間
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
意

識
は
な
い
。「
有
る
も
の
は
す
べ
て
時
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
物
、
私
と
い
っ
た
よ
う

な
区
別
も
な
く
只
今
に
お
い
て
在
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
在
る
と
い
う
事
態

を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
私
」
に
あ
っ
て
、
心
身
脱
落
し
た
様
態
で
は
、
永
続
す

る
只
今
が
体
現
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
を
捉
え
る
唯
一
の
方
法
は
今
を
捉
え

な
い
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、「
私
」
は
周
囲
の
物
、
事
と
と
も
に
「
有
る
」
の
で
は
な
い
か
。

仏
教
は
無(

空)

を
本
相
と
は
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
執
着
す
る
の
で
も
な
い
。
森
本
和
夫
氏

は
有
時
の
「
無
と
動
著
す
べ
か
ら
ず
、
有
と
強
為
す
べ
か
ら
ず(

「
無
と
か
有
と
か
に
こ
だ
わ

る
べ
き
で
は
な
い
」
の
意)

」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、(

道
元
は
有
を
否
定
し
た
の
で

は
な
く
、)

有
を
実
体
と
し
て
み
る
こ
と
を
戒
め
た
の
で
あ
り
、
世
界
に
関
し
て
も
、
意
識
に

関
し
て
も
、
有
に
あ
ら
ず
、
無
に
あ
ら
ず
と
い
う
の
が
そ
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
と
述
べ

て
い
る(

『
現
代
思
想
』
特
集
＝
道
元
と
禅
の
思
想
、
青
土
社
、1

9
7

3
)

。
考
え
て
み
れ
ば
、

も
し
、
無
だ
！
無
だ
！
と
唱
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
無
を
実
体
と
し

て
捉
え
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
で
最
も
戒
め
ら
れ
て
い
る(

無
へ
の)

執
着
と
な
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っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。 

有
で
も
な
く
、
無
で
も
な
い
と
い
う
、
言
わ
ば
相
矛
盾
す
る
も
の
が
互
い
に
対
立
し
な
い

と
す
れ
ば
、「
今
」
に
お
い
て
も
、
有
と
無
が
相
即
し
て
い
る
と
い
う
理
解
の
仕
方
が
開
け
る

は
ず
で
あ
る
。
今
が
有
で
も
無
で
も
な
い
と
す
る
な
ら
、
あ
る
い
は
有
で
あ
り
無
で
も
あ
る

と
す
る
な
ら
、
た
だ
無
で
あ
る
、
あ
る
い
は
有
で
あ
る
と
い
う
様
相
を
超
え
て
「
今
」
か
ら

観
取
で
き
る
こ
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 

  

そ
も
そ
も
、
道
元
に
と
っ
て
、「
今
」
は
い
か
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

「
時
も
し
去
来

こ

ら

い

の
相
に
あ
ら
ず
ば
、
上
山
の
時
は
有
時
の
而に

今こ
ん

な
り
。
時
も
し
去
来
の
相
を

保
任
せ
ば
、
わ
れ
に
有
時
の
而
今
あ
る
、
こ
れ
有
時
な
り(
も
し
も
時
間
に
流
れ
る
と
い
う
性

格
が
な
か
っ
た
な
ら
、
山
を
登
っ
た
時
の
あ
る
時
と
は
「
今
」
の
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
流

れ
る
と
い
う
性
格
を
保
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
私
に
あ
る
時
の
「
今
」
が
あ
る)

」 

 

時
間
は
今
を
基
軸
と
し
、
い
わ
ば
今
し
か
な
い
こ
と
を
先
ほ
ど
明
ら
か
に
し
た
。
道
元
が

「
有
時
」
で
と
り
た
て
て
今
を
止
め
て
み
せ
る
の
は
時
間
を
た
だ
流
れ
過
ぎ
ゆ
く
も
の
と
し

て
い
る
の
が
世
人
の
理
解
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
時
間
の
有
と
し
て
の
性
格
を

