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論

は
じ
め
に

本
日
の
報
告
で
は
、
仏
教
全
般
に
つ
い
て
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
主
と
し
て
禅
の
立
場
か
ら
儒
学
と
仏
教
の
一
致
を
説
い
た

三
人
の
思
想
家
に
対
象
を
絞
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
主
張
に
共
通
す
る
特
徴
を
抽
出
し
、
仏
教
思
想
(
特
に
仏
性
説
と
、
禅
的
な

方
法
論
や
世
界
観
)
が
、
現
代
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
「
権
利
」
の
平
等
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
有
し
て
い
た
様
子
を
概
観
し
た
い
。

(
一
)
儒
仏
一
致
論
の
背
景

日
本
に
限
ら
ず
儒
学
者
の
仏
教
批
判
に
は
、
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
「
出
家
」
の
概
念
を
標
的
と
し
て
、
親
子

関
係
や
社
会
的
関
係
よ
り
も
個
人
的
な
悟
り
を
優
先
さ
せ
る
利
己
主
義
の
教
え
で
あ
り
、
反
社
会
的
、
反
倫
理
的
な
教
え
だ
と
見
な
す
も
の

柄
、
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
日
本
の
僧
侶
が
置
か
れ
た
社
会
的
立
場
を
考
え
る
と
、
こ
の
批
判
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
寺
請
制
度
の
成

立
に
よ
り
、
多
く
の
僧
侶
は
統
治
機
構
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
近
世
日
本
の
僧
侶
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
戸
籍
管
理
と
い
う

非
常
に
重
要
な
社
会
的
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
宗
派
に
よ
っ
て
は
、
僧
侶
の
妻
帯
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
親



近世日本における儒仏一致論とその展開

子
関
係
を
無
み
す
る
と
い
う
批
判
は
当
た
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
(
あ
る
儒
学
者
は
、
真
宗
の
僧
侶
は
人
柄
が
良
い
と
好
意
的
に
評
価
す
る

(
l
)
 

ほ
ど
で
あ
っ
た
)
。
こ
の
点
に
、
中
国
、
韓
国
と
比
較
し
た
場
合
の
日
本
仏
教
の
特
殊
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
近
世
日
本
の
仏
教
が
置
か
れ
た
社
会
的
立
場
を
考
え
る
時
、
葬
祭
儀
礼
と
の
関
わ
り
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
寺
院
が
死
者
の
葬
儀

儀
礼
を
掌
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
貴
族
レ
ベ
ル
で
は
平
安
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
中
世
を
通
じ
て
民
衆
レ
ベ
ル
に
も
広
が
っ
た
と
さ

れ
る
。
従
っ
て
近
世
に
入
る
以
前
に
、
習
俗
の
レ
ベ
ル
で
、
仏
教
は
圧
倒
的
な
社
会
的
影
響
力
を
有
す
る
基
盤
を
確
立
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
と
し
て
、
儒
仏
一
致
論
に
見
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
「
孝
」
と
い
う
儒
学
的
な

価
値
観
に
基
づ
き
、
儒
仏
一
致
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
手
島
堵
庵
(
享
保
三
・
一
七
一
八
|
天
明
六
・
一
七
八
六
年
)
は
、
親
と
同

一
の
信
仰
心
を
有
す
る
こ
と
が
親
孝
行
で
あ
る
、
と
説
く
。
先
祖
が
代
々
信
仰
し
て
い
た
神
仏
を
敬
う
こ
と
が
孝
の
実
践
で
は
な
い
か
と
主

(2) 

張
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
現
世
で
の
生
き
方
は
儒
学
に
従
う
が
、
死
後
に
つ
い
て
は
仏
教
、
と
い
う
使
い
分
け
も
広
く
見
ら
れ
た
(
こ
の
使

い
分
け
の
論
理
は
、
現
代
の
日
本
社
会
に
も
続
い
て
い
る
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
「
戒
名
」
の
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
、
死
後
の
世
界
で
の
階
級

が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
感
覚
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
。

儒
仏
一
致
論
が
発
生
す
る
第
二
の
背
景
と
し
て
、
現
世
成
仏
論
と
で
も
名
づ
け
る
べ
き
発
想
が
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
禅
宗
の
立
場
か

ら
説
か
れ
る
も
の
で
、
「
往
生
」
と
「
成
仏
」
と
い
う
概
念
を
区
別
す
る
発
想
で
あ
る
。
往
生
と
は
、
通
常
、
死
後
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
変

わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
浄
土
系
の
宗
派
が
強
調
す
る
死
後
の
救
済
は
、
こ
の
「
往
生
」
を
重
視
す
る
教
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
成

仏
」
と
い
う
語
の
本
来
の
意
味
は
、
生
き
た
人
聞
が
仏
(
釈
尊
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
)
と
同
-
の
悟
り
を
聞
き
、
そ
の
悟
り
の
心
境
に
も

と
手
つ
い
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
小
乗
仏
教
の
場
合
、
成
仏
の
可
能
性
は
釈
尊
に
限
定
さ
れ
る
が
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
各
宗
派

と
も
広
く
衆
生
一
般
に
成
仏
の
可
能
性
を
認
め
る
。
し
か
も
、
人
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
者
が
、
悟
り
を

聞
き
真
理
に
目
覚
め
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
存
在
物
す
べ
て
が
有
す
る
成
仏
可
能
性
を
「
仏
性
」
と
言
う
。
「
一
切
衆

北法55(3・3)909



説

生
悉
有
仏
性
」
(
資
料
①
)
と
い
う
一
言
葉
は
中
世
以
来
、
広
く
人
口
に
槍
哀
し
て
い
た
。

論

こ
の
よ
う
な
現
世
に
お
け
る
生
身
の
人
間
の
成
仏
可
能
性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、
出
家
と
在
家
の
区
別
は
相
対
化
さ
れ
る
。
『
六
祖

壇
経
』
に
よ
れ
ば
、
出
家
と
は
、
「
仏
の
知
見
を
わ
が
も
の
と
し
て
、
凡
夫
の
見
識
を
離
れ
る
」
こ
と
と
さ
れ
る
(
資
料
②
)
の
で
、
剃
髪

す
る
こ
と
だ
け
が
出
家
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
在
家
の
人
間
で
あ
っ
て
も
、
悟
れ
ば
「
出
家
」
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し

く
、
僧
侶
で
あ
っ
て
も
、
悟
ら
な
け
れ
ば
「
世
間
」
に
埋
も
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
在
家
の
人
聞
が
成
仏

を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
新
た
に
問
題
に
な
る
。
在
家
の
人
間
の
修
行
方
法
、
成
仏
方
法
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
と
い
う
問
題
は
、
実
は
葬
祭
儀
礼
を
掌
る
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
近
世
日
本
の
僧
侶
が
直
面
し
た
課
題
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
鈴
木
正
三
(
天
正
七
・
一
五
七
九
|
明
暦
元
・
一
六
五
五
年
)
は
、
出
家
、
在
家
の
区
別
な
く
、
人
間
の
日
常
生
活
そ
の
も
の
を

等
し
く
成
仏
の
た
め
の
修
行
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
職
分
倫
理
や
「
報
恩
」
と
い
う
観
念
を
強
調
し
た
。
こ
の
よ
う
に
在
家
者
を
対
象
と
し

た
教
説
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
社
会
関
係
及
び
世
俗
倫
理
と
い
う
も
の
が
視
野
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
正
三
の
場
合
、
仏
教

徒
と
い
う
自
己
規
定
が
強
い
た
め
、
儒
学
の
経
書
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
強
調
す
る
「
四
恩
」
と
い
う
観
念
(
す
な
わ

ち
天
地
の
恩
、
師
の
思
、
国
王
の
恩
、
父
母
の
恩
)
に
は
、
儒
学
倫
理
と
の
親
和
性
が
伺
え
る
。
ま
た
漢
訳
仏
典
の
中
に
は
、
イ
ン
ド
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
経
典
も
多
く
、
例
え
ば
『
父
母
思
重
経
』
の
よ
う
に
親
へ
の
孝
行
を
重
視
す
る
よ
う
な
経
典
が
存
在
し
、
正
三
も
し
ば
し

