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掘
り
下
げ
て
い
る
。

幸
い
な
こ
と
に
我
々
は
両
者
の
対
話
の
軌
跡
を
如
実
に
通
覧

す
る
事
が
で
き
る
。
以
下
に
そ
の
豊
穣
な
対
話
の
結
実
を
時
系

列
に
従
っ
て
列
挙
し
て
み
よ
う
。

①
『
歴
史
の
イ
エ
ス
を
語
る
』（
一
九
八
四
年
二
月
、春
秋
社
）

②
『「
般
若
心
経
」
を
解
く
』（
一
九
八
五
年
六
月
、
講
談
社
）

③
『
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
』（
一
九
八
五
年
十
二
月
、青
土
社
）

④
『
親
鸞
と
パ
ウ
ロ
』（
一
九
八
九
年
一
月
、
青
土
社
）

⑤
『
禅
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』（
一
九
八
九
年
十
二
月
、
青 

 
土
社
）

⑥
『
ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る
と
き
』（
一
九
九
〇
年
十
月
、
青 

一

周
知
の
如
く
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
間
に
は
多
様
な
形
態
の

交
流
が
存
在
す
る
が
、
就
中
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
で
あ
る

八
木
誠
一
先
生
と
禅
者
で
あ
る
秋
月
龍
珉
老
師
と
の
間
で
継
続

的
に
交
わ
さ
れ
た
一
連
の
活
発
な
対
話
は
刮
目
に
値
す
る
で
あ

ろ
う
。

済
門
の
禅
者
と
し
て
世
に
立
つ
が
青
年
期
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
洗
礼
を
受
け
た
秋
月
老
師
と
、
新
約
学
の
権
威
で
あ
り
な

が
ら
禅
を
含
め
て
仏
教
に
造
詣
の
深
い
八
木
先
生
は
、
と
き
に

狩
人
の
ご
と
く
相
手
の
信
奉
す
る
教
義
を
涯
際
ま
で
追
い
詰
め
、

あ
る
い
は
坑
夫
さ
な
が
ら
に
自
己
の
信
仰
の
鉱
脈
を
深
奥
ま
で

 

禅
体
験
と
キ
リ
ス
ト
者

八
木
誠
一
先
生
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
体
験
を
め
ぐ
っ
て

安
永
祖
堂
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土
社
）

⑦
『
無
心
と
神
の
国
』（
一
九
九
六
年
五
月
、
青
土
社
）

因
み
に
討
論
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
八
木
先
生
は
、
両
者

の
一
連
の
対
話
を
三
期
に
分
割
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
期

は
①
、
②
、
③
ま
で
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
は
い
わ
ば
相
互
に

基
礎
的
な
情
報
の
授
受
を
交
わ
す
レ
ベ
ル
と
す
る
。
次
の
④
及

び
⑤
で
は
、
前
段
階
を
土
台
と
し
て
更
に
踏
み
込
ん
だ
相
互
理

解
を
試
み
た
と
い
う
第
二
期
に
な
る
。
そ
し
て
第
三
期
と
し
て

⑦
が
あ
り
、
と
り
わ
け
「
行
」
の
方
法
論
を
見
据
え
て
論
議
を

重
ね
た
も
の
と
把
捉
し
て
い
る

1

。

か
た
や
秋
月
老
師
は
、①
と
③
を
仏
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
（
新

約
学
）
を
学
ぼ
う
と
試
み
た
記
録
で
あ
り
、
②
は
大
乗
仏
教
の

「
空
」の
思
想
を
キ
リ
ス
ト
者
に
紹
介
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

そ
し
て
③
と
④
は
、
そ
う
し
た
思
想
的
な
準
備
を
し
た
上
で
の

本
格
的
な
宗
教
間
対
話
の
記
録
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に

は
⑥
を
宗
教
哲
学
的
討
論
の
成
果
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
と
認

知
し
て
い
る
よ
う
だ

2

。

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
九
四
年
に
出
来
し
た

秋
月
老
師
の
健
康
問
題
も
あ
っ
て
、
八
木
先
生
の
仕
事
と
し
て

の
⑦
の
刊
行
を
も
っ
て
一
連
の
対
話
は
と
り
あ
え
ず
の
結
節
点

に
到
達
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
今
回
拙
論
に
於
い
て
諸
賢
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
の
は
、

そ
れ
ら
対
談
記
録
中
の
⑤
、
あ
る
い
は
⑥
及
び
⑦
に
も
登
場
す

る
、
一
九
五
八
年
八
月
に
当
時
西
独
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
留
学

中
の
八
木
先
生
が
体
験
し
た
あ
る
出
来
事
に
対
す
る
解
釈
の
試

み
で
あ
る
。

⑤
の
『
禅
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』
に
於
い
て
は
、「
あ
る
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
禅
仏
教
体
験
」
と
い
う
一
章
を
設
け
、
秋
月
老

師
が
以
下
の
よ
う
に
切
り
出
し
て
い
る
。

八
木
さ
ん
が
キ
リ
ス
ト
者
の
内
村
鑑
三
の
高
弟
で
あ
る
父
上

の
も
と
で
育
っ
て
来
ら
れ
て
、
正
統
派
の
キ
リ
ス
ト
教
を
信

じ
て
い
ら
れ
た
の
が
、
ド
イ
ツ
に
留
学
さ
れ
て
、
そ
の
時
に

あ
る
種
の
禅
経
験
と
い
う
か
、
と
て
も
仏
教
的
な
経
験
を
さ

れ
て
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
両
教

に
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
れ
た
。
そ
の
原
点
と

い
う
か
、
例
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
で
の
体
験
と
い
う
も
の
を
話

し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
こ
か
ら
禅
の
話
に
入
っ
て
い
く
ほ
う

が
、
読
者
の
皆
さ
ん
に
は
話
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
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か
と
考
え
ら
れ
ま
す

3

。

そ
れ
に
応
え
て
、
八
木
先
生
が
自
身
の
体
験
を
披
露
し
て
い

る
の
が
次
の
箇
所
で
あ
る
。

二
人
と
別
れ
て
か
ら
、
マ
イ
ン
ツ
か
ら
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
ま
で

汽
車
に
乗
っ
た
ん
で
す
。
快
速
に
乗
っ
た
ん
で
す
が
、
四
、五

時
間
か
か
る
ん
で
す
。
幸
い
席
が
非
常
に
す
い
て
い
た
も
の

で
す
か
ら
、
四
人
掛
け
の
窓
ぎ
わ
に
ひ
と
り
で
坐
っ
て
、
早

速
そ
の
抜
き
刷
り
を
読
ん
だ
ん
で
す
。
そ
れ
は
漢
文
と
ド
イ

ツ
語
の
対
訳
で
し
た
か
ら
、
漢
文
で
読
ん
で
分
か
ら
な
い
と

こ
ろ
は
ド
イ
ツ
語
で
読
み
、
ド
イ
ツ
語
で
分
か
ら
な
い
と
こ

ろ
は
、
漢
文
で
読
み
ま
し
た
。
そ
れ
に
く
わ
し
い
解
説
や
註

が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
一
所
懸
命
読
み
ま
し
た
ね
。

　

第
一
則
は
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
則
な
ん
で
す
が
、
梁
の

武
帝
と
達
磨
さ
ん
の
問
答
で
す
ね
。「
聖
諦
第
一
義
と
い
う
の

は
何
か
」
と
武
帝
が
聞
い
た
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
達
磨
さ

ん
が
「
廓
然
無
聖
だ
」
と
答
え
た
。
そ
れ
で
、「
で
は
、
私
の

前
に
い
る
の
は
誰
か
」と
武
帝
が
聞
い
た
ら
、達
磨
さ
ん
が「
わ

し
は
知
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。

　

お
寺
を
建
て
た
り
し
た
ら
、
何
の
功
徳
が
あ
る
か
と
。
そ

う
聞
い
た
ら
達
磨
が
「
な
い
」
と
言
っ
た
、
あ
の
話
の
続
き

で
す
ね
。

　

や
っ
ぱ
り
何
の
話
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
、

読
ん
じ
ゃ
あ
考
え
、考
え
ち
ゃ
あ
読
み
、や
っ
て
い
ま
し
た
ら
、

す
っ
か
り
く
た
び
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
カ
ッ
セ
ル
と
い
う

町
が
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
南
方
に
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
手
前

の
所
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
ぽ
け
っ
と
外
を
見
て
い
た

ん
で
す
。
あ
の
辺
は
林
と
牧
場
が
見
え
る
所
で
、
ぼ
ん
や
り

外
を
見
て
い
ま
し
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
雨
が
や
ん
で
雲
が
切
れ

た
ん
で
す
。
真
っ
青
な
空
が
見
え
て
広
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。

そ
し
た
ら
突
然
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
言
葉
が
ひ
ら
め
い
て
、

立
ち
上
が
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
世
の
中
が
す
っ
か
り
変
わ