浮
き
彫
り
に
し
て
、
物
、
事
の
あ
り
よ
う
に
気
づ
か
せ
、
悟
り
へ
の
機
縁
を
促
す
た
め
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
引
用
文
で
は
二
度
に
わ
た
っ
て
「
今
」
が
止
め
お
か
れ
て
い
る
。
一
度
は
ま

っ
た
き
立
ち
と
ど
ま
る
今
と
し
て
、
一
度
は
時
間
的
流
れ
の
な
か
に
あ
る
今
と
し
て
。
前
者

に
お
い
て
時
間
は
対
象
化
さ
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
過
去
の
今
が
現
在
の
今
に

重
ね
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
視
座
は
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
三
世
は
今
に
宿
る(

三
世
一
如)

と
い
う
仏
教
思
想
に
適
う
と
は
思
わ
れ
る
し
、
静
的
な
沈
思
に
あ
っ
て
は
有
り
う
べ
き
心
境

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
は
時
間
的
流
れ
の
う
ち
に
あ
っ
て
こ
そ
「
生
き
た
今
」
で
あ
り
、

流
れ
の
な
か
で
た
ち
止
ま
り
つ
つ
実
際
は
た
ち
止
ま
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

時
間
の
実
相
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
死
」
と
の
狭
間
に
あ
る
生せ

い

の
「
今
を
生
き
る
」
に
緊

張
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
決
し
て
た
ち
止
ま
る
こ
と
の
な
い
今
は
、
し
か
し
、
確
固
と
し
て

あ
り
、
そ
こ
で
は
何
事
か
が
生
起
し
、
語
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
流
れ
る
今
と
し
て
の

様
相
は
、「
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り(

至
っ
た
時
が
ま
だ
過
ぎ
て
い
な
い

の
に
、
ま
た
至
っ
て
い
な
い
時
が
来
る)

」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
て
、
時
間
的
流
れ
に
お
い
て

時
間
的
頂
点
と
し
て
の
今
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
す
る
様
を
フ
ッ
サ
ー
ル
も
「
時
間
講
義
」

で
取
り
上
げ
て
い
る
７

・
し
か
し
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
今
と
い
う
点
を
唯
一
現
実
的
で
根
源
的
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な
感
覚
が
宿
る
場
所
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、「
有
時
」
で
は
、 

 

意
は
驢ろ

な
り
、
句
は
馬
な
り
。
馬
を
句
と
し
、
驢
を
意
と
せ
り
。
到
そ
れ
来
に
あ
ら
ず
、

不
到
こ
れ
未
に
あ
ら
ず(

意
は
驢
で
あ
っ
て
、
句
は
馬
で
あ
る
。
ま
た
は
、
馬
は
句
で
あ
り
、

驢
は
意
で
あ
る
。
到
る
と
い
う
の
は
来
る
の
で
は
な
い
。
到
ら
ぬ
と
い
う
の
は
ま
だ
来
な
い

と
い
う
の
で
も
な
い
８)

 

 と
あ
る
よ
う
に
、
到
る
時
は
ま
た
到
ら
ぬ
時
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
あ
る
と
語
る
。
道

元
に
と
っ
て
今
は
非
今
、
非
今
は
今
で
あ
り
、
そ
う
し
て
矛
盾
の
両
立
が
時
間
的
流
れ
の
う

ち
に
あ
る
今
を
た
ち
止
め
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
に
現
象
学
と
の
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。 

「
今
」
に
お
い
て
有
と
無
が
相
即
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
今
が
ま
た
到

と
不
到
の
場
所
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
有
と
無
が
静
か
に
安
ら
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
な
く
相
互
に
運
動
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
今
は
有
と
無
が
運
動
し
、
互
い
に
作
用

し
合
う
場
所
で
あ
り
、
そ
の
運
動
は
現
わ
れ
を
起
こ
し
呈
示
す
る
「
生
き
た
無(

空)

」
の
場

所
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
今
」
は
現
わ
れ
が
生
起
す
る
時
空
で
あ
り
、
そ
れ
は
有
と
無
相

互
の
作
用
と
働
き
に
よ
っ
て
い
る
。 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
形
而
上
学
的
な
有
そ
れ
自
体(