ば
引
用
し
て
い
る
(
資
料
③
)
。

盤
珪
永
琢
禅
師
(
元
和
人
・
一
六
二
二
|
元
禄
六
・
一
六
九
三
年
)
も
現
世
成
仏
を
強
調
す
る
一
人
で
あ
る
。
彼
は
仏
性
と
い
う
言
葉
は

使
わ
な
い
が
、
仏
心
あ
る
い
は
不
生
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
人
は
皆
、
親
か
ら
産
み
付
け
て
も
ら
っ
た
「
仏
心
」
を
有
す
る
。
仏
心
に
は
、

愚
痴
や
怒
り
、
妬
み
と
い
っ
た
悪
念
は
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
親
の
与
え
て
く
れ
た
貴
い
仏
心
そ
の
ま
ま
に
生
き
る

こ
と
が
親
孝
行
で
あ
る
、
と
さ
れ
る

(
資
料
④
)
。

北法55(3・4)910



ま
た
盤
珪
禅
師
の
議
論
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
地
獄
を
死
後
の
世
界
で
は
な
く
、
現
世
に
お
け
る
心
の
乱
れ
と
同
一
視
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
利
己
的
で
人
を
憎
ん
だ
り
悪
念
を
抱
い
て
い
る
と
、
そ
の
報
い
が
死
後
に
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
悪
心
に
満

た
さ
れ
た
状
態
自
体
が
「
地
獄
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
地
獄
、
極
楽
の
観
念
が
、
現
世
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
し

て
、
悪
心
を
取
り
去
り
本
来
の
「
仏
心
」
を
と
り
も
ど
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
成
仏
で
あ
り
、
「
親
孝
行
」
だ
と
さ
れ
る
。
儒
学
者
が
仏
教
の

地
裁
極
楽
説
を
妄
想
だ
と
批
判
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
盤
珪
禅
師
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
へ
の
一
対
応
と
位
置
づ
け
る
こ

と
も
で
き
る
。

儒
仏
一
致
論
の
第
三
の
類
型
(
本
日
の
報
告
の
主
題
で
あ
る
が
)
と
し
て
、
儒
学
と
仏
教
の
教
説
に
共
通
性
(
普
遍
的
な
価
値
基
盤
)
を

近世日本における儒仏一致論とその展開

見
出
そ
う
と
い
う
立
場
が
あ
る
。
儒
学
も
仏
教
も
、
人
間
の
心
の
在
り
方
を
正
し
、
人
と
し
て
の
生
き
方
(
道
)
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。

表
面
的
な
相
違
は
あ
っ
て
も
、
道
の
根
本
は
同
一
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
こ
の
立
場
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
い
わ
ば
人
間
の
倫
理
が

成
立
す
る
根
元
に
湖
る
こ
と
で
、
儒
仏
の
一
致
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
次
に
見
る
白
隠
禅
師
の
議
論
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
論
者
の
特
徴
と
し
て
、
当
初
儒
者
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
学
問
実
践
の
半
ば
で
行
き
詰
ま
り
、
僧
侶
の
指
導
を
受

け
る
こ
と
で
壁
を
突
破
し
た
と
い
う
体
験
を
持
つ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
石
田
梅
岩
は
、
「
孟
子
』
尽
心
上
の
「
其
の
心
を
尽
く
す

者
は
其
の
性
を
知
る
。
其
の
生
を
知
れ
ば
則
ち
天
を
知
る
。
」
と
い
う
言
葉
が
理
解
で
き
ず
、
長
く
苦
し
ん
だ
。
梅
岩
が
疑
問
を
解
く
の
は
、

小
栗
了
雲
(
一
六
六
九

?
l
享
保
一
四
・
一
七
二
九
年
)
と
い
う
黄
奨
宗
の
僧
侶
と
の
出
会
い
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、

明
治
初
頭
に
多
く
の
居
士
を
指
導
し
た
鎌
倉
円
覚
寺
の
管
長
、
今
北
洪
川
(
文
化
二
二
・
一
八
一
六
i
明
治
二
六
・
一
八
九
三
一
年
、
白
隠
禅

師
の
法
系
で
あ
る
)
も
若
い
時
、
『
論
語
』
里
仁
篇
の
「
孔
子
の
道
」
を
貫
く
「
一
」
な
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
長
く
疑
問
に
持

ち
、
禅
寺
で
の
修
行
を
通
じ
て
初
め
て
理
解
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
世
間
の
多
く
の
儒
者
が
、
経
書
の
真
意
を
理
解
せ
ぬ
ま
ま
に
、
教
え
を

北1去55(3・5)911



説

(
3
)
 

説
い
て
い
る
と
し
て
非
難
す
る
に
至
る
。

論

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
儒
仏
一
致
論
を
仏
教
の
立
場
か
ら
説
い
た
白
隠
禅
師
の
所
説
を
概
観
し
、
次
に
儒
者
の
立
場
か
ら
儒
仏
一
致
を

説
い
た
石
田
梅
岩
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
共
通
点
と
相
違
点
を
探
っ
て
み
た
い
。

北法55(3・6)912

(
二
)
白
隠
慧
鶴
(
貞
亨
二
・
一
六
八
五
|
明
和
五
・
一
七
六
八
年
)
『
兎
専
使
稿
』
「
隻
手
音
声
』

白
隠
慧
鶴
禅
師
は
、
五
O
O
年
に
二
度
の
傑
出
し
た
人
物
と
さ
れ
、
「
臨
済
宗
中
興
の
祖
」
と
呼
ば
れ
る
禅
僧
で
あ
る
。
「
隻
手
の
音
声
」

(
片
手
で
出
し
た
音
を
聞
い
て
み
よ
)
と
い
う
公
案
を
創
始
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
駿
河
の
国
出
身
、
松
蔭
寺
、
竜
沢
寺
な
ど
で
活
躍

し
た
。
「
駿
河
の
国
に
過
ぎ
た
る
も
の
が
二
つ
あ
り
、
富
士
の
芝
山
と
原
の
日
隠
」
と
詠
わ
れ
、
落
語
や
講
談
に
も
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。

白
隠
禅
師
は
、
儒
学
と
仏
教
の
違
い
を
表
面
的
な
も
の
(
皮
毛
)
と
捉
え
る
。
「
儒
道
」
も
「
仏
道
」
も
、
人
と
し
て
生
き
る
べ
き
道
を

説
く
教
え
で
あ
る
と
し
、
両
者
の
上
位
概
念
と
し
て
、
「
大
道
」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
「
大
道
」
の
根
源
、
す
な

わ
ち
儒
道
と
仏
道
に
共
通
す
る
、
人
間
と
し
て
従
う
べ
き
道
「
大
道
の
骨
髄
」
を
知
る
こ
と
が
、
学
問
に
お
い
て
最
も
重
要
だ
と
考
え
る
(
資

料
⑤
)
。
「
道
」
、
す
な
わ
ち
人
と
し
て
の
正
し
い
生
き
方
を
説
く
学
者
は
、
ど
の
よ
う
な
経
典
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ
、
こ
の
「
大
道
」
の

根
源
を
知
ら
ね
ば
確
固
と
し
た
確
信
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
(
資
料
⑥
)
。
こ
の
よ
う
な
白
隠
禅
師
の
主
張
は
、
学
派

の
党
派
的
な
対
立
を
超
克
す
る
と
い
う
、
強
い
普
遍
志
向
を
持
つ
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
こ
の
「
大
道
」
の
根
源
を
知
る

こ
と
は
、
神
道
に
お
い
て
も
重
要
と
さ
れ
、
白
隠
禅
師
の
三
教
一
致
論
の
根
拠
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
「
大
道
」
の
根
源
を
知
る
方
法
と
は
何
か
。
白
隠
禅
師
は
、
「
見
性
」
に
よ
っ
て
道
の
根
源
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す

る
。
「
見
性
」
と
は
、
中
国
に
禅
を
伝
え
た
達
磨
大
師
の
、
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
。
性
と
は
先
に
述
べ
た
「
仏



性
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
見
性
」
と
は
、
仏
性
を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の
内
に
そ
な
わ
っ
た
悟
り
の
智
慧
、
本
来
の
清
浄
な
る
仏
心