っ
て
見
え
ま
し
た
ね
。
そ
れ
は
あ
と
で
気
が
つ
い
て
み
れ
ば

確
か
に
「
言
語
化
以
前
の
あ
り
の
ま
ま
」
で
し
た
。
と
に
か

く
び
っ
く
り
し
て
し
ま
い
ま
し
て
、「
こ
れ
は
何
事
か
」
と
呆

然
と
し
て
立
っ
て
い
ま
し
た
。
最
初
に
感
想
に
な
っ
て
出
た

言
葉
は
、「
自
分
は
今
ま
で
木
は
木
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
何
と
い
う
間
違
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
。
そ
う

い
う
言
葉
で
し
た

4

。
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と
こ
ろ
で
、
八
木
先
生
は
こ
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
で
の
体
験
に

つ
い
て
は
別
の
場
所
で
も
述
懐
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
キ
リ
ス

ト
教
は
信
じ
う
る
か
』（
一
九
七
〇
年
、
講
談
社
）
に
は
以
下
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
生
の
体
験
の
詳
細
を
可
能
な
限
り

綿
密
に
把
握
す
る
必
要
上
、
煩
を
厭
わ
ず
再
度
引
用
し
て
お
こ

う
。帰

り
に
は
先
生
は
わ
ざ
わ
ざ
ウ
ル
ム
の
駅
ま
で
送
っ
て
来
て

下
さ
っ
た
。
そ
し
て
駅
で
私
と
Ｋ
氏
―
Ｔ
氏
は
先
に
マ
イ
ン

ツ
に
帰
ら
れ
た
―
と
に
、
先
生
の
訳
さ
れ
た
碧
巌
録
第
一
則

の
抜
刷
を
下
さ
っ
た
。こ
れ
は
私
が
グ
ン
デ
ル
ト
先
生
に
、「
父

が
グ
ン
デ
ル
ト
先
生
と
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
と
き
、
先
生

は
し
き
り
に
達
磨
の
話
を
し
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
」
と
い

っ
た
の
で
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
達
磨
と
武
帝
の
対
話
で
あ
る

碧
巌
録
第
一
則
を
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
抜
刷
は
漢
文
と
ド

イ
ツ
語
の
対
訳
で
、
解
説
が
つ
い
て
い
た
。

　

さ
て
私
は
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
帰
る
た
め
、
マ
イ
ン
ツ
か
ら

一
人
で
快
速
列
車
に
乗
っ
た
。
四
時
間
程
か
か
る
列
車
の
中

で
、
私
は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
い
た
だ
い
た
対
訳
を
読
み
、

考
え
、
ま
た
読
み
し
て
い
た
。
碧
巌
録
第
一
則
の
主
要
部
分

は
梁
の
武
帝
と
達
磨
の
次
の
よ
う
な
対
話
で
あ
る
。
武
帝
が

達
磨
に
、「
存
在
は
有
で
も
あ
り
ま
た
無
で
も
あ
る
が
、
有
と

無
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
ぎ
り
ぎ
り
の
真
理
は
何
か
」
と
問
う
。

す
る
と
達
磨
は
「
廓
然
無
聖
」（
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
の
吹
き
抜
け

で
、
こ
れ
が
真
理
だ
な
ど
と
い
え
る
も
の
は
な
い
ぞ
）
と
答

え
る
。
武
帝
に
は
こ
の
意
味
が
解
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
が「
私

の
前
に
い
る
の
は
誰
だ
」
と
問
う
と
、達
磨
は
「
知
ら
な
い
よ
」

と
答
え
た
―
。

　

ち
ょ
う
ど
四
人
掛
の
座
席
に
は
私
一
人
し
か
い
な
か
っ
た

の
で
、
読
ん
だ
り
考
え
た
り
す
る
に
は
都
合
が
よ
か
っ
た
。

そ
こ
で
私
は
、
漢
文
で
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
ド
イ
ツ
語
で
読

み
、
ド
イ
ツ
語
で
意
味
の
と
れ
な
い
と
こ
ろ
は
漢
文
を
見
、

ど
ち
ら
で
も
解
ら
な
い
と
こ
ろ
は
考
え
る
―
こ
う
し
て
ど
れ

ほ
ど
時
間
が
た
っ
た
ろ
う
か
。
私
は
テ
ク
ス
ト
と
の
苦
闘
で

く
た
く
た
に
疲
れ
果
て
て
い
た
。
列
車
は
カ
ッ
セ
ル
の
手
前

を
走
っ
て
い
た
。
こ
の
あ
た
り
は
地
形
に
起
伏
が
多
く
、
私

は
ぼ
ん
や
り
と
窓
の
外
を
走
り
去
る
林
や
畑
を
眺
め
て
い
た
。

雨
が
い
つ
か
あ
が
り
、
ち
ょ
う
ど
雲
が
切
れ
て
、
そ
こ
か
ら

の
ぞ
い
た
青
空
が
み
る
み
る
拡
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
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何
も
か
も
忘
れ
て
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
、
裂
け
た
雲
の
間
に
拡

が
っ
て
ゆ
く
澄
ん
だ
青
空
を
み
て
い
た
と
き
、
突
然
私
の
頭

の
中
に
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
言
葉
が
閃
き
わ
た
っ
た
。
思

わ
ず
あ
っ
と
声
を
立
て
て
、
私
は
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。
そ

う
だ
、
何
も
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
、
何
も
か
も
前
と
同
じ

ま
ま
の
窓
外
の
風
景
が
、
し
か
し
ま
っ
た
く
新
し
く
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
依
前
と
は
違
う
。
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
さ

っ
き
と
も
違
う
。
私
の
頭
を
縛
っ
て
い
た
枷
が
砕
け
て
落
ち

た
よ
う
な
気
持
ち
が
し
て
い
た
。

　

少
し
落
ち
着
く
と
、
私
は
腰
を
お
ろ
し
て
あ
た
り
を
眺
め

ま
わ
し
た
。
何
が
起
こ
っ
た
の
か
よ
く
解
ら
な
い
。
し
か
し

最
初
に
言
葉
に
な
っ
た
感
想
は
、「
僕
は
今
ま
で
木
は
木
だ
と

思
っ
て
い
た
。
何
と
い
う
間
違
い
だ
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た

5

。

さ
て
秋
月
老
師
は
八
木
先
生
と
の
一
連
の
対
談
を
軌
道
に
乗

せ
る
以
前
に
、
こ
の
八
木
先
生
の
体
験
に
注
目
し
て
い
る
。
す

で
に
『
神
は
ど
こ
で
見
出
さ
れ
る
か
』（
一
九
七
七
年
、三
一
書
房
）

に
於
い
て
仔
細
に
考
察
を
加
え
て
い
る
論
評
が
見
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
論
評
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、『
兄
弟
』（
一
九
七
一

年
、
基
督
教
学
徒
兄
弟
団
）
一
八
五
号
か
ら
一
八
九
号
に
わ
た
っ

て
連
載
さ
れ
た
、
あ
る
座
談
会
の
筆
記
録
で
あ
る
。「
八
木
誠
一

氏
の
キ
リ
ス
ト
教
観
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
さ
れ
た
座
談
会
が
、

一
九
七
一
年
八
月
二
十
二
、二
十
三
の
両
日
に
当
時
の
妙
高
高
原

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
秋
月
老
師
は
特

に
こ
の
座
談
会
に
出
席
し
て
い
る
「
久
松
門
下
の
京
大
哲
学
科

の
Ｔ
教
授
」
に
よ
る
八
木
先
生
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
体
験
に
対
す

る
批
評
を
俎
上
に
載
せ
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
如
き
箇
所
を
見

て
い
た
だ
き
た
い
。

Ｔ
氏
は
ま
ず
八
木
の
『
碧
巌
録
』
第
一
則
の
現
代
日
本
語
訳

を
取
り
上
げ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
問
答
が
的
確
に
つ
か
ま
れ
て

い
な
い
と
批
評
す
る

6

。

　
「
廓
然
無
聖
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
け
っ
し
て
対
象
的
な

こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
、
い
っ
た
い
誰
が
「
廓
然
無
聖
」
か

と
自
分
は
問
い
た
い
、
と
一
見
ま
こ
と
に
禅
的
な
批
判
を
加

え
て
い
る

7

。

　

た
し
か
に
こ
の
座
談
会
で
の
Ｔ
教
授
の
発
言
は
辛
辣
で
、

「
あ
る
種
の
異
常
な
体
験
を
さ
れ
た
と
思
う
」
と
論
断
す
る
一

方
で
、
以
下
の
よ
う
に
も
批
判
し
て
い
る
。
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「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
の
は
八
木
さ
ん
は
そ
の
後
で
「
事
」

と
「
言
」
を
区
別
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

言
葉
に
捉
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
。
そ
う
な
ら
、
私
だ
っ

た
ら
、「
廓
然
無
聖
」
と
言
わ
ず
し
て
、「
廓
然
無
聖
」
を
ズ

バ
リ
と
出
現
さ
せ
て
み
て
下
さ
い
と
、問
い
た
い
で
す
ね
。「
廓

然
無
聖
」
と
い
う
こ
と
が
一
時
的
な
体
験
だ
け
で
あ
っ
て
は

困
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
で
も
、「
廓
然

無
聖
」
で
お
い
で
に
な
る
か
ど
う
か

8

。

こ
の
よ
う
に
、
全
面
的
に
八
木
先
生
の
体
験
の
価
値
自
体
を

否
定
す
る
論
調
で
終
始
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
は
、八
木
先
生
自
身
も
同
誌
一
九
一
号
で
「
仏