有
る
と
い
う
こ
と
一
般)
を
現
実
的
な
個
々

の
存
在
か
ら
区
別
し
、
両
者
は
触
れ
合
い
つ
つ
も
決
し
て
合
致
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
。

具
体
的
存
在
者
の
起
源
で
あ
り
本
質
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
有
そ
れ
自
体
が
、
も
し
具
体
的
な

存
在
者
と
し
て
の
「
私
」
の
彼
岸
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
有
一
般
は
時
間
と
と
も

に
あ
る
「
私
」
に
と
っ
て
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
有
無
の
共
作
用
を
も
た
ら
す
時
間
と
と
も

に
有
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
有
は
そ
の
ま
ま
無
で
あ

る
と
い
う
事
態
が
始
原
で
あ
り
、
何
も
の
に
も
先
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
者
は
決

し
て
「
有
」
の
み
に
よ
っ
て
「
存
在
す
る
」
と
い
う
恩
恵
を
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
、 

 

時
間
は
「
今
」
を
生
命
と
し
て
い
る
。
事
や
物
は
常
に
今
の
様
態
に
あ
っ
て
、
道
元
の
、

事
の
あ
り
よ
う
の
活
潑
々
地

か
っ
ぱ
つ
ぱ
つ
ち

と
し
て
い
る
の
が
有
時
で
あ
る
と
言
う
弁
か
ら
す
れ
ば
、
事
、

物
に
と
っ
て
の
有
時
と
は
た
ち
止
ま
る
今
に
あ
っ
て
、
常
に
生
き
生
き
と
、
そ
の
時
々
の
様

態
で
活
潑
々
地
と
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

「
今
」
か
「
非
今
」
か
、「
有
」
か
「
無
」
か
と
い
う
問
い
は
、
生
起
と
の
関
係
に
お
け
る 
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時
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
ひ
と
に
あ
っ
て
、
時
間
を
主
観

化
す
る
過
程
で
生
じ
る
。
ひ
と
は
身
体(

物)

と
し
て
は
「
今
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
が
、
今
を

基
軸
と
し
つ
つ
、
思
い
を
過
去
、
未
来
へ
と
馳
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
時
間
は

対
象
化
さ
れ
、
今
は
身
体
的
今
と
は
別
の
性
格
を
も
つ
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
の
関
係
づ
け
に

お
い
て
は
、
い
つ
も
「
今
」
が
暗
々
裏
な
が
ら
に
で
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
只
今
に

お
け
る
今
と
は
異
な
る
今
を
基
軸
と
し
た
「
今
」
と
「
非
今
」
の
関
係
で
あ
る
。 

時
間
は
主
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
今
」
が
と
り
た
て
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
身

心
脱
落
と
い
う
本
来
的
視
座
に
立
ち
返
る
な
ら
「
主
観
」
と
い
う
視
野
に
よ
っ
て
語
る
こ
と

は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
今
」
の
妙
と
し
て
の
性
格
が
明

か
さ
れ
る
な
ら
意
味
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。 

時
間
と
そ
の
主
観
化
の
間

あ
い
だ

に
矛
盾
が
宿
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
関

係
の
超
克
を
試
み
る
と
す
る
な
ら
「
仏
性
」
の
巻
に
あ
る
「
時
節
因
縁
な
り
、
超
越
因
縁
な

り(

時
の
関
係
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
時
の
関
係
を
超
越
す
る)
」
と
い
う
言
が
応
え
る
の
で
は

な
い
か
。
時
間
は
「
私
」
と
の
関
係
無
く
し
て
流
れ
て
い
る
。
他
方
で
、「
私
」
は
時
間
に
お

い
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
時
間
に
生
か
さ
れ
な
が
ら
時
間
と
向
き
合
う
と
い
う
相
克
に
お

い
て
今
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
は
私
を
超
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方

途
は
、
道
元
に
よ
れ
ば
、「
観
ず
る
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。
観
ず
る
と
は
現
象
学
的