を
(
概
念
と
し
て
で
は
な
く
)
体
験
的
に
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
非
常
に
党
派
的
な
(
禅
宗
と
い
う
一
宗
派
を
絶
対
優

位
に
置
く
)
主
張
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
の
主
眼
は
、
大
道
の
根
源
を
知
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
り
、
そ
の
大
道
さ
え
把
握
す
れ
ば
、

儒
道
で
あ
れ
仏
道
で
あ
れ
神
道
で
あ
れ
、
名
は
問
わ
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
宋
学
の
大
成
者
、
朱
喜
…
に
対
し
て
、
白
隠
禅
師

は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
朱
票
の
大
変
有
名
な
「
諮
然
貫
通
」
と
は
、
白
隠
禅
師
に
よ
れ
ば
、
一
種
の
見
性
体
験
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、

朱
票
が
あ
の
壮
大
な
学
問
大
系
を
完
成
さ
せ
た
秘
密
は
、
実
は
こ
の
見
性
体
験
に
よ
っ
て
、
「
大
道
」
の
根
本
を
理
解
し
た
か
ら
だ
と
す
る
。

た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
見
性
が
不
十
分
、
と
い
う
の
が
白
隠
禅
師
の
朱
千
評
価
で
あ
っ
た
。

ま
た
白
隠
禅
師
は
、
朱
子
学
に
お
け
る
、
「
人
欲
」
と
い
う
概
念
を
、
仏
教
に
お
け
る
「
煩
悩
」
と
同
一
視
す
る
。
そ
し
て
、
人
欲
を
去

り
、
天
理
を
存
す
る
と
い
う
朱
子
学
的
修
養
を
実
践
す
る
こ
と
が
、
見
性
を
目
指
す
禅
の
修
行
と
実
質
的
に
重
な
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て

近世日本における儒仏一致論とその展開

見
性
し
た
時
、
初
め
て
人
は
、
孟
子
の
「
性
」
、
大
学
の
「
明
徳
」
と
い
う
概
念
を
理
解
で
き
る
と
吾
一
守
つ
。
換
言
す
れ
ば
、
儒
学
に
お
け
る

「
性
」
「
明
徳
」
と
い
う
概
念
を
、
仏
教
に
お
け
る
「
仏
性
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
折
衷
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ど
う
し
て
も
人
欲
を
制
御
で
き
な
い
、
と
悩
む
朱
子
学
者
に
対
し
て
も
、
「
大
道
」
の
根
本
を
知
り
さ
え
す
れ
ば
、
人
欲
は
制
御
し
う

る
と
教
え
て
い
る
(
資
料
⑦
)

0

さ
て
、
最
後
に
白
隠
禅
師
の
主
張
す
る
修
養
方
法
は
、
単
純
化
す
る
な
ら
ば
、
精
神
集
中
で
あ
る
。
単
に
坐
禅
を
し
た
り
、
公
案
の
内
容

を
考
え
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
に
お
い
て
自
己
を
動
か
し
て
い
る
主
体
を
発
見
せ
よ
、
そ
の
た
め
に
常
に
精
神
を
集
中
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
朱
子
学
に
お
い
て
も
内
面
的
な
修
養
は
重
視
さ
れ
る
。
「
居
敬
」
と
い
っ
て
精
神
を
集
中

さ
せ
、
感
情
が
起
こ
る
以
前
の
心
の
状
態
を
正
し
く
整
え
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
精
神
集
中
を
白

隠
禅
師
が
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
、
朱
子
学
と
類
似
の
主
張
に
見
え
る
。
し
か
し
、
両
者
の
聞
に
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
朱
子
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学
に
お
け
る
精
神
集
中
は
、
心
を
倫
理
的
に
正
し
い
在
り
方
に
導
き
整
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
白
隠
禅
師
(
あ
る
い

は
禅
一
般
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
)
の
精
神
集
中
は
、
倫
理
性
の
獲
得
で
は
な
く
、
自
分
の
中
に
あ
る
真
の
主
体
の
存
在
を
発
見
す
る
こ
と

が
目
的
で
あ
る
。
真
の
主
体
と
は
、
禅
の
世
界
で
は
「
本
来
の
面
目
」
と
か
「
父
母
未
生
以
前
の
自
己
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
が
ひ
と
つ
の
入
門
的
な
公
案
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
真
の
主
体
」
は
、
人
間
の
五
感
や
意
識
な
ど
身
体
的
、
精
神
的
作
用
を
す
べ

て
掌
ど
り
動
か
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
五
感
や
分
別
意
識
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
五
感
や
分
別
意
識
を
離
れ
、

無
分
別
の
智
慧
に
よ
っ
て
こ
の
「
真
の
主
体
」
「
本
来
の
面
目
」
を
知
る
こ
と
こ
そ
が
、
あ
の
「
仏
性
」
を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
見
性
」

論

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
倫
理
性
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
朱
子
学
の
精
神
集
中
論
(
「
居
敬
」
)
と
、
主
体
の
在
り
方
の
探
求
を
目
的
と

す
る
白
隠
禅
師
の
精
神
集
中
論
の
聞
に
は
、
や
は
り
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
目
的
の
相
違
と
並
ん
で
、
こ
の
真
の
主
体
と
い
う
も
の
が
や
や
神
秘
的
な
装
い
を
有
し
て
い
る
点
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
白
隠
禅

師
に
よ
れ
ば
、
真
の
主
体
と
は
、
男
女
の
区
別
を
持
た
ず
、
賢
愚
の
相
違
も
な
く
、
生
死
も
持
た
な
い
も
の
だ
と
い
う
(
資
料
⑧
)
。
現
象

界
に
見
ら
れ
る
、
五
感
で
捉
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
区
別
が
、
本
来
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
は
、
や
は
り
見
性
体
験
や
信
仰
を
持
た
な
い

者
の
理
解
に
苦
し
む
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
白
隠
禅
師
に
よ
れ
ば
、
人
は
皆
仏
性
を
備
え
て
い
る
の
で
、
見
性
す
る
こ
と
は
誰
に
で
も
可

能
だ
と
い
う
。

(
4
)
 

さ
て
こ
の
よ
う
な
仏
性
説
は
、
次
に
見
る
石
門
心
学
の
流
行
な
ど
を
通
じ
、
か
な
り
の
社
会
的
な
広
ま
り
を
見
せ
る
。
ま
た
仏
性
説
は
、

江
戸
時
代
の
女
性
論
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
思
想
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
無
門
関
』
と
い
う
禅
の
語
録
に
、
あ
る
女
性
の
在
家
修
行
者
が

加
え
た
和
文
の
注
釈
書
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
言
葉
を
見
る
と
、
仏
性
と
い
う
貴
い
も
の
が
、
男
女
の
区
別
な
く
身
に
備
わ
っ
て
い

A
F
h
υ
』

る
と
い
う
考
え
方
が
、
女
性
に
対
し
て
一
種
の
解
放
感
を
も
た
ら
す
よ
う
な
働
き
を
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
(
資
料
⑨
)
。
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以
上
の
通
り
、
仏
性
を
知
る
こ
と
を
も
っ
て
、
大
道
の
根
源
を
知
る
こ
と
と
見
な
し
、
儒
道
、
仏
道
の
共
通
課
題
と
考
え
た
の
が
白
隠
禅

師
の
儒
仏
一
致
論
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
白
隠
禅
師
と
共
通
の
認
識
を
有
し
て
い
た
の
が
、
石
門
心
学
の
初
期
の
指
導

者
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
石
門
心
学
の
開
祖
と
さ
れ
る
石
田
梅
岩
の
思
想
に
見
ら
れ
る
儒
仏
一
致
論
の
様
相
を
概
観
し
た
い
。

(
三
)
石
田
梅
岩
(
貞
亨
二
・
一
六
八
五
l
延
享
元
・
一
七
四
四
年
)
『
石
田
先
生
語
録
』

近世日本における儒仏一致論とその展開

近
世
後
期
の
日
本
社
会
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
、
石
門
心
学
者
と
呼
ば
れ
る
思
想
家
た
ち
が
存
在
す
る
。
日
本
に
お
い
て
民
間
教