教
側
か
ら
の
批
評
に
答
え
て
」
と
題
す
る
論
稿
で
弁
駁
し
て
い

る
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
Ｔ
教
授
の
批
判
に
対
す
る
秋

月
老
師
の
反
応
で
あ
る
。

率
直
に
い
わ
せ
て
も
ら
う
と
、
Ｔ
氏
の
公
案
の
解
釈
は
理
に

落
ち
す
ぎ
て
私
に
は
い
た
だ
き
か
ね
る

9

。

あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
論
駁
し
て
、
自
身
が
Ｔ
教
授
と
同
じ

「
禅
者
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
認
め
つ
つ
も
、
八
木
先
生
を
只

管
に
擁
護
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
Ｔ
氏
は
ほ
ん
と
う
に
白
隱
下
の
室
内
で
こ
の
則
に

参
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
詩
的
な
著
語
が
三
つ

あ
っ
た
な
ど
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
や
は
り
実

際
に
公
案
に
参
じ
た
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
樹
が
今

ま
で
と
全
く
異
っ
て
見
え
た
と
い
う
八
木
の
経
験
（
彼
の
経

験
の
説
明
は
さ
て
お
い
て
）
の
中
に
、「
真
空
無
相
（
絶
対
否

定
）
即
真
空
妙
有
（
絶
対
肯
定
）」
と
い
う
達
磨
の
真
意
の
片

影
を
見
た
は
ず
で
あ
る
。
高
名
の
某
老
師
の
認
可
の
言
も
ま

た
こ
こ
を
押
さ
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
の
老
師
に

か
ぎ
っ
て
「
老
師
だ
っ
て
見
損
い
が
あ
る
」
な
ど
と
い
う
Ｔ

氏
の
よ
う
な
不
遜
な
言
は
私
に
は
は
け
な
い

0

。

と
こ
ろ
が
そ
の
秋
月
老
師
自
身
も
、
必
ず
し
も
八
木
先
生
の

体
験
を
全
面
的
に
認
め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

八
木
の
カ
ッ
セ
ル
で
の
経
験
は
た
し
か
に
一
種
の
「
禅
経
験
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
も
某
老
師
と
と
も
に
認
め
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
完
全
な
禅
の
「
悟
り
」
で

あ
っ
た
か
と
再
問
さ
れ
れ
ば
、
正
直
い
っ
て
私
も
い
さ
さ
か

ち
ゅ
う
ち
ょ
せ
ざ
る
を
得
な
い

a

。

　

私
が
気
に
な
る
の
は
、「
実
は
事
と
言
の
区
別
を
知
る
と
い
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う
の
は
、
そ
の
ほ
ん
の
第
一
歩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
そ
の
後

に
こ
そ
、︿
言
﹀
と
区
別
さ
れ
た
︿
事
﹀
し
か
も
＂
言
を
成
り

立
た
せ
る
事
＂
が
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
正
し

く
見
究
め
る
困
難
な
課
題
が
待
ち
構
え
て
い
た
」
と
い
う
八

木
の
あ
の
発
言
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
あ
の
と
き
の
八
木
に

は
、
ま
だ
か
の
「
即
非
」
な
る
原
事
実
‐
超
個
と
個
と
の
第

一
義
の
︿
体
﹀
と
し
て
の
「
一
」
は
、十
分
に
そ
し
て
厳
密
に
、

見
究
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
か

b

。

で
は
一
体
、
八
木
先
生
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
体
験
は
ど
の
よ
う

に
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
Ｔ
教
授
さ
ら

に
は
秋
月
老
師
の
問
題
意
識
を
受
け
、「
禅
体
験
と
禅
経
験
」、「
共

通
感
覚
」、
そ
し
て
「
心
路
」
と
い
う
、
従
前
の
両
者
の
批
判
で

は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
視
座
の
設
定
を
い
く
つ
か
試
み
て
、
八

木
先
生
の
体
験
を
正
当
に
（
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
）
解
釈
す

る
際
の
参
照
枠
の
拡
大
化
が
可
能
に
な
れ
ば
と
期
す
る
も
の
で

あ
る
。

二

そ
も
そ
も
Ｔ
教
授
は
、
自
身
が
『
碧
巌
録
』
第
一
則
所
収
の

公
案
と
し
て
の
「
廓
然
無
聖
」
を
室
内
で
実
参
体
究
の
末
に
透

過
し
た
禅
者
と
し
て
、
八
木
先
生
の
「
廓
然
無
聖
」
の
話
頭
に

取
り
組
む
姿
勢
を
批
判
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
本
則
の
文
章

の
正
確
（
と
自
負
す
る
）
な
理
解
、
さ
ら
に
は
著
語
と
呼
ば
れ

る
伝
統
的
な
室
内
で
の
実
参
経
験
を
援
用
し
て
、
八
木
先
生
の

体
験
を
点
検
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
、
Ｔ
教
授
と
同
じ
実
参
実
究
の

地
平
に
立
ち
な
が
ら
も
反
論
を
試
み
て
い
る
の
が
秋
月
老
師
の

論
調
で
あ
ろ
う
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
で
は
Ｔ
教
授
及

び
秋
月
老
師
と
も
に
、
そ
も
そ
も
議
論
の
前
提
か
ら
齟
齬
を
来

た
し
て
い
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
八
木
先
生
は
こ
の「
廓
然
無
聖
」と
い
う『
碧
巌
録
』

第
一
則
の
話
頭
を
、
師
家
か
ら
課
せ
ら
れ
た
古
則
公
案
と
し
て
、

参
禅
修
行
の
一
環
と
し
て
拈
提
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
の
八
木
先
生
は
、一
キ
リ
ス
ト
者
が「
碧
巌
録
第
一
則
」

と
い
う
偶
然
に
撞
着
し
た
禅
録
の
文
章
を
自
分
な
り
に
正
確
な

読
解
を
試
み
、
そ
の
趣
旨
を
主
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
努
め
て

い
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

そ
も
そ
も
公
案
参
究
と
い
う
の
は
伝
灯
の
正
師
の
下
で
入
室
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参
禅
と
い
う
形
態
を
取
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

常
に
師
家
の
検
証
を
仰
ぎ
つ
つ
歩
を
進
め
る
も
の
だ
。
そ
の
よ

う
な
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
い
な
い
八
木
先
生
の
個
人
的
体
験
を
、

例
え
ば
伝
統
的
な
室
内
の
見
解
、
あ
る
い
は
自
己
の
参
禅
経
験

に
比
較
参
照
し
て
検
証
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
は
な
い
か
。
ゆ

え
に
以
下
の
よ
う
な
八
木
先
生
の
反
論
に
も
首
肯
さ
せ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
人
の
理
解
度
を
テ
ス
ト
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
を

組
織
の
指
導
者
に
任
命
す
る
と
い
う
よ
う
な
と
き
に
は
必
要

で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
は
、
私
は
人
を
テ
ス
ト
し

よ
う
と
も
思
わ
な
い
し
、
テ
ス
ト
さ
れ
よ
う
と
も
思
い
ま
せ

ん
。「
人
は
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
か
」
と
い
う
問

の
文
脈
の
中
で
な
ら
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
自
分
は

ど
の
程
度
の
と
こ
ろ
に
達
し
て
い
る
だ
ろ
う
な
ど
と
い
う
眼

で
自
分
を
み
る
よ
う
な
い
や
ら
し
い
こ
と
は
、
生
理
的
に
不

愉
快
で
す
。
ひ
と
を
テ
ス
ト
し
て
競
争
し
よ
う
な
ど
と
は
な

お
さ
ら
で
す

c

。

八
木
先
生
に
し
て
み
れ
ば
、
あ
た
か
も
異
教
徒
か
ら
異
端
尋

問
を
受
け
る
よ
う
な
違
和
感
を
抱
い
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
附
言
し
て
お
く
べ
き
必
要
が
あ
る
の
は
、

禅
と
い
っ
て
も
「
群
れ
を
抜
け
て
益
無
し
、
衆
に
違
す
る
は
未

だ
儀
な
ら
ず
」（『
永
平
清
規
』）
と
い
う
よ
う
な
、
洞
門
の
大
衆

一
如
を
重
ん
じ
る
家
風
と
違
っ
て
、
済
家
の
公
案
禅
に
は
個
々

の
切
磋
琢
磨
が
厳
然
と
存
在
し
、
修
行
の
階
梯
に
遵
っ
て
点
検

も
不
可
欠
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
尊
重
さ
れ
る
べ
き
独
自
の