方
法
の
よ
う
に
智
９

に
働
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
時
間
の
流
れ
に
抗
う
こ
と
な
く
、
あ

く
ま
で
受
動
的
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら
時
間
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
自
己
も

他
己
も
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
た
、「
仏
性
聻に

い

な
り
、
脱
体
仏
性
な
り(

仏
性
そ
の
ま
ま
に
し
て
、

仏
性
を
脱
却
す
る)

」
こ
と
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
仏
性
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る

必
要
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
、
ま
た
有
で
あ
り
な
が
ら
無
に
な
る
と
い
う
矛
盾
が
同
時
に
働

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
身
心
脱
落
」
と
は
今
が
あ
る
と
か
無
い
と
か
拘
ら
な
い
境
地

で
あ
る
。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
、 

 

道
元
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
と
も
に
今
を
問
う
。
そ
の
方
途
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
身
心
脱
落
」、

「
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
１
０

」
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な
「
私
」
の
無
化
を
試
み
る
点
で
も
似
通
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
か
否
か
で
二
人
は
対
し
て
い
る
。 

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
自
然
的
な
自
我
を
否
定
し
た
う
え
で
超
越
的
に
対
象
で
あ
る
物
と

向
き
合
う
が
、
そ
れ
で
も
主
客
の
枠
組
み
が
捨
象
さ
け
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
つ
ま
る
と
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こ
ろ
、
自
我
と
物
は
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。
物
が
時
間
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

そ
れ
は
自
我
が
時
間
と
対
峙
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
他
方
、
有
時
に
お
け
る
「
観
ず

る
」
と
は
時
間
の
流
れ
に
寄
り
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
を
把
握
の
対
象
と
し
て
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
寄
り
そ
う
と
い
う
の
は
、
今
に
素
直
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
今
に
生
き
る
と
い
う
の
は
今
に
活
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
無
為
で

あ
り
な
が
ら
、
無
為
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
為
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
観
ず
る
」

に
と
っ
て
、
今
は
、
生
き
、
生
き
ら
れ
る
時
で
あ
る
。 

事
や
物
は
そ
の
ま
ま
時
で
あ
る
と
述
べ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
が
時
と
対
峙
し
た
り

意
識
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
時
と
と
も
に
い
つ
も
今
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
私
が
「
私
」
を
去
っ
て
、
時
間
が
意
識
か
ら
も
消
え
失
せ
る
と
い
う
事
況

に
入
る
と
い
う
こ
と
が
も
し
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
私
は
今
そ
の
も
の
に
、
具

体
的
に
は
時
と
と
も
に
あ
る
事
物
と
な
る
。
今
と
と
も
に
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
を
捉
え

る
と
い
っ
た
よ
う
な
思
念
を
去
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
人
は
や
は
り
「
今
」
を
意
識
す
る
。
な
ぜ
か
。 

事
や
物
は
い
つ
も
今
の
様
態
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
観
点
を
変
え
れ
ば
、
い
つ

も
今
を
生
き
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
今
は
特
別
な
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。「
今
」
が
意
味
を
為
す
の
は
、
そ
れ
が
終
り
を
迎
え
る
時
、
す
な
わ
ち
「
死
」
に
対
し
て

の
み
な
の
で
あ
る
。
死
を
迎
え
る
存
在
と
し
て
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
き
、
今
は
問
わ
ざ

る
を
え
な
い
差
し
迫
っ
た
事
態
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
今
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
客
と

主
か
ら
両
義
的
に
、
す
な
わ
ち
、「
私
」
を
無
に
し
、
か
つ
ま
た
有
で
あ
る
と
い
う
視
座
か
ら

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

時
間
は
客
観
的
で
あ
り
、
主
観
的
で
あ
る
。
私
の
存
在
と
か
か
わ
り
な
く
時
間
は
有
り
、

そ
の
意
味
で
は
時
間
は
客
観
的
で
あ
る
。
私
の
意
思
が
時
間
に
か
か
わ
る
と
き
、
時
間
は
主

観
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
私
が
「
私
」
を
失
い
、
物
と
な
り
、
物
と
一
体
に
な
っ
た