育
を
行
っ
た
先
駆
的
存
在
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
開
祖
と
さ
れ
る
石
田
梅
岩
は
、
あ
る
時
、
孟
子
の
「
性
」
と
い
う
概
念
を
理
解
し

で
い
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
そ
れ
ま
で
の
学
聞
を
根
本
か
ら
見
直
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
小
栗
了
雲
と
い
う
黄
葉
宗
の
僧

侶
に
教
え
を
受
け
て
深
刻
な
疑
問
を
解
決
さ
せ
た
後
、
三
教
一
致
の
立
場
に
立
脚
し
、
町
人
を
対
象
と
し
た
教
化
活
動
を
開
始
す
る
。
梅
岩

の
思
想
は
、
あ
く
ま
で
儒
学
を
中
心
に
置
い
た
コ
一
教
一
致
論
で
あ
る
が
、
彼
の
思
想
が
成
立
す
る
上
で
、
小
栗
了
雲
を
媒
介
と
し
て
禅
の
思

想
や
世
界
観
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
た
い
。

第
一
の
特
徴
と
し
て
、
石
田
梅
岩
は
、
白
隠
禅
師
と
同
様
、
儒
学
に
お
け
る
「
性
」
の
概
念
を
仏
教
の
「
仏
性
」
と
同
一
視
し
、
「
釈
氏

の
見
性
と
云
へ
る
は
儒
道
の
性
を
知
る
と
実
は
異
な
る
こ
と
な
し
」
と
明
言
し
て
い
る
。
儒
教
、
儒
学
と
い
う
呼
称
と
並
ん
で
「
儒
道
」
と

い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
点
も
、
白
隠
禅
師
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
第
三
に
、
性
を
知
る
方
法
論
に
も
共
通
性
、
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
精
神
集
中
に
よ
っ
て
、
「
真
の
主
体
」
の
探
求
を
目
指
す
点
も
、
白
穏
禅
師
と
同
様
で
あ
る
(
資
料
⑮
)
。

梅
岩
が
白
隠
禅
師
と
直
接
の
交
渉
を
持
っ
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
梅
岩
が
師
事
し
た
小
栗
了
雲
は
経
歴
、
著
作
共
に
不
明
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
ら
に
先
行
し
て
活
躍
し
た
黄
葉
宗
の
僧
侶
、
潮
音
道
海
禅
師
(
寛
永
五
・
一
六
二
八
l
元
禄
八
・
一
六
九
五
年
)
の
著
作
に
は
、
白
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(
6
)
 

隠
禅
師
と
同
様
、
真
の
主
体
を
探
求
す
る
た
め
の
精
神
集
中
と
い
う
方
法
論
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
五
感
、
五
体
を
動
か
し
使
用
し
て
い

る
真
の
主
体
を
常
に
探
求
せ
よ
、
と
い
う
精
神
集
中
論
は
、
小
栗
了
雲
経
由
で
梅
岩
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
了
雲
の
影
響

に
よ
り
、
梅
岩
の
思
想
は
、
純
粋
な
儒
学
と
は
異
な
る
特
徴
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
私
欲
と
い
う
も
の
の
位
置
づ
け
が
、
朱
子
学
と
梅
岩
と
の
間
で
微
妙
な
相
異
を
見
せ
る
。
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
人
間
に
お
け
る

欲
望
(
私
欲
)
は
「
天
理
」
と
対
立
す
る
悪
し
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
わ
ば
自
明
の
前
提
で
あ
る
。
定
義
上
、
悪
い
も
の
で
あ

北法55(3・10)916
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日間

り
、
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
梅
岩
は
、
私
欲
を
除
去
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
、
そ
れ
が
自
他
の
区
別

を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
弊
害
を
挙
げ
る
点
に
特
色
が
あ
る
(
資
料
⑪
)
。

梅
岩
は
、
本
来
、
差
別
や
区
別
の
な
い
こ
と
が
天
地
の
心
で
あ
り
、
天
地
の
心
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
人
の
道
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
私
欲
が
起
こ
る
と
自
他
の
区
別
が
発
生
し
、
天
地
の
心
と
人
間
の
心
が
相
違
し
、
道
か
ら
外
れ
る
た
め
良
く
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
自
他
の
一
体
性
を
強
調
す
る
点
に
梅
岩
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
梅
岩
は
、
商
人
の
利
益
追
求
行
為
を
正
当
化
す
る
際
に
も
、
自
他

共
に
利
益
を
事
受
す
る
と
い
う
相
互
性
の
基
準
を
用
い
る
(
資
料
⑫
)
。
こ
こ
で
も
自
他
の
一
体
性
と
い
う
観
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
梅
岩
は
、
欲
心
を
取
り
除
き
、
自
他
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
心
境
に
お
い
て
初
め
て
、
人
間
の
本
来
の
姿
、
平
等
な
姿
が
見
え
る
と

も
い
う
(
資
料
⑬
)
。
欲
望
を
取
り
去
る
こ
と
と
、
人
間
の
平
等
性
と
の
聞
に
は
、
論
理
的
連
関
性
が
欠
如
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
梅
岩

の
著
作
に
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
飛
躍
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
儒
仏
一
致
論
の
文
脈
に
お
い
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
欲
を
離

れ
る
と
は
煩
悩
を
取
り
除
い
て
仏
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
自
己
に
備
わ
る
仏
性
を
知
れ
ば
、
自
他
の
区
別
な
く
、

他
の
人
々
に
も
同
様
に
仏
性
が
備
わ
っ
て
い
る
事
実
が
は
っ
き
り
と
見
え
、
人
聞
が
平
等
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
、
と
論
理
的
に
解
釈
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
白
隠
禅
師
に
よ
れ
ば
、
修
行
を
通
じ
て
四
種
の
智
慧
が
身
に
備
わ
る
と
い
う
。
見
性
に
よ
っ
て
初
め
に
身
に
つ

(
7
)
 

く
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
本
質
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
知
る
智
慧
だ
と
い
う
(
大
円
鏡
智
、
平
等
性
智
)
。
従
っ
て
、
梅
岩
の
、
欲
を
離



れ
れ
ば
人
間
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
梅
岩
自
身
の
禅
的
な
修
行
体
験
に
基
づ
く
主
張
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
し
ば
し
ば
言

及
さ
れ
る
梅
岩
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
、
町
人
の
「
道
」
や
農
民
の
「
道
」
を
、
武
士
の
「
道
」
と
対
等
な
も
の
と
位
置
づ
け
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
(
資
料
⑭
)
。
こ
の
よ
う
に
既
存
の
職
分
体
系
に
お
け
る
個
々
の
職
分
を
対
等
視
す
る
梅
岩
の
主
張
が
成
立
す
る
上
で
も
、
禅
的

(8) 

な
修
行
や
仏
性
説
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
梅
岩
は
あ
く
ま
で
儒
学
を
自
己
の
思
想
の
中
心
に
据
え
る
。
倫
理
学
説
と
し
て
は
、
儒
学
の
五
倫
五
常
の
教
え
の
方
が
有
効
で

あ
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
梅
岩
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
五
戒
の
教
え
は
、
狭
義
の
、
剃
髪
し
た
出
家
集
団
に
の
み
妥
当
す
る
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
殺
生
戒
を
在
家
の
信
者
に
強
制
し
、
肉
食
を
禁
止
す
る
の
は
誤
ま
り
で
あ
る
と
す
る
。
出
家
と
い
う
存
在
も
一
種
の
職
分
で

(
9
)
 

あ
り
、
出
家
集
団
の
み
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
倫
理
を
世
俗
倫
理
と
混
交
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
と
主
張
し
た
。

と
は
い
え
、
性
を
知
る
こ
と
が
学
問
の
根
本
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
静
坐
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
立
場
は
一
貫
し
て
い
た
。
梅

近世日本における儒仏一致論とその展開

岩
の
死
後
、
後
継
者
と
な
っ
た
手
島
堵
庵
は
、
禅
の
公
案
に
相
当
す
る
問
題
集
(
心
学
策
問
)
を
作
成
し
、
性
を
知
る
た
め
の
修
行
方
法
と

(
叩
)

し
て
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
参
考
図
は
、
性
を
知
る
工
夫
を
行
っ
て
い
る
町
人
の
姿
で
あ
る
が
(
資
料
末
尾
、
参
照
)
、
足
を
組
み
、
線
香
を
前
に
座
っ
て
い
る