宗
風
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
全
く
異
る
伝
統
に
属
す
る
宗

教
者
の
禅
的
体
験
（
仮
に
こ
の
よ
う
に
呼
称
す
る
）
に
も
適
用

し
よ
う
と
い
う
姿
勢
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に

公
案
透
過
の
体
験
と
「
禅
体
験
」
に
は
懸
隔
が
あ
る
点
な
ど
は

強
調
し
て
お
く
の
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
公
案
を
用
い

な
く
て
も「
禅
体
験
」自
体
は
生
起
す
る
。
あ
る
い
は「
禅
体
験
」

を
獲
得
す
る
た
め
の
公
案
も
あ
れ
ば
、「
禅
体
験
」
を
棄
却
す
る

た
め
の
公
案
も
存
在
す
る
な
ど
と
い
う
事
柄
だ
。

伝
来
の
話
頭
と
し
て
の
「
廓
然
無
聖
」
に
拘
泥
し
た
、
白
隱

禅
と
い
う
視
座
か
ら
の
み
に
限
局
さ
れ
た
検
討
は
、
か
え
っ
て

八
木
先
生
の
体
験
の
本
質
を
糊
塗
し
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
う
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
八
木
先
生
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の
体
験
は
、
公
案
工
夫
の
途
上
で
生
起
す
る
よ
う
な
「
禅
体
験
」

と
は
別
次
元
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
「
禅
体
験
」
の
定
義
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
面
妖
な

こ
と
に
Ｔ
教
授
も
秋
月
老
師
も
そ
も
そ
も
「
禅
体
験
」
と
は
如

何
な
る
も
の
か
と
い
う
厳
密
な
定
義
付
け
を
閑
却
し
て
、
一
方

的
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
自
明
の
事
で
あ
っ
て

不
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
作
業
手
順
と
し
て
は
、
最
初
に
「
禅
体
験
」
の
性
格

を
明
確
に
規
定
し
、
そ
れ
か
ら
八
木
先
生
の
体
験
を
這
般
の
定

義
と
比
較
参
照
し
た
上
で
合
不
合
、
あ
る
い
は
是
非
正
邪
を
判

断
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ゆ
え
に
筆
者
は
ま
ず
「
禅
体
験
」
な
る
も
の
を
、
こ
こ
で
再

定
義
し
て
お
き
た
い
。
最
初
に
鈴
木
大
拙
の
言
葉
を
援
用
し
て

作
業
を
始
め
よ
う
。

探
求
、
工
夫
、
成
熟
、
而
し
て
爆
破
―
か
か
る
過
程
を
禪
經

驗
は
踏
む
も
の
で
あ
る

d

。

　

内
的
機
構
が
熟
し
て
最
後
の
突
發
を
も
た
ら
し
來
る
時
、

一
縁
境
（ekagra

）
が
實
現
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
單
に
表
面

的
に
見
る
と
、
偶
然
の
出
來
事
と
思
は
れ
も
す
る
。
即
ち
何

か
の
音
が
鼓
膜
を
打
つ
か
、
又
は
何
等
か
の
言
葉
が
發
せ
ら

れ
る
か
、
或
は
こ
の
外
に
何
か
不
意
の
出
来
事
が
起
る
時
、

換
言
す
れ
ば
、
何
等
か
の
知
覺
作
用
が
働
く
時
に
、
忽
然
と

し
て
こ
の
作
用
に
和
し
て
意
識
全
面
の
上
に
轉
囘
が
行
は
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
知
覺
は
そ
の
最
も
純
粹
な
、
最
も
簡
單
な

形
式
に
於
い
て
行
は
れ
、
全
く
智
的
分
析
又
は
概
念
的
反
省

に
よ
る
「
汚
染
」
を
受
け
ぬ
の
で
あ
る

e

。

す
な
わ
ち
修
行
者
の
本
来
の
自
己
の
探
求
が
そ
の
人
格
を
一

個
の
疑
団
へ
と
変
じ
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
日
常
生
活
の
偶
然
の

機
縁
が
あ
っ
て
、
大
活
現
前
と
い
う
爆
破
を
発
生
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

お
よ
そ
「
疑
う
」
と
は
、
意
志
を
踏
ま
え
た
理
性
的
な
作
用

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
突
破
す
る
の
が
理
知
的
了
解
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
感
覚
的
刺
激
で
あ
る
こ
と
が
、「
禅
体
験
」
の
妙
趣
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に
用
語
を
厳
密
に
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
体
験
」
と
「
経
験
」
の
区
別
で
あ
る
。

同
じ
く
大
拙
に
「
禅
体
験
と
禅
意
識
」
と
い
う
論
考
が
あ
り
、

以
下
の
如
く
の
叙
述
が
あ
る
。
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禪
に
は
悟
―
頓
悟
の
經
驗
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
今
此
の
悟

經
驗
を
分
析
し
て
み
る
と
、二
つ
の
構
成
要
素
が
あ
る
。一
は
、

經
驗
と
い
ふ
心
理
的
事
實
其
物
と
、
今
一
は
反
省
即
ち
經
驗

し
た
事
實
に
對
す
る
分
別
識
で
あ
る
。
前
者
を
禪
經
驗
と
名

づ
け
、
後
者
を
禪
意
識
と
名
づ
け
る

f

。

こ
こ
で
大
拙
の
抽
出
す
る
「
禪
經
驗
」
と
「
禪
意
識
」
と
い

う
二
つ
の
構
成
要
素
を
無
分
別
の
身
理
的
（
心
理
的
で
は
な
い
）

事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
「
禅
体
験
」。
そ
し
て
、
そ
の
無
分
別
の

分
別
で
あ
る
反
省
と
し
て
の
「
禅
経
験
」。
以
上
の
よ
う
に
称
呼

を
変
更
し
て
み
た
い
。

「
体
験
」
と
「
経
験
」
は
峻
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。「
体
験
」

と
は
反
省
以
前
の
主
客
未
分
の
瞬
間
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、

「
経
験
」
と
は
「
体
験
」
の
内
容
の
意
識
化
や
そ
の
自
覚
を
含
有

す
る
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
森
有
正
は
言
う
。

自
分
が
ま
ず
在
っ
て
そ
れ
が
何
か
を
感
覚
す
る
の
だ
、
と
い

う
事
態
か
ら
脱
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
充
実
し
た
感

覚
こ
そ
、
自
我
と
い
う
も
の
が
析
出
さ
れ
て
来
る
根
源
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
「
経
験
」
と
「
体
験
」
と
の
根
本
的

区
別
は
一
応
そ
こ
に
在
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い

g

。

あ
る
い
は
西
郷
信
綱
は
説
く
。

も
と
よ
り
体
験
は
大
切
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
が
真
の
意
味
を

も
つ
の
は
、
そ
れ
の
社
会
的･

日
常
的
蓄
積
で
あ
る
経
験
と

い
う
地
平
に
お
い
て
で
あ
る
。
体
験
主
義
や
実
感
主
義
は
こ

の
地
平
を
と
ざ
し
、
お
の
れ
の
体
験
に
固
執
す
る

h

。

換
言
す
れ
ば
、「
体
験
」
と
は
「
体
が
験
す
」
の
で
あ
り
、「
経

験
」
と
は
「
験
し
を
経
た
も
の
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
那
箇
の
消
息
の
証
左
を
禅
者
の
立
言
に
求
め
て
み

た
い
。
棲
悟
寶
嶽
（
一
八
七
五
～
一
九
四
二
）
に
よ
っ
て
臨
済
大

学
（
花
園
大
学
の
前
身
）
の
宗
学
テ
キ
ス
ト
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
『
無
字
妙
経
』（
一
九
二
九
年
）
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

古
徳
云
く
、
縁
よ
り
入
る
者
は
永
く
退
失
せ
ず
。
是
の
故
に

桃
花
を
見
て
悟
り
去
る
有
り
、
撃
竹
聲
を
作
す
有
り
、
簾
を

捲
い
て
悟
り
去
る
有
り
、
過
水
影
を
覩
る
有
り
、
皷
角
の
聲

を
聞
く
有
り
、
鐘
皷
の
聲
を
聞
く
有
り
、
蛙
鳴
を
聞
く
有
り
、

鶯
語
を
聞
く
有
り
、
金
鴨
香
消
す
る
有
り
、
磨
盤
空
裏
に
走

る
有
り
、
心
空
及
第
し
去
る
有
り
、
古
人
入
理
の
因
縁
、
各

同
じ
か
ら
ず
。
祗
だ
汝
が
八
識
田
中
に
快
に
一
刀
を
下
す
こ
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と
を
要
す
。
然
ら
ず
ん
ば
見
性
猶
羅
穀
を
隔
つ
る
こ
と
在
り
。

　
「
古
徳
」
と
は
唐
代
の
禅
者
、潙
山
霊
祐
（
福
州
大
安
と
も
）

を
指
す
が
、
こ
こ
で
い
う
「
縁
」
と
は
仏
教
語
の
「
因
縁
」

に
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
、
た
だ
に
間
接
的
な
要
因
と
い
う
意

味
で
は
な
い
。「
縁
ず
る
」
と
い
う
動
詞
の
場
合
、「
縁
」
と

は
「
心
識
が
外
的
な
対
象
を
慮
知
す
る
」（『
成
唯
識
論
』
巻
一
）

と
い
う
語
義
に
な
る

i
。

 