と
き
、
す
な
わ
ち
、
時
間
と
一
体
に
な
っ
た
と
き
に
時
間
は
主
客
の
い
ず
れ
で
も
な
く
な
り
。

た
だ
の
今
と
し
て
た
ち
止
ま
る
。
し
か
し
、
私
は
、
と
り
わ
け
死
ぬ
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
物
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
視
点
に
立
つ
と
き
、
時
間
は
私
の
も
の
と
し

て
の
性
格
を
帯
び
る
。
時
間
の
何
で
あ
る
か
は
、
客
観
性
と
主
観
性
と
い
う
決
し
て
相
容
れ

な
い
関
係
の
間
か
ら
し
か
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
性
（
意
識
）

の
み
を
領
域
と
し
て
い
か
に
そ
こ
を
深
め
て
も
、
あ
る
い
は
超
越
し
て
も
時
間
は
「
私
」
に

対
し
て
全
き
様
態
と
し
て
は
開
か
れ
よ
う
は
ず
が
な
い
。 

「
私
」
で
あ
り
つ
つ
、
な
お
今
を
主
体
的
能
動
的
に
捉
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
と
対

峙
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
を
意
識
し
つ
つ
今
に
活
か
さ
れ
る
と
い
う
境
地
を
示
し
て
い

る
。「
有
時
」
を
読
み
解
い
て
い
く
と
き
、
そ
の
よ
う
な
境
地
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。
相
矛
盾
す
る
関
係
を
無
矛
盾
と
し
て
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
の
領
域
に
足
を

踏
み
入
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く
、
自
我
の
営
み
で
あ
る
「
信
心

し
ん
じ
ん

」
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さ
え
も
消
失
し
て
い
る
。
宗
教
が
語
る
と
こ
ろ
の
本
質
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
こ
が
宗
教
で
は

な
い
と
悟
了
さ
れ
本
源
と
な
っ
た
と
き
に
華
開
く
。 

                                         

          

 

１ 

出
典
、
現
代
語
訳
は
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳 

正
法
眼
蔵
』
角
川
書
店
、
東
京
、1

9
8
5

を
参
照
す
る
。 

２ 

而
今
と
は
、『
正
法
眼
蔵
』
山
水
経
の
巻
に
現
わ
れ
る
言
葉
で
、
古
仏
の
言
葉
が
今
の
山

水
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
様
相
と
し
て
の
今
を
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
今
が

現
在
の
今
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
鎌
田
茂
雄
は
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

に
依
拠
し
な
が
ら
、
而
今
と
し
て
の
今
は
過
去
、
未
来
が
す
べ
て
入
る
、
永
遠
の
時
て
で
あ

り
、
そ
の
時
に
全
自
己
が
現
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
鎌
田
茂
雄
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記

講
話
』3

1

頁
、
月
刊
ペ
ン
社
、1

9
8
1

、
東
京 

３ 

フ
ッ
サ
ー
ル
はD

a
s M

o
m

e
n

t d
e
r u

rsp
ru

n
g
lich

e
n

 Z
e
itste

lle
 ist n

a
t ü

rlich
 

n
ich

ts fu
r sich

,d
ie

 In
d

iv
id

u
a

tio
n

 ist n
ich

ts n
e
b

e
n

 d
e
m

,w
a
s In

d
iv

id
u

a
tio

n
 h

a
t.

と
語
る
。「
根
源
的
時
間
位
置
と
い
う
契
機
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
独
立
し
て
存
在
し
え

ず
、
個
体
化
は
個
体
化
さ
れ
る
も
の
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
」
と
邦
訳
さ
れ
て
い
る
が
、

「
根
源
的
時
間
位
置
と
い
う
契
機
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
で
は
無
で
あ
る
・
・
・
」
が
直
訳