様
子
は
、
儒
学
的
な
静
坐
工
夫
と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
韓
国
の
朱
子
学
者
の
静
坐
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

対
比
で
き
れ
ば
興
味
深
い
。

さ
て
、
以
上
に
見
た
白
隠
禅
師
、
石
田
梅
岩
は
と
も
に
、
儒
学
の
「
性
」
や
「
明
徳
」
の
概
念
を
、
「
仏
性
」
と
同
一
視
し
た
。
ま
た
そ

の
「
仏
性
」
を
探
求
す
る
過
程
に
お
い
て
、
彼
ら
は
貴
賎
上
下
や
老
若
男
女
の
様
々
な
区
別
が
存
在
す
る
現
実
世
界
の
背
後
に
、
五
感
で
は

捉
え
ら
れ
な
い
、
真
の
主
体
の
存
在
す
る
世
界
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
仮
に
、
こ
の
真
の
王
体
の
存
在
す
る
世
界

~t法55(3 ・11)917 
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(
日
)

を
、
本
質
世
界
と
名
付
け
て
み
た
い
。
厳
密
に
言
、
つ
な
ら
ば
、
現
実
世
界
は
本
質
世
界
の
具
体
的
な
現
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
両
者
は

(ロ)

不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
五
感
で
捉
え
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
基
準
を
立
て
る
な
ら
ば
、
両
者
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
世
界
と

言
え
る
。
こ
の
、
仏
教
的
な
本
質
世
界
の
想
定
を
政
治
思
想
に
援
用
し
、
一
種
の
自
然
状
態
論
と
し
て
展
開
し
た
思
想
家
と
し
て
、
最
後
に

さきl為

両岡

烏
尾
得
庵
の
議
論
に
移
り
た
い
。

(
四
)
鳥
尾
得
庵
(
弘
化
四
・
一
八
四
七
|
明
治
三
八
・
一
九
O
五
年
)
『
王
法
論
』
「
時
事
談
』

鳥
尾
小
弥
太
(
号
は
得
庵
)
は
長
州
藩
出
身
の
軍
人
、
政
治
家
で
あ
る
。
谷
干
城
(
一
八
三
七
1

一
九
一
一
年
)
と
共
に
、
陸
軍
内
で
山

県
有
朋
(
一
八
三
八
1

一
九
二
二
年
)
に
対
立
す
る
反
主
流
派
を
形
成
、
憲
法
制
定
を
早
い
時
期
(
明
治
一
一
年
頃
)
か
ら
主
張
し
た
。
明

治
二
一
年
、
自
ら
保
守
中
正
党
を
結
成
、
同
年
か
ら
翌
二
二
年
に
か
け
て
聞
か
れ
た
、
伊
藤
博
文
を
中
心
と
す
る
帝
国
憲
法
制
定
会
議
に
お

い
て
は
、
枢
密
院
顧
問
官
の
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
、
原
案
で
は
政
府
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
法
律
提
出
権
を
議
会
に
も
認
め
る

よ
う
修
正
意
見
を
提
出
し
た
。
多
彩
な
活
動
を
行
い
、
現
実
政
治
に
お
い
て
も
足
跡
を
残
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

(
日
)

知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。
近
年
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
の
真
辺
将
之
氏
が
論
稿
を
出
さ
れ
、
そ
の
人
物
像
及
び
思
想
像
が

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
所
で
あ
る
。

得
庵
は
、
白
隠
禅
師
の
法
系
に
あ
た
る
今
北
洪
川
な
ど
に
参
禅
し
、
在
家
の
立
場
な
が
ら
本
格
的
に
禅
の
修
行
を
行
っ
た
。
明
治
一
四
年

に
書
か
れ
た
『
王
法
論
』
は
、
明
治
時
代
に
お
け
る
儒
仏
一
致
論
の
例
と
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
性
を
持
つ
著
作
で
あ
る
。

「
王
法
論
』
の
冒
頭
は
、
人
聞
社
会
が
成
立
す
る
以
前
の
本
質
世
界
に
関
す
る
記
述
か
ら
始
ま
る
(
資
料
⑬
)
。
得
庵
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本

北j去55(3・12)918



質
世
界
、
真
の
自
己
の
世
界
に
お
い
て
は
、
自
他
の
区
別
が
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
が
名
の
つ
け
よ
う
の
な
い
存
在
だ
と
い
う
。
言
い
換
え
れ

ば
、
主
体
と
客
体
、
主
観
と
客
観
と
い
っ
た
対
立
概
念
が
存
在
し
な
い
の
が
本
質
世
界
の
特
徴
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
間
の
自
我
意

識
が
発
生
し
、
五
感
が
活
動
を
始
め
、
「
主
体
」
が
成
立
し
た
途
端
、
自
他
の
別
が
発
生
し
、
物
を
区
別
す
る
た
め
の
名
前
が
必
要
と
な
る

と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
自
我
意
識
を
離
れ
る
な
ら
ば
、
自
他
の
区
別
の
な
い
、
天
地
と
一
体
な
る
本
来
の
「
真
の
自
己
」
が
把
握
で
き
る
と

さ
れ
る
(
資
料
⑬
)
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
、
我
愛
を
除
け
ば
自
分
の
身
が
天
地
と
一
体
と
な
る
、
と
い
う
表
現
は
、
先
に
見
た
梅
岩
の
、
「
自

他
を
阻
る
欲
心
を
去
る
時
は
天
地
一
面
我
心
と
な
る
」
(
資
料
⑪
)
と
い
う
表
現
を
想
起
さ
せ
る
。
我
執
、
私
欲
を
去
る
と
、
自
己
と
天
地

が
一
体
な
る
本
質
世
界
が
現
れ
る
と
い
う
の
が
、
梅
岩
、
得
庵
に
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
来
争
い
の
な
い
、
自
他
が
未
分
離

の
ま
ま
共
存
し
て
い
る
状
態
が
「
平
等
の
法
身
」
、
す
な
わ
ち
、
本
質
世
界
の
特
色
と
さ
れ
る

が
、
大
乗
仏
教
で
は
絶
対
的
な
真
理
を
意
味
す
る
)
。

(
法
身
と
は
、
細
か
な
解
釈
の
相
違
は
あ
る

近世日本における儒仏一致論とその展開

そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
名
付
け
よ
う
の
な
い
本
質
世
界
こ
そ
が
、
道
徳
や
「
法
」
の
淵
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る

(
資
料
⑪
)
。
現
実
世
界
に
お
い
て
は
、
一
ゴ
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
自
他
の
区
別
や
社
会
階
層
の
格
差
、
価
値
の
優
劣
関
係
が
存
在
し
、
秩
序
を

維
持
す
る
た
め
の
道
徳
や
法
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
支
配
者
に
よ
っ
て
恋
意
的
に
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
質
世
界
に

由
来
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
本
質
世
界
の
想
定
か
ら
、
現
実
世
界
に
お
け
る
価
値
の
優
劣
関
係
を
常
に
問
い
直
す
と
い
う
視
点
が
発
生
す
る
。
例
え

ば
国
王
の
価
値
は
、
必
ず
し
も
自
明
と
は
さ
れ
な
い
。
政
府
の
上
級
官
吏
が
権
力
を
有
す
る
の
も
、
人
民
の
委
託
に
よ
り
発
生
す
る
と
さ
れ

る
。
そ
も
そ
も
国
家
が
存
在
す
る
目
的
は
、
人
民
の
福
利
厚
生
で
あ
り
、
人
民
の
福
利
厚
生
を
図
る
限
り
に
お
い
て
、
官
吏
は
権
限
を
委
託

北法55(3・13)919

さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
資
料
⑬
)
。
こ
れ
は
一
見
、
西
洋
の
社
会
契
約
説
と
み
ま
ご
う
主
張
で
あ
り
、
実
際
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

陸
相
殉
南
は
「
近
時
政
論
考
』
の
中
で
、
烏
尾
の
議
論
を
ル
ソ

l
の
人
間
不
平
等
起
源
論
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
、
自
由
党
、
改
新
党
を
こ



説

(M) 