こ
こ
で
は
潙
山
は
外
界
の
対
象
に
触
発
さ
れ
て
「
縁
ず
る
」

過
程
を
経
て
こ
そ
「
禅
体
験
」
の
真
正
の
永
続
性
を
認
容
で
き

る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
以
下
、
個
々
の
具
体
例
と
し
て
、「
桃
花
を
見
て
」
の

霊
雲
志
勤
（
？
～
？
）、「
撃
竹
聲
を
作
す
」
の
香
厳
智
閑
（
？
～

八
九
八
）、「
簾
を
捲
い
て
」
の
長
慶
慧
稜
（
八
五
四
～
九
三
二
）、「
過

水
影
を
見
る
」
の
洞
山
良
价
（
八
〇
七
～
八
六
九
）
な
ど
の
事
例

を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
古
人
の
機
縁
は
一
人
一
人
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
共
通
す
る
の
は
「
八
識
田
中
に
快
に
一
刀
を

下
す
」
と
い
う
一
点
に
な
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
白
隱
慧
鶴

も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

真
正
辨
道
の
上
士
は
、
此
に
到
っ
て
悟
れ
り
と
為
さ
ず
、
直

下
に
進
ん
で
退
か
ず
ん
ば
、
則
ち
久
し
か
ら
ず
し
て
一
機
頓

に
淵
発
す
。
之
れ
を
名
づ
け
て
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
す
底

の
時
節
と
為
す

j

。

「
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
す
」
と
は
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
お
よ
そ
眼
耳
鼻
舌
身
の
感
覚
機
能
を
示
す
の
が
前
五

識
で
あ
り
、
第
六
意
識
は
そ
れ
ら
が
知
覚
し
た
内
容
を
概
念
化

し
て
判
断
を
下
す
も
の
と
さ
れ
る
。
第
七
末
那
識
は
そ
の
過
程

に
投
影
さ
れ
る
無
意
識
の
自
我
執
着
心
で
あ
る
。
そ
し
て
第
八

阿
頼
耶
識
が
以
上
そ
れ
ら
を
通
底
す
る
根
源
的
な
心
、
無
分
別

識
と
さ
れ
る
。

禅
者
は
心
意
識
が
第
八
阿
頼
耶
識
に
沈
潜
凝
固
し
て
い
る
状

態
を
「
八
識
田
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
般
若
の
智
剣
で
一
刀
に
截

断
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。「
田
」
と
呼
ぶ
の
は
、
種
子
（
し
ゅ

う
じ
）
が
蒔
か
れ
る
場
を
示
唆
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
入
理
の
因

縁
」
と
呼
ば
れ
る
瞬
間
の
感
官
に
よ
っ
て
対
象
を
把
捉
し
て
成

立
す
る
第
一
次
的
知
識
で
あ
る
感
覚
の
発
現
が
、
般
若
の
智
剣

の
一
閃
に
相
当
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
こ
で
以
上
の
「
禅
体
験
」
の
定
義
に
照
ら
し
て
、
改
め
て

八
木
先
生
の
体
験
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
再
構
築
し
て
精
査
を
試
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み
て
み
よ
う
。

最
初
に
「
探
求
」
の
段
階
と
し
て
、八
木
先
生
は
「
廓
然
無
聖
」

の
テ
キ
ス
ト
と
苦
闘
し
て
く
た
く
た
に
疲
れ
果
て
て
い
た
。
次

に
「
工
夫
」
が
「
成
熟
」
す
る
ス
テ
ー
ジ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
問
答
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
没
頭
し

て
い
た
こ
と
す
ら
忘
れ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
不
意

に
八
木
先
生
の
視
界
に
、
雲
が
切
れ
て
青
空
が
飛
び
込
ん
で
き

た
こ
と
。
同
時
に「
廓
然
無
聖
」と
い
う
言
葉
が
閃
く
と
と
も
に
、

思
わ
ず
あ
っ
と
声
を
立
て
て
驚
い
て
立
ち
上
が
っ
た
と
い
う
こ

と
。
世
界
が
一
変
し
た
と
い
う
感
動
。
そ
れ
ら
が
ほ
ぼ
同
時
に

起
っ
た
。「
爆
破
」
の
端
的
に
到
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
頭
を
縛
っ
て
い
た
枷
が
砕
け
て
落
ち
た
よ
う
な
気
持
ち
」
が
し

た
と
い
う
述
懐
に
到
る
。

ま
さ
に
、
視
界
に
青
空
が
飛
び
込
ん
で
き
た
と
い
う
「
知
覺

作
用
が
働
く
時
に
、
忽
然
と
し
て
こ
の
作
用
に
和
し
て
意
識
全

面
の
上
に
轉
囘
が
行
な
は
れ
」
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
ゆ

え
に
表
面
的
な
演
変
の
過
程
を
ト
レ
ー
ス
す
る
限
り
、
極
め
て

「
禅
体
験
」
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
。

さ
ら
に
八
木
先
生
の
体
験
で
は
、
窓
外
を
見
る
と
同
時
に
立

ち
上
が
っ
て
、
さ
ら
に
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
言
葉
が
閃
い

て
い
る
。
こ
れ
は
実
に
象
徴
的
な
現
象
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
こ
の
瞬
間
に
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
言
葉
の
視
覚
言
語
か

ら
音
声
言
語
へ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
、
先
生
の
内
面
に

於
い
て
発
生
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
近
の
宗
教
学
で
も
聖
典
の
口
頭
伝
承
性
と
い
う
問
題
が
注

目
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
公
案
体
系
そ
の
も
の
も
原
則

と
し
て
口
頭
で
師
資
相
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
強
調
さ

れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
視
覚
言
語
と
音
声
言
語
を
同
じ
言
語
と
し
て
括
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
必
ず
し
も
正
し
く
は
な
い
。
脳
機
能
局
在
論

で
も
ブ
ロ
ー
カ
領
野
と
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
領
野
で
両
言
語
を
区
別

し
て
い
る
。

室
内
の
参
禅
で
は
公
案
の
文
章
を
読
み
、
意
味
を
理
解
し
、

さ
ら
に
は
暗
誦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
公
案
の
本
領

は
音
声
言
語
と
し
て
の
部
分
に
あ
る
と
い
う
点
は
留
意
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
八
木
先
生
の
体
験
に
於
い
て
「
廓
然

無
聖
」
が
文
字
か
ら
音
声
に
変
じ
た
と
い
う
瞬
間
は
、
重
要
な

結
節
点
な
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
高
名
な
某
老
師
の
認
可
の
言
の
根
拠
に
な
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
の
は
、
見
る
と
い
う
働
き
と
同
時
に
そ
れ
ら
の

所
作
の
発
動
が
す
べ
て
一
斉
に
認
知
さ
れ
て
い
る
共
時
性
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
禅
者
の
感
覚
間
転
位
体
験
に
到
る
途
上
の

「
共
通
感
覚
」
を
想
起
さ
せ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
禅
体
験
」

に
酷
似
し
て
い
る
と
解
釈
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

禅
者
の
「
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
す
」
直
前
の
心
理
動

態
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
る
「
共
通
感
覚
」（sensus 

com
m

unis

）
の
概
念
と
通
底
す
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
五
感
に
共
通
的
な
も
う
ひ
と
つ
の
感
覚

が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
個
別
の
感
覚
器
官
に
限
定
さ
れ
な
い
知

覚
を
可
能
に
し
て
い
る
と
考
え
、
こ
れ
を
「
共
通
感
覚
」
と
呼

ん
だ
。
木
村
敏
は
述
べ
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（『
デ
・
ア
ニ
マ
』、III.a

）
に
よ
る
と
、「
共

通
感
覚
」
と
は
、
視･

聴･

触･

味･

嗅
の
五
つ
の
個
別
感
覚

の
す
べ
て
に
共
有
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
個
別
感
覚
を
包
括

す
る
、
よ
り
高
次
の
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
「
共
通
感
覚
」
に
よ

っ
て
、
人
間
は
異
な
っ
た
個
別
感
覚
領
域
に
あ
る
感
覚
印
象
を

相
互
に
関
連
づ
け
、
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
る

k
k

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
共
通
感
覚
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、「
…
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
の
感
覚
の
こ

と
だ
と
い
え
る
。
個
々
の
個
別
感
覚
が
、
主
語
的･

名
詞
的
な

「
も
の
」
に
つ
い
て
の
感
覚
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
共
通
感
覚
は

「
も
の
」
を
「
も
の
」
た
ら
し
め
て
い
る
基
礎
的
な
場
所
と
し
て

の
「
こ
と
」
に
つ
い
て
の
感
覚
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
私

が
「
私
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」
の
諸
様
態
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
仕
方
で
そ
れ
ら
の「
も
の
」に
対
し
て
態
度
を
と
る
と
い
う「
こ

と
」、
一
般
的
に
は
私
と
世
界
と
が
実
践
的
に
出
会
っ
て
い
る
と

い
う
「
こ
と
」
に
つ
い
て
の
感
覚
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

l

。

こ
の
「
共
通
感
覚
」
は
自
己
の
存
在
感
覚
の
ベ
ー
ス
、
す
な

わ
ち
自
己
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
体
験
的
基
礎
で
あ
り
、

サ
ル
ト
ル
の
よ
う
な
哲
学
者
の
用
語
で
は「
セ
ネ
ス
テ
ジ
ー
」（
全

身
感
覚
）
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
シ
ェ
リ
ン
ト
ン
（
一
八
五
七
～