で
あ
る
。 

４

『
フ
ッ
サ
ー
ル 

起
源
へ
の
哲
学
』
講
談
社
、
東
京
、2

0
0
2

、 

５ 

い
わ
ゆ
る
衝
動
志
向
性
で
、
知
覚
作
用
と
同
時
に
お
け
る
統
一
的
把
握
の
可
能
性
を
フ
ッ

サ
ー
ル
は
「
た
ち
止
ま
る
時
間
化
と
し
て
の
原
初
の
現
在
を
形
成
し
、
具
体
的
に
現
在
か
ら

現
在
へ
と
か
け
て
、
す
べ
て
の
内
容
が
衝
動
的
な
充
実
の
内
容
で
あ
り
、(

統
一
的
把
握
と
い

う)

目
的
が
時
間
化
以
前
に
志
向
さ
れ
る
」
よ
う
な
志
向
性
に
よ
っ
て
示
し
た

(H
u

sse
rlia

n
a

,B
d

.S
.5

9
5

)

。 

６ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
具
体
的
な
存
在
者
の
本
質
を
「
有S

e
in

」
と
す
る
。
西
洋
思
想
で
は
、
形

而
上
学
の
伝
統
に
従
っ
て
物
と
い
う
現
象
の
本
質
を
有
と
し
て
捉
え
る
の
が
一
般
で
あ
り
、

そ
こ
に
東
洋
思
想
と
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。 

７ 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
時
間
講
義
』
で
「
今
」
を
道
元
と
同
様
に
「
未
だ
来
ずn

o
ch

 n
ich

t
」

と
「
も
は
や
無
いn

ich
t m

e
h

r

」
の
間
と
し
て
捉
え
た(

例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
リ
ア
ー
ナ
第

十
巻
、3

7
2

頁
を
参
照
の
こ
と)

。
と
こ
ろ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
今
は
根
源
的
感
覚
を
経
由
し

て
の
「
意
識
の
今
」
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
現
実
の
今
と
は
異
な
る
。
そ
の
意
識
に
は

現
在
と
い
う
時
点
で
働
い
て
い
る
知
覚
内
容
の
他
に
過
去
の
記
憶(

過
去
把
持)

と
そ
れ
以
後

意
識
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と(

未
来
予
持)

が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
フ
ッ
サ
ー
ル

現
象
学
に
お
い
て
過
去
、
未
来
と
い
う
時
制
は
意
識-

今
の
な
か
に
あ
り
現
実
的
な
今
と
は
異

な
る
。 

８ 

意
と
は
現
成

げ
ん
じ
ょ
う

公
案

こ
う
あ
ん

の
時
、
つ
ま
り
、
悟
り
の
時
を
示
し
、
句
と
は
向
上
関
棙

こ
う
じ
ょ
う
か
ん
れ
い

の
時
、
す

な
わ
ち
、
句
に
よ
っ
て
表
現
に
つ
と
め
る
こ
と
が
向
上
の
関
の
ば
ね
に
な
る
時
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

９ 

い
わ
ゆ
る
、
エ
ポ
ケ
ー
、
現
象
学
的
還
元
と
い
っ
た
方
法
を
指
す
。 

１
０ 

現
象
学
で
は
対
象
を
今
と
い
う
時
制
に
留
め
お
い
た
う
え
で
統
一
的
に
把
握
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
エ
ポ
ケ
ー(

判
断
中
止)

と
呼
ば
れ
る
方
法
を
用
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し

た
作
業
の
間
も
把
握
者
は
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
、
把
握
者
が
把
握
し
て
い
る
内
容
は

エ
ポ
ケ
ー
の
対
象
と
は
な
ら
ず
に
不
徹
底
な
内
容
と
な
っ
て
し
ま
う
。
普
遍
的
エ
ポ
ケ
ー
と

は
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
新
た
に
展
開
さ
れ
た
も

の
で
、「
自
己
自
身
を
世
界
の
な
か
の
存
在
者
と
み
な
す
自
然
的
な
自
己
理
解
の
徹
底
的
な
拒

絶
」(

新
田
義
弘
著
『
現
象
学
』
岩
波
全
書)

で
あ
り
、「
自
ら
を
世
界
の
な
か
に
在
る
主
観
性
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と
し
て
理
解
」(

同)

す
る
こ
と
の
拒
絶
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
一
三
、
九
、
十
八 