え
る
進
歩
主
義
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。

論

注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
真
辺
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
得
庵
は
政
府
設
立
の
た
め
の
契
約
な
ど
は
想
定
し
て
い
な
い
。
得
庵
の
想
定
す
る

本
質
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
契
約
を
担
う
個
々
の
「
主
体
」
が
ま
だ
存
在
し
な
い
(
自
他
、
物
我
未
分
)
の
で
、
社
会
契
約
説
と
は

(
日
)

異
な
る
。
し
か
し
、
現
実
の
政
治
社
会
が
成
立
す
る
基
盤
と
し
て
、
超
現
実
的
、
超
歴
史
的
状
態
を
想
定
し
て
い
る
点
で
、
得
庵
の
議
論
を

一
種
の
自
然
状
態
論
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
西
洋
の
社
会
契
約
説
論
者
が
想
定
す
る
自
然
状
態
は
、
政
治
社
会
の

存
在
意
義
や
政
府
の
職
権
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
の
、
何
ら
か
の
政
治
的
理
念
や
原
則
を
引
き
出
す
た
め
に
仮
構
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
決

し
て
歴
史
的
実
在
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
自
然
状
態
と
は
、
超
現
実
的
、
超
歴
史
的
な
状
態
で
あ
っ
た
。
他
方
、
得
庵
に
お
け
る
本

質
世
界
は
、
人
間
の
平
等
や
公
平
性
、
自
他
の
共
存
と
い
っ
た
様
々
な
理
念
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
な
抽
象
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
に

道
徳
や
法
の
起
源
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
質
的
な
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
機
能
的
に
見
る
な
ら
ば
、
得
庵
に
お
け
る
本
質
世
界

は
、
ち
ょ
う
ど
社
会
契
約
説
論
者
に
お
け
る
自
然
状
態
論
と
同
様
に
、
現
実
の
政
治
制
度
や
社
会
関
係
の
在
り
方
を
検
証
す
る
た
め
の
足
掛

か
り
を
提
供
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
仏
教
的
な
本
質
世
界
が
、
あ
る
種
の
「
法
の
精
神
」
を
供
給
す
る
一
方
、
儒
学
に
お
け
る

民
本
主
義
的
理
念
、
す
な
わ
ち
政
治
は
民
の
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
理
念
が
存
在
し
た
こ
と
で
、
得
庵
の
立
憲
君
主
制
論
が
儒
道
、
仏
道

と
い
う
伝
統
思
想
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
五
)
終
わ
り
に
・
い
く
つ
か
の
論
点

こ
の
報
告
で
取
り
上
げ
た
白
隠
禅
師
、
石
田
梅
岩
、
烏
尾
得
庵
と
い
う
人
物
は
、
直
接
の
師
弟
関
係
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
著
作
を
参
考
に
し
た
形
跡
も
な
い
。
し
か
し
、
参
J

禅
経
験
を
持
ち
、
本
質
世
界
の
探
求
を
行
っ
た
と
い
う
点
で
、
共
通
の
体
験
を
持
つ
。
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こ
の
報
告
は
、
三
者
を
例
と
し
て
、
仏
性
説
お
よ
び
現
世
成
仏
論
と
い
う
ひ
と
つ
の
思
想
的
水
脈
が
存
在
し
た
こ
と
と
、
そ
こ
で
人
間
の
価

値
の
平
等
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
た
様
子
を
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
報
告
で
は
、
儒
仏
一
致
論
の
積
極
的
な
側
面
に
の
み
焦
点
を
当
て
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
得
庵
は

決
し
て
現
実
の
政
治
社
会
(
現
象
世
界
)
に
お
い
て
人
間
の
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
区
別
や
格
差
が
存
在

(
資
料
⑬
)
。
そ
の
た
め
得
庵
は
、
ル

す
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
本
質
的
な
価
値
に
お
い
て
は
平
等
だ
と
い
う
に
と
ど
ま
る

ソ
l
の
想
定
す
る
よ
う
な
自
然
状
態
論
と
、
自
ら
の
主
張
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
社
会
的
な
階
層
を
温
存
し
た
ま
ま
、
そ
れ

近世日本における儒仏一致論とその展開

ぞ
れ
の
価
値
の
平
等
性
を
主
張
す
る
の
は
、
石
田
梅
岩
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
社
会
の
変
革
を
志
向
す
る
思
想
は
生
ま
れ
ず
、
や
や
も
す
る
と
現
状
肯
定
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
批
判

が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
自
他
未
分
離
と
い
う
よ
う
な
本
質
世
界
を
想
定
す
る
場
合
、
個
の
自
立
が
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
回
の
報
告
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
得
庵
や
白
隠
禅
師
の
著
作
に
考
察
が
見
ら
れ

る)。し
か
し
、
福
沢
諭
吉
が
『
学
問
の
す
す
め
』
で
指
摘
し
た
通
り
、
「
権
利
の
平
等
」
と
い
う
概
念
は
、
「
あ
り
様
の
平
等
」
と
は
区
別
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
儒
仏
一
致
論
者
の
本
質
世
界
探
求
は
、
「
権
利
の
平
等
」
す
な
わ
ち
人
間
の
存
在
価
値
の
平
等
性
を
め

ぐ
る
思
索
の
跡
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
報
告
を
行
う
直
前
に
、
筆
者
を
内
地
研
究
員
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
の
渡
辺
浩
氏
、
苅
部
直
氏

に
丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
し
た
い
。
た
だ
し
、
文
責
の
す
べ
て
が
筆
者
自
身
に
あ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
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説

補
注(

1
)
帆
足
万
里
『
東
潜
夫
論
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
四
一
年
)
六
八
1

六
九
頁
。

(
2
)
手
島
堵
庵
『
曾
友
大
旨
』
邪
正
の
弁
、
に
「
孝
子
は
親
の
尊
ぶ
所
を
尊
ぴ
、
親
の
愛
す
る
所
を
愛
す
る
と
あ
り
。
さ
れ
ば
生
土
神
は
先
祖
父

母
の
重
ん
ず
る
所
、
檀
那
寺
に
於
て
も
こ
れ
又
同
じ
。
」
と
あ
る
(
『
増
補
手
島
堵
庵
全
集
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
三
年
、
九
九
頁
)
。

(3)
今
北
洪
川
『
禅
海
一
滴
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
三
五
年
)
巻
の
上
、
二
七
l
二
八
頁
、
巻
の
下
、
一
貫
第
四
則
(
五
二
|
五
三
頁
)
な
ど
。
な

ぉ
、
こ
の
『
禅
海
一
澗
』
は
、
後
年
、
平
塚
ら
い
て
う
が
参
禅
を
決
意
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
書
物
で
あ
る
(
『
自
伝
平
塚
ら
い
て
ふ
』
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
、
四
六
l
四
七
頁
)
。

(
4
)
石
門
心
学
と
禅
の
関
連
性
に
着
目
す
る
先
行
研
究
は
注

(8)
に
挙
げ
る
通
り
で
あ
る
が
、
修
養
方
法
に
お
け
る
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る

に
と
ど
ま
り
、
仏
性
説
に
踏
み
込
ん
だ
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
石
門
心
学
の
流
行
を
仏
性
説
の
一
般
的
流
布
と
し
て
解
釈
す
る

こ
と
に
関
し
て
は
、
さ
ら
な
る
慎
重
な
論
証
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

(5)
末
木
文
美
士
「
橘
染
子
の
禅
理
解
」
(
『
江
島
恵
教
博
士
追
悼
記
念
論
集
空
と
実
在
』
春
秋
社
、
二
O
O
O
年
、
所
収
)
を
参
照
。
な
お
末
木

氏
の
厚
意
に
よ
り
、
智
月
(
柳
沢
吉
保
の
妻
妾
で
あ
っ
た
橘
染
子
と
同
一
人
物
と
さ
れ
る
)
の
手
に
成
る
「
無
門
関
』
注
釈
書
の
存
在
を
知
り
、

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
。

(6)
潮
音
道
海
『
霧
海
指
南
』
(
「
禅
門
法
語
集
』
復
刻
版
下
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八
年
)
一
六
一

l

一
六
二
頁
を
参
照
。
な
お
、
真
の

主
体
に
つ
い
て
、
「
貧
賎
な
る
人
の
見
聞
の
主
も
、
富
貴
な
る
人
の
見
聞
の
主
も
ひ
と
つ
也
。
然
ら
ば
富
貴
貧
賎
学
無
学
老
少
男
女
を
論
ぜ
ず
、