一
九
五
二
）
の
よ
う
な
生
理
学
者
の
語
彙
で
は
「
プ
ロ
プ
リ
オ
セ

プ
シ
ョ
ン
」（
固
有
感
覚
）、
我
々
の
持
っ
て
い
る
五
つ
の
感
覚

の
ベ
ー
ス
に
あ
る
第
六
の
感
覚
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
相
当
す
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る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
「
共
通
感
覚
」
に
関
す
る
論
述
と
、
以
下
に
引
用

す
る
禅
者
の
感
覚
間
転
位
の
述
懐
と
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。也

太
奇
、
也
太
奇
、
無
情
説
法
不
思
議
。
若
し
耳
を
将
っ
て

聴
か
ば
、
終
に
会
し
難
し
。
眼
処
に
聞
く
な
ら
ま
さ
に
知
る

べ
し

m

。（
洞
山
良
价
）

大
凡
そ
参
禅
学
道
は
、
切
に
忌
む
声
に
随
い
色
を
逐
う
こ
と

を
。
縦
使
い
聞
声
悟
道
、
見
色
明
心
す
る
も
、
也
た
是
れ
尋

常
な
り
。
殊
に
知
ら
ず
、
衲
僧
家
は
声
に
騎
り
色
を
蓋
い
、

頭
頭
上
に
明
ら
か
に
、
著
著
上
に
妙
な
る
こ
と
を
。
是
の
如

く
な
り
と
然
雖
も
、
且
く
道
え
、
声
、
耳
畔
に
来
る
か
、
耳
、

声
辺
に
往
く
か
。
直
鐃
い
響
と
寂
と
双
び
忘
ず
る
も
、
此
に

到
っ
て
如
何
が
話
会
せ
ん
。
若
し
耳
を
将
っ
て
聴
か
ば
応
に

会
し
難
か
る
べ
し
、
眼
処
に
声
を
聞
い
て
方
に
始
め
て
親
し
。

（『
無
門
関
』
第
一
六
則
）

耳
に
見
て
目
に
聞
く
な
ら
ば
疑
わ
じ
、
自
ず
か
ら
な
る
軒
の

玉
水
（
宗
峰
妙
超
）

耳
に
見
て
目
に
聞
こ
へ
た
る
人
も
哉
、
円
通
門
に
と
も
に
遊

ば
む
（
同
上

n

）

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
全
人
格
が
一
箇
の
大

疑
団
に
変
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
内
外
界
に
向
け
て
の

す
べ
て
の
感
覚
が
入
力
刺
激
を
認
知
す
る
作
用
が
人
為
的
に
遮

断
さ
れ
る
こ
と
に
等
し
い
。
こ
れ
を
大
死
一
番
と
称
す
る
。

眼
耳
鼻
舌
身
の
す
べ
て
の
感
覚
が
一
時
的
に
せ
よ
遮
断
さ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
感
覚
中
枢
が
ど
れ
か
一
つ
の
特
定

の
感
覚
に
限
定
さ
れ
て
働
か
な
い
こ
と
で
も
あ
り
、
逆
に
特
定

の
感
覚
と
し
て
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
極
限
に
到
れ
ば
す

べ
て
の
感
覚
を
同
時
に
平
等
に
働
か
せ
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
そ
れ
を
縦
割
り
構
造
の
ソ
リ
ッ
ド
な
五
感
の
液
状

化
と
捉
え
て
も
よ
い
。
こ
れ
が
大
活
現
前
と
も
呼
ば
れ
、
い
わ

ゆ
る
通
様
相
知
覚
（
異
な
る
感
覚
系
間
に
相
互
影
響
が
あ
る
現

象
）
あ
る
い
は
感
覚
間
転
位
が
発
生
す
る
刹
那
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
個
々
の
五
官
は
現
象
を
捉
え
る
に
過
ぎ
ず
、「
共
通

感
覚
」
こ
そ
が
本
質
を
捉
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ゆ
え
に

八
木
先
生
の
体
験
の
極
点
に
お
け
る
諸
感
覚
の
発
現
の
共
時
性

は
、
き
わ
め
て
「
禅
体
験
」
に
近
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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「
思
わ
ず
あ
っ
と
声
を
立
て
て
、
私
は
立
ち
上
が
っ
て
い
た
」。

ま
さ
に

1 K
地
一
声
で
は
な
い
か
。
言
語
化
以
前
の
言
語
が
発
せ

ら
れ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
禅
者
の
体
験
す
る
よ
う
な
感
覚
間
転
位
に
ま

で
は
到
達
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
も
八
木
先
生
の
体
験
を
完
全

に
禅
の
「
悟
り
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な

い
理
由
が
潜
在
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
か
。

で
は
、
な
ぜ
感
覚
の
相
互
性
が
発
露
し
な
か
っ
た
の
か
。
お

よ
そ
禅
に
あ
っ
て
は
五
官
に
優
劣
、
高
低
、
貴
卑
は
一
切
存
在

し
な
い
。
聞
声
悟
道
も
見
色
明
心
も
妙
觸
宣
明
（『
碧
巌
録
』
第

七
十
八
則
）
も
そ
れ
ぞ
れ
の
大
悟
の
機
縁
と
し
て
等
し
く
尊
重
さ

れ
る
。

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
ま

で
、
西
欧
で
は
伝
統
的
に
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
の
五
感
で
は
、

こ
の
順
序
に
従
っ
て
視
覚
が
最
上
の
感
覚
と
さ
れ
、
触
覚
は
卑

し
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た

o

。

対
象
に
直
接
触
れ
な
い「
視
覚
、聴
覚
」と
、そ
う
で
は
な
い「
味

覚
、
触
覚
」
の
間
に
は
歴
然
た
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
し
て

い
た
と
い
う
。

そ
の
よ
う
に
感
覚
間
に
優
劣
が
存
在
し
て
い
て
は
、
相
互
性

が
発
揮
さ
れ
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
者
と

し
て
の
八
木
先
生
の
潜
在
意
識
に
は
、
す
で
に
諸
感
覚
器
官
の

間
に
埋
め
難
い
尊
卑
の
溝
が
存
在
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。

さ
て
、
は
な
は
だ
雑
駁
で
は
あ
る
が
、
本
章
で
は
以
上
の
よ

う
な
考
察
に
よ
り
八
木
先
生
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
体
験
は
、
た
し

か
に
限
り
無
く
「
禅
体
験
」
に
似
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
は

り
「
禅
体
験
」
と
は
別
種
の
体
験
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
お
き

た
い
。

さ
ら
に
は
当
然
な
が
ら
「
禅
体
験
」
と
は
別
種
の
「
体
験
」

で
あ
る
以
上
、「
禅
経
験
」
に
も
発
展
し
て
い
な
い
。
八
木
先
生

の
以
下
の
よ
う
な
体
験
か
ら
経
験
へ
の
意
識
化
の
陳
述
を
参
照

す
れ
ば
、
そ
の
点
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

あ
あ
だ
こ
う
だ
と
、
一
所
懸
命
に
考
え
て
い
た
ん
で
す
が
、

そ
の
辺
の
こ
と
を
、
そ
の
時
に
考
え
た
言
葉
で
言
っ
て
も
し

ょ
う
が
な
い
か
ら
、
今
の
立
場
で
言
い
直
し
ま
す
と
、
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
だ
か
ら
、「
自
他
不
二
」
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い

た
。「
愛
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
者
に
な
っ
た
時
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に
新
し
い
生
命
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
が
あ
り
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
実
際
に
「
愛
」
に
な
っ
て
現
わ
れ

て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、「
自
他
不
二
」
の
ほ
う
は
知
っ

て
い
た
ん
で
す
。
で
も
「
物
我
一
如
」
の
ほ
う
は
知
ら
な
か

っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ッ
セ
ル
車
中
で
の
体
験
と
い

う
の
は
、相
手
は「
木
」で
す
か
ら
、「
物
我
一
如
」で
す
。「
山
」

や
「
林
」
や
「
畑
」
と
、「
物
我
一
如
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
い
ま
ま
で
木
は
木
だ
と
思
っ
て
い
た
、
何
て
い
う
間
違
い
だ

っ
た
ろ
う
」
と
い
う
の
は
、
自
分
が
今
ま
で
「
木
」
だ
と
思

っ
て
い
た
の
は
実
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
＂
社
会
的
な
通
念
＂