此
見
聞
の
主
人
別
に
替
り
あ
る
べ
か
ら
ず
。
固
定
れ
を
一
味
平
等
の
法
と
申
し
て
・
・
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
(
同
一
六
二
頁
)
。

(
7
)
白
隠
慧
鶴
『
四
智
弁
』
(
『
白
隠
和
尚
全
集
』
第
六
巻
、
竜
吟
社
、
一
九
三
四
年
、
所
収
)
一
一
一
一
一
六
三
二
八
頁
。

(
8
)
石
門
心
学
と
禅
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
石
川
謙
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
三
八
年
)
五
四
頁
ほ
か
、
伊
豆
山
善
太

郎
「
心
学
と
禅
」
(
『
心
学
』
第
五
巻
、
雄
山
間
、
一
九
四
二
年
)
に
言
及
が
あ
る
。
新
し
い
研
究
書
と
し
て
は
、
古
5
0
〉
邑
2
8ロ
印
曲
者
一
旦
P

む
も
5
2
5
E
a
s
h
E
E守
N
S
ム
S
w
a
b
E旨
hEhbES
町
公
害
司

EHF-Rミ
E
q
k
E
P
E
5
5
q
。2
2
g
p
g・-
3凶
が
あ
る
。

(9)
石
田
梅
岩
『
都
都
問
答
』
巻
之
二
「
禅
僧
俗
家
ノ
殺
生
ヲ
議
ル
ノ
段
」
(
『
石
田
梅
岩
全
集
』
上
巻
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
二
年
、
所
収
、

五
五
|
五
六
頁
)
を
参
照
。

(
日
)
石
川
謙
、
前
掲
書
、
一
五
O
頁
な
ど
。

言'h.
a岡
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近世日本における儒仏一致論とその展開

(
日
)
井
筒
俊
彦
『
意
識
と
本
質
」
(
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
)
は
、
イ
ス
ラ
ム
哲
学
の
伝
統
を
援
用
し
つ
つ
、
「
本
質
」
概
念
を
普
遍
的
「
本
質
」

と
個
体
的
「
本
質
」
の
二
つ
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
宋
学
の
世
界
観
を
普
遍
的
「
本
質
」
実
在
論
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
「
本
質
」

概
念
を
妄
念
と
す
る
「
本
質
否
定
論
」
を
特
徴
と
す
る
禅
の
世
界
観
と
対
極
に
位
置
づ
け
る
(
八
八
、
二
一
O
頁
)
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、

宋
学
に
お
け
る
普
遍
的
「
本
質
」
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
「
本
質
」
が
無
に
帰
し
て
消
滅
し
て
し
ま
う
無
「
本
質
」
の
一
点
」
(
九
八
頁
)
に

お
い
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
事
物
を
分
節
化
し
個
別
性
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
表
層
意
識
で
は
把
握
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
宋
学
者
が
本
質
把
握
を
行
う
際
の
(
い
わ
ゆ
る
「
籍
然
貫
通
」
の
)
意
識
が
、
禅
に
お
け
る
「
無
心
」
や
「
非
思
量
的
意
識
」
に
通
底

す
る
も
の
で
あ
り
、
「
東
洋
的
意
識
論
」
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
の
意
義
と
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
(
一

o
oー一
O
一
頁
)
。
本
稿
で
「
本

質
世
界
」
と
名
付
け
た
の
は
、
井
筒
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
絶
対
無
分
節
」
の
境
(
意
識
、
存
在
の
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト
)
(
一
ム
ハ
一
三
貝
)

に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
事
物
の
世
界
を
意
味
す
る
。

(
ロ
)
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
)
一
七
五
一
七
六
頁
。

(
日
)
真
辺
将
之
「
近
代
国
家
形
成
期
に
お
け
る
伝
統
思
想
|
|
鳥
尾
小
弥
太
『
王
法
論
』
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
「
早
稲
田
大
学
大
学
院
丈

学
研
究
科
紀
要
」
第
四
七
輯
第
四
分
冊
、
二
O
O
一
年
)
、
「
鳥
尾
小
弥
太
に
お
け
る
政
府
批
判
の
形
成

1

1
『
王
法
論
」
執
筆
ま
で

l
l」(『日

本
歴
史
』
第
六
五
七
号
、
二
O
O
三
年
)
を
参
照
。

(
弘
)
「
先
生

[
H
鳥
尾
得
庵
]
既
に
天
地
平
等
万
物
一
体
、
初
よ
り
高
卑
物
我
の
分
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
以
て
理
説
の
根
本
と
為
す
。
平
等
を
本
と
し

て
差
別
を
末
と
す
る
こ
と
殆
ん
ど
夫
の
ル

l
ソ
l
の
人
間
不
平
等
原
因
論
に
似
た
る
も
の
あ
り
。
」
「
自
称
保
守
論
派
の
論
旨
は
西
学
者
の
社
会

契
約
の
論
に
近
似
し
、
殆
ん
ど
夫
の
自
由
論
派
又
は
改
新
論
派
の
上
に
凌
駕
す
る
の
進
歩
主
義
な
り
と
云
ふ
べ
し
」
(
陸
渇
南
(
安
政
四
・
一
八

五
七
|
明
治
四
0
・
一
九
O
七
年
)
『
近
時
政
論
考
」
)
。

(
日
)
真
辺
氏
前
掲
論
文
(
二
O
O
一
年
)
、
七
三
頁
参
照
。

資
料(

こ
儒
仏
一
致
論
の
背
景

①
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
(
『
浬
般
市
経
』
)
。

②
「
仏
の
智
見
を
開
く
、
即
ち
是
出
世
、
衆
生
の
知
日
見
を
開
く
、
即
ち
是
れ
世
間
」
(
『
六
祖
壇
経
』
)
。

北法55(3・17)923



説

①
「
{
『
父
母
恩
重
経
』
に
]
肉
を
切
り
、
骨
を
砕
て
報
と
も
、
須
出
火
の
思
を
も
報
ず
る
事
を
得
べ
か
ら
ず
、
と
説
玉
へ
り
。
此
恩
を
顧
ず
ん
ば
、
人

倫
に
あ
ら
ず
」
(
鈴
木
正
三
『
反
故
集
』
)
。

④
「
親
の
産
附
た
る
貴
き
仏
心
を
凡
夫
に
仕
か
え
る
事
、
大
不
孝
の
至
り
也
」
(
盤
珪
永
琢
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
)

0

論

(
二
)
白
隠
慧
鶴
「
兎
専
使
稿
』
『
隻
手
音
声
』

⑤
「
儒
仏
は
名
に
し
て
皮
毛
の
如
し
。
大
道
は
実
に
し
て
骨
髄
の
如
し
。
有
道
の
士
は
大
道
の
骨
髄
の
み
を
見
て
、
皮
毛
の
儒
仏
有
る
事
を
み
ず
。

軽
薄
の
族
は
、
骨
髄
の
大
道
を
求
め
ず
、
却
て
皮
毛
の
儒
仏
を
隔
つ
。
甚
し
き
者
は
、
恰
も
冠
縦
の
如
く
す
。
」

@
「
兎
角
、
三
教
之
学
者
、
何
れ
に
限
ら
ず
、
第
一
は
大
道
の
淵
源
に
一
回
徹
底
仕
つ
ら
ず
侯
ひ
て
は
、
何
事
も
夢
現
の
如
く
に
て
、
確
と
致
し
た

る
心
地
は
之
れ
無
き
事
に
候
。
」

⑦
「
大
凡
仏
理
の
源
底
を
究
る
時
は
、
必
ず
仁
道
の
本
根
に
徹
底
す
る
事
、
必
然
の
義
に
候
。
」

「
若
し
人
欲
を
制
せ
む
と
欲
せ
ば
、
急
に
須
く
道
を
見
る
べ
し
。
」
「
儒
門
は
是
を
人
欲
と
云
ひ
、
釈
氏
は
是
を
結
伎
の
煩
悩
と
云
ふ
。
・
:
夫
れ
人

は
道
を
見
る
時
は
、
結
使
断
じ
、
人
欲
尽
く
。
」
「
此
に
至
っ
て
初
め
て
人
々
具
足
の
明
徳
、
本
来
円
明
に
、
本
来
清
浄
な
る
こ
と
を
徹
証
す
。
」

⑧
「
唯
今
、
此
文
を
披
覧
し
、
或
は
談
論
し
、
蔦
縁
に
感
じ
て
夫
れ
ぞ
れ
に
働
き
も
て
行
く
底
、
是
れ
何
物
ぞ
、
是
れ
心
な
り
や
、
是
性
な
り
や
:
・

是
非
々
々
一
回
分
明
に
見
届
け
ず
ば
置
く
ま
じ
き
ぞ
と
:
・
働
み
進
み
侍
ら
ば
、
い
つ
し
か
妄
想
思
量
の
境
を
打
越
へ
、
前
後
裁
断
底
の
工
夫
現
前

し
て
、
男
に
あ
ら
ず
女
に
あ
ら
ず
、
賢
に
あ
ら
ず
愚
に
あ
ら
ず
、
生
あ
る
事
を
見
ず
、
死
あ
る
事
を
見
ず
、
唯
一
向
、
空
洞
々
地
虚
潤
々
地
に
し

て
、
重
夜
の
分
ち
を
見
ず
、
心
身
と
も
に
消
へ
失
す
る
心
地
は
幾
た
び
も
之
れ
有
る
事
に
候
。
」

智
月
『
鳥
の
そ
ら
音
』
参
照
。

⑨
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
き
け
ば
、
い
き
と
し
生
け
る
も
の
は
皆
、
無
始
畷
劫
の
古
へ
よ
り
此
方
寸
の
[
肉
体
の
]
中
に
た
ふ
と
き
仏
の
御
心
を

そ
な
え
て
、
か
く
る
こ
と
な
き
功
徳
あ
つ
め
る
に
や
あ
ら
ん
。
」
「
此
仏
性
な
る
も
の
、
浄
妙
の
玉
の
ご
と
く
煩
悩
無
明
の
け
が
れ
に
染
ず
し
て
、

照
り
か
が
や
き
た
る
質
に
や
あ
ら
ん
。
或
は
浄
穣
の
へ
だ
で
も
な
く
、
凡
聖
の
わ
か
ち
も
な
く
、
本
来
平
等
の
こ
と
は
り
に
や
あ
ら
ん
」
(
『
無
門

関
』
第
一
則
越
州
狗
子
の
注
)
。

「
男
、
を
ん
な
と
い
う
こ
と
も
世
の
中
の
夢
、
幻
の
す
が
た
の
み
に
て
、
誠
に
は
あ
ら
ぬ
に
や
あ
ら
ん
」
(
『
無
門
関
』
第
四
二
則
女
子
出
定
の
注
)
。
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(
三
)
石
田
梅
岩
『
石
田
先
生
語
録
」

⑪
「
釈
氏
の
見
性
と
云
へ
る
は
儒
道
の
性
を
知
る
と
実
は
異
な
る
こ
と
な
し
。
」

「
即
今
見
た
り
開
た
り
す
る
所
の
主
は
是
何
者
ぞ
、
日
疋
何
者
ぞ
と
行
ず
る
者
は
何
者
ぞ
、
住
す
る
者
は
何
者
ぞ
、
坐
す
る
者
は
何
者
ぞ
、
臥
す
る

者
は
何
者
ぞ
と
、
急
々
に
眼
を
付
て
見
べ
し
。
:
・
終
に
は
見
聞
覚
知
・
行
住
坐
臥
を
為
の
主
を
見
得
す
る
こ
と
有
べ
し
。
是
即
自
性
な
り
。
」

⑪
「
自
他
を
阻
る
欲
心
を
去
る
時
は
天
地
一
面
我
心
と
な
る
。
天
地
を
心
と
す
る
ゆ
へ
に
知
ら
ざ
る
者
よ
り
は
広
大
に
し
て
見
難
し
。
」

⑫
「
実
の
商
人
は
先
も
立
ち
、
我
も
立
つ
こ
と
を
思
ふ
な
り
。
」

⑬
「
欲
を
離
れ
き
へ
す
れ
ば
、
人
間
は
一
等
な
り
。
」

⑪
「
士
農
工
商
お
の
お
の
職
分
は
異
れ
ど
も
、
一
理
を
会
得
す
る
ゆ
ゑ
、
士
の
道
を
云
え
ば
農
工
商
に
通
ひ
、
農
工
商
の
道
を
云
へ
ば
士
に
通
ふ
o
」

近世日本における儒仏一致論とその展開

(
四
)
鳥
尾
得
庵
『
王
法
論
』
『
時
事
談
』

⑮
「
天
地
平
等
万
物
一
体
、
未
だ
か
つ
て
高
卑
物
我
の
分
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」

「
無
名
は
天
地
の
始
め
な
り
よ
「
物
の
物
為
る
、
必
ず
し
も
自
他
あ
ら
ず
。
蓋
し
自
他
な
る
者
は
我
愛
に
生
じ
、
す
間
違
広
厚
な
る
者

[
H
様
々
な

区
別
]
は
我
見
よ
り
生
ず
。
」

⑮
「
心
に
我
愛
な
け
れ
ば
則
ち
一
身
も
亦
天
地
な
り
。
・
:
天
地
も
亦
一
身
也
。
夫
れ
惟
だ
一
身
、
故
に
争
わ
ず
・
:
是
れ
吾
が
平
等
の
法
身
な
り
。
」

⑪
「
仁
者
之

[
H
平
等
の
法
身
]
を
見
れ
ば
之
を
仁
と
請
、
っ
。
智
者
之
を
見
れ
ば
之
を
智
と
謂
う
。
王
者
之
を
見
れ
ば
之
を
法
と
謂
う
。
」

⑬
「
国
家
の
:
・
本
づ
く
所
は
自
他
共
済
の
義
な
り
。
其
の
由
る
所
は
利
用
厚
生
の
道
な
り
。
」

「
[
官
吏
に
]
其
の
権
有
る
所
以
の
者
は
何
ぞ
や
。
民
人
之
を
托
す
な
り
。
蓋
し
民
人
の
許
す
所
の
者
は
自
他
共
済
の
法
な
り
。
民
人
の
托
す
る

所
の
者
は
利
用
厚
生
の
道
な
り
。
」

(
五
)
終
わ
り
に
一
い
く
つ
か
の
論
点

⑬
「
抑
も
平
等
と
は
差
別
に
対
す
る
名
な
り
。
故
に
決
し
て
差
別
を
破
滅
す
る
語
に
は
あ
ら
ず
。
:
・
其
の
差
別
は
差
別
の
億
に
し
て
、
其
の
上
に
平

等
の
理
あ
る
を
云
ふ
な
り
。
」

@
「
天
地
の
問
に
二
種
の
真
理
な
き
に
於
て
は
、
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一
物
の
理
が
一
切
万
物
の
理
な
り
。
・
:
万
理
を
一
理
に
し
て
、
其
の
真
理
を
知
る
に
足
ら
ば
、
則



説

ち
生
死
の
理
を
明
ら
む
る
に
及
か
ず
。
」

圭子ふ

両岡

参
考
図
一
鎌
田
一
窓
『
限
覚
絵
姿
』
挿
絵
「
お
く
の
奥
ま
で
き
が
し
て
見
て
も
か
ぎ
り
知
ら
れ
ぬ
我
こ
こ
ろ
」
(
石
川
謙
、
前
掲
書
、

一
四
九
頁
)

付
記本

稿
は
、
二
O
O
一
二
年
七
月
一
一
一
日
に
日
韓
政
治
思
想
学
会
第
二
回
共
同
学
術
会
議
「
日
本
と
韓
国
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
宗
教
の
問
題
」
(
於
、

法
政
大
学
)
に
お
い
て
、
故
野
村
真
紀
助
教
授
が
「
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
仏
一
致
論
と
そ
の
展
開
」
と
題
し
て
報
告
さ
れ
た
原
稿
を
、
ご
遺
族
の
了

承
を
得
た
上
で
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
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