を
「
木
」
に
読
み
込
ん
で
い
た
に
過
ぎ
な
い

p

。

「
不
二
」、
さ
ら
に
は
「
一
如
」
と
い
う
述
語
を
こ
の
よ
う
に

人
間
と
神
、あ
る
い
は
人
間
と
人
間
と
の
関
わ
り（「
自
他
不
二
」）

と
、
人
間
と
物
質
と
の
関
わ
り
（「
物
我
一
如
」）
に
峻
別
す
る
、

八
木
先
生
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
法
は
禅
に
は
必
ず
し

も
そ
ぐ
わ
な
い
。

た
し
か
に
仏
教
で
も
有
情
と
非
情
と
い
う
よ
う
な
区
別
は
存

在
す
る
。
し
か
し
、
禅
者
な
ら
ば
む
し
ろ
人
間
と
物
質
の
両
者

を
等
価
値
に
併
存
さ
せ
て
こ
の
よ
う
に
表
白
す
る
。

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

の
無
常
な
る
、
こ
れ
佛
性
な
り
。
國
土
山
河
の
無
常
な
る
、

こ
れ
佛
性
な
る
に
よ
り
て
な
り

q

。

三

次
に
八
木
先
生
の
体
験
を「
心
路
」と
い
う
鍵
語
を
軸
に
し
て
、

別
の
視
点
か
ら
の
検
討
を
試
み
た
い
。

既
知
の
如
く
、
唐
の
時
代
の
禅
と
宋
の
時
代
の
禅
に
は
截
然

た
る
差
異
が
存
在
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
唐
代
の
禅
と
い
っ
て
も
、
馬
祖
道
一
（
七
〇
九
～

七
八
八
）
や
臨
済
義
玄
（
？
～
八
六
六
）
と
い
っ
た
洪
州
宗
の
系

統
は
即
心
是
仏
、
平
常
心
是
道
と
い
う
、
日
常
の
行
履
を
無
媒

介
に
仏
作
仏
行
と
認
め
る
禅
で
あ
る
。

他
方
、
南
陽
慧
忠
（
？
～
七
七
六
）
や
玄
沙
師
備
（
八
三
五
～

九
〇
八
）
な
ど
は
現
実
の
無
条
件
の
肯
定
を
批
判
し
、
自
己
を

無
限
に
空
じ
つ
づ
け
る
こ
と
を
生
命
線
と
す
る
禅
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
唐
代
の
禅
と
い
っ
て
も
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
一
括
り

に
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
よ
う
な
相
違
点
を
極
限
に
ま
で
追
求
し
て
い
け
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ば
、「
家
風
」
と
も
呼
ば
れ
る
個
性
の
独
自
性
に
ま
で
到
っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
先
ず
は
大
き
く
時
間
軸
で
区
切
っ

て
『
景
徳
傳
燈
録
』（
一
〇
〇
四
）
に
収
録
さ
れ
る
も
の
を
唐
代

禅
と
捉
え
、
そ
れ
以
降
を
宋
代
禅
と
見
做
す
石
井
修
道
説
に
従

っ
て
、
両
者
の
比
較
の
素
描
を
簡
潔
に
試
み
て
み
よ
う

r

。

た
と
え
ば
唐
代
禅
は
個
の
宗
教
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
宋

代
禅
は
集
団
の
宗
教
で
あ
る
。
地
方
分
権
（
山
岳
）
型
の
唐
代

禅
に
対
し
て
、
宋
代
禅
は
中
央
集
権
型
（
都
市
）
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
天
才
型
の
唐
代
禅
と
言
う
な
ら
ば
、
宋
代
禅
は
努

力
型
で
あ
ろ
う
。
開
悟
体
験
の
一
回
性
の
唐
代
禅
と
、
複
数
性

の
宋
代
禅
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
笑
い
声
の

共
鳴
す
る
極
彩
色
の
唐
代
禅
に
対
し
て
、
ひ
た
す
ら
ス
ト
イ
ッ

ク
な
水
墨
画
の
宋
代
禅
と
も
見
做
せ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
唐
代
禅
と
宋
代
禅
の
差
異
を
「
心
路
」
と
い
う

用
語
を
機
軸
に
抽
出
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
が
、
次
の
秋
月

老
師
の
立
論
で
あ
る
。

唐
の
禅
と
宋
の
禅
の
違
い
を
一
言
で
い
う
こ
と
は
た
い
へ
ん

む
ず
か
し
い
こ
と
で
す
が
、
あ
え
て
大
胆
に
い
い
ま
す
と
、

先
の
黄
檗
禅
師
の
「
見
聞
覚
知
を
空
却
せ
ば
、
即
ち
心
路
絶

し
て
入
処
な
し
」（
見
聞
覚
知
を
否
定
し
て
し
ま
え
ば
、
心
の

働
き
が
絶
え
て
本
心
に
悟
入
す
る
路
が
な
く
な
る
）
と
い
う

言
葉
に
対
し
て
、
宋
代
の
無
門
慧
開
和
尚
が
、「
妙
悟
は
心
路

を
窮
め
て
絶
せ
ん
こ
と
を
要
す
。
祖
関
透
ら
ず
、
心
路
絶
せ

ず
ん
ば
、
尽
く
是
れ
依
草
附
木
の
精
霊
な
ら
ん
」（
妙
悟
を
う

る
に
は
、
心
の
働
き
を
尽
し
て
絶
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

祖
関
も
透
ら
ず
、
心
路
も
絶
し
な
い
人
間
は
、
み
な
草
木
に

つ
く
幽
霊
だ
）
と
い
っ
て
い
る
言
葉
に
、
そ
の
一
端
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
、「
心
路
を
絶
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
評
価
が
、
無
門

　

と
黄
檗
と
で
ま
る
で
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
同
じ
一
味
の
禅
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
う

し
て
唐
代
の
純
禅
と
宋
代
の
公
案
禅
に
は
微
妙
な
差
異
が
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

s

。

こ
の
よ
う
に
黄
檗
希
運
の
『
伝
心
法
要
』
の
一
節
と
無
門
慧

開
の
『
無
門
関
』
第
一
則
「
趙
州
狗
子
」
の
評
唱
の
一
節
に
見

え
る
、「
心
路
を
絶
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
正
反
対
の
評

価
を
素
材
に
し
て
唐
代
と
宋
代
の
禅
を
比
較
参
照
し
て
い
る

t

。

た
だ
し
、
秋
月
老
師
自
身
が
「
あ
え
て
大
胆
に
」
と
言
っ
て
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い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
両
者
の
比
較
参
照
は
恣
意
的

と
も
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
胆
さ
が
無
き
に
し
も
非
ず
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば「
心
路
」の
語
義
は
必
ず
し
も
秋
月
老
師
の
言
う「
心

の
働
き
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
か
ら
だ
。

そ
も
そ
も
「
心
路
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。

　
「
心
路
」
：
心
は
佛
地
に
到
る
道
路
な
れ
ば
心
路
と
云
ふ
。

︻
南
山
戒
疏
一
上
︼
に
「
心
路
躁
擾
靜
定
何
因
。」︻
釋
門
歸
敬

儀
中
︼
に
「
心
路
蒼
茫
莫
知
投
寄
。」（『
織
田
佛
教
大
辞
典
』）

　
「
心
路
」
：
心
の
す
じ
み
ち
。
考
え
る
と
い
う
や
り
方
。
思

索
の
は
た
ら
き
。︿『
無
門
関
』
大
四
八
巻
二
九
二
下
﹀（『
広
説
佛

教
語
大
辞
典
』）

　
「
心
路
」
：
心
の
す
じ
み
ち
。
思
考
の
は
た
ら
き
。（『
禅
学

大
辞
典
』）

こ
れ
が
さ
ら
に
伝
灯
の
師
家
方
に
依
る
と
千
差
万
別
で
あ
る
。

末
尾
の
語
注
に
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
い
た
の
で
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い

u

。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
大
胆
な
比
較
軸
の
設
定
と
い
う
認
識

を
踏
ま
え
た
上
で
な
お
、
我
々
は
こ
こ
に
唐
代
の
禅
と
宋
代
の

禅
の
顕
著
な
差
異
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
よ
そ
唐
代
の
禅
匠
は
眼
耳
鼻
舌
身
の
五
根
の
作
用
そ
の
も

の
に
即
し
て
、
修
行
者
た
ち
に
対
し
て
開
悟
触
発
へ
の
端
的
な

作
略
を
実
践
し
た
。
そ
れ
は
日
常
の
営
為
を
無
媒
介
に
仏
の
作

用
と
等
置
す
る
こ
と
を
体
得
せ
し
め
る
方
便
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
真
如
を
直
指
す
る
作
略
の
例
は
枚
挙
に
遑
が
無
い
。

次
の
例
を
見
れ
ば
如
実
に
了
得
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

鏡
清
、
玄
沙
に
問
う
。
学
人
乍
入
叢
林
。
乞
う
師
、
箇
の
入

路
を
指
せ
。
沙
云
く
、還
た
偃
渓
の
水
聲
を
聞
く
や
。
清
云
く
、

聞
く
。
沙
云
く
、
者
裏
よ
り
入
れ

v

。

と
こ
ろ
が
宋
代
の
禅
匠
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
お
よ
そ
自

我
を
中
心
に
据
え
て
主
客
二
元
対
立
の
抽
象
世
界
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
一
切
衆
生
は
、
顛
倒
妄
計
し
て
そ
の
抽
象
世
界
を
真
如

の
世
界
で
あ
る
と
執
着
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
来
の
真
如
の
具

体
世
界
に
眼
を
開
こ
う
と
し
な
い
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
二
元
対
立
の
分
別
知
を
断
滅
す
る
こ
と
の
困
難

さ
を
痛
感
し
た
彼
ら
は
最
初
に
徹
底
的
に
学
人
の
分
別
知
を
掃

蕩
し
、
し
か
る
後
に
「
無
分
別
の
分
別
」
の
世
界
の
建
立
へ
と

誘
導
し
た
。
そ
の
便
法
が
す
な
わ
ち
公
案
で
あ
る
。

唐
代
の
禅
匠
た
ち
が
「
心
路
を
絶
す
る
」
こ
と
な
く
「
直
指
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人
心
」
と
い
う
手
法
を
用
い
た
の
に
対
し
て
、
宋
代
の
禅
匠
た

ち
は
ま
ず
「
心
路
を
絶
し
て
」
大
死
一
番
の
世
界
に
引
き
入
れ

て
か
ら
大
活
現
前
と
い
う
般
若
の
自
覚
を
目
指
し
た
と
考
え
て

よ
い
。

そ
こ
で
再
度
、
八
木
先
生
の
体
験
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
こ

で
は
先
生
の
体
験
は
唐
代
型
の
そ
れ
に
近
い
か
、
あ
る
い
は
宋

代
型
で
あ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
で
あ
る
。

先
生
は
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
古
則
を
公
案
と
し
て
工
夫
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

宋
代
の
禅
匠
が
た
と
え
ば
「
趙
州
狗
子
」
の
公
案
の
工
夫
で

学
人
に
期
待
す
る
の
は
、「
無
」
の
形
而
上
学
的
解
釈
な
ど
で
は

な
い
。
む
し
ろ
「
無
」
と
い
う
字
音
に
全
身
心
を
傾
注
す
る
こ

と
で
日
常
意
識
を
臨
界
点
に
ま
で
追
い
込
み
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
紐
帯
が
綻
ん
で
意
味
飽
和
の
世
界
に
没
入
す

る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。

八
木
先
生
の
場
合
、
あ
く
ま
で
「
廓
然
無
聖
」
を
有
意
味
な

言
語
と
し
て
、
徹
頭
徹
尾
そ
の
記
号
内
容
に
固
執
し
て
い
る
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
お
よ
そ
意
味
飽
和
発
生
の
気
配
も
感

じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
大
死
一
番
と
い
う
段
階

の
深
度
が
明
ら
か
に
浅
薄
で
あ
り
、
決
し
て
「
心
路
を
絶
し
て
」

は
い
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
「
禅
体
験
」
と
は
別
種
の
体
験
で
あ
る
と
述
べ
た
よ
う

に
、
八
木
先
生
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
体
験
は
宋
代
型
の
「
禅
体
験
」

と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、「
世
の
中
が
す
っ
か

り
変
わ
っ
て
見
え
た
」
と
い
う
実
感
の
告
白
に
於
い
て
、
あ
る

い
は
窓
外
の
風
景
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
と
い
う
五
根
の
作

用
の
直
接
認
識
に
於
い
て
、
唐
代
型
の
そ
れ
に
は
近
似
し
て
い

な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
先
生
の
体
験
陳
述
に
対
し
て
、
公
案
禅
者
で
あ

る
Ｔ
教
授
の
違
和
感
、
さ
ら
に
は
秋
月
老
師
の
当
惑
が
惹
起
さ

れ
た
と
も
推
察
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
八
木
誠
一
先
生
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
体
験
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な

諸
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

第
一
に
、
八
木
先
生
は
「
廓
然
無
聖
」
の
物
語
を
古
則
公
案

と
し
て
参
究
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
点
は
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、「
禅
体
験
」
と
「
禅
経
験
」
の
よ
う
に

二
分
割
し
て
先
生
の
体
験
の
陳
述
を
分
析
す
る
と
、
感
覚
の
働
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き
、
特
に
そ
れ
ら
諸
感
覚
の
共
時
性
と
い
う
点
に
於
い
て
「
禅

体
験
」
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、「
心
路
を
絶
し
て
」

い
な
い
「
禅
体
験
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
先
生
の
体
験
は
む
し

ろ
唐
代
の
禅
者
の
体
験
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
な
ど

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
八
木
先
生
の
体
験
解
釈
の
試
み
に
際
し
て
は
、

さ
ら
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
一
点
あ
る
。
そ
れ

は
体
験
と
文
化
の
凝
着
の
問
題
で
あ
り
、
具
体
的
に
述
べ
れ
ば

「
禅
体
験
」
と
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
の
相
関
性
と
で
も
呼
ぶ

べ
き
事
柄
だ
。

た
と
え
ば
「
体
験
と
経
験
の
峻
別
」
と
い
う
こ
と
で
、
拙
論

で
も
禅
の
悟
り
を
感
覚
的
体
験
と
概
念
的
解
釈
と
い
う
ナ
イ
ー

ブ
な
二
分
法
で
分
割
し
て
先
生
の
体
験
の
闡
明
に
援
用
し
よ
う

と
試
み
た
。
し
か
し
、そ
も
そ
も
我
々
に
と
っ
て
純
粋
な「
体
験
」

の
抽
出
と
い
う
作
業
は
遂
行
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
は
文
化
と
呼
び
、
伝
統
と
呼
ん
で
も
よ
い
、
あ
く
ま

で
「
体
験
」
に
先
行
し
て
支
配
す
る
か
も
し
れ
な
い
歴
史
的
拘

束
性
を
ど
う
把
捉
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
つ
て
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｔ
・
カ
ッ
ツ
は
神
秘
主
義
と
哲

学
的
考
察
を
め
ぐ
る
論
集
（M

ysticism
 and Philosophical 

A
nalysis,

一
九
七
八
）
の
中
で
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ｔ
・
ス
テ
イ

ス
（
一
八
八
六
～
一
九
六
七
）
に
代
表
さ
れ
る
、
神
秘
体
験
の
共

通
本
質
及
び
体
験
‐
解
釈
二
分
法
に
基
づ
く
神
秘
主
義
理
解
を

否
定
し
た

w

。

そ
も
そ
も
ス
テ
イ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
秘
体
験
は
言
語
や
伝

統
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
表
れ
る
神
秘
主
義
の
多

様
性
は
、
体
験
の
事
後
に
為
さ
れ
る
言
語
的
把
握
な
い
し
解
釈

に
よ
っ
て
生
じ
る
と
主
張
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
の
共
通
核
の

抽
出
を
試
み
た
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
カ
ッ
ツ
は
そ
の
よ
う
な
同
一
本
質
論
を
否
定

し
て
、
存
在
す
る
の
は
多
様
な
先
行
条
件
す
な
わ
ち
伝
統
に
よ

っ
て
先
行
形
成
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
神
秘
体
験
で
あ
る
と
い
う

神
秘
主
義
の
文
化
相
対
的
多
元
論
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
八
木
先
生
の
カ
ッ
セ
ル
車
中
の
体
験
は
神

秘
体
験
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
神
秘
主
義
を

巡
る
一
連
の
論
争
は
、
我
々
が
八
木
先
生
の
体
験
に
つ
い
て
考

察
を
重
ね
る
場
合
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

つ
ま
り
我
々
が
カ
ッ
ツ
の
論
法
に
従
う
な
ら
ば
、
伝
統
（
現
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在
ま
で
伝
承
さ
れ
た
文
化
的
に
先
在
す
る
も
の
の
総
体
）
の
あ

ら
ゆ
る
構
成
要
素
は
体
験
に
対
し
て
先
行
規
定
す
る
形
成
力
と

な
る
わ
け
だ
か
ら
、
特
定
の
宗
教
の
支
配
力
の
存
在
を
考
慮
す

る
こ
と
が
肝
要
に
な
る
。

つ
ま
り
八
木
先
生
が
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
「
廓
然
無
聖
」
と

い
う
禅
語
と
の
苦
闘
を
通
じ
て
得
た
体
験
は
、
あ
く
ま
で
キ
リ

ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中
で
の
突
発
的
変

異
体
験
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
純
粋
な
「
禅
体
験
」（
も
し
そ
れ
が
存
在
す
る
と
し
て
）

は
他
宗
教
の
先
行
支
配
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
禅
者
と
し
て
純
粋

培
養
さ
れ
た
人
格
以
外
に
は
生
起
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
生
を
享
け
キ
リ
ス
ト
者
と
し

て
の
人
生
を
只
管
に
歩
ん
で
き
た
八
木
先
生
は
、
大
学
二
年
生

の
時
の
自
宅
療
養
中
に
得
た
「
聖
霊
を
受
け
た
」
と
い
う
体
験

に
よ
っ
て
、
自
身
が
真
の
キ
リ
ス
ト
信
徒
に
な
っ
た
と
い
う
告

白
を
し
て
い
る

x

。

そ
の
よ
う
な
先
生
に
仮
に
「
禅
体
験
」
と
見
紛
う
よ
う
な
体

験
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
体
験

の
一
亜
種
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

逆
に
、
も
し
も
禅
者
が
聖
書
の
一
節
を
読
ん
で
内
的
体
験
を

得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
禅
体
験
の
一
変
種
に
止
ま
る
、
さ
な

が
ら
魔
境
の
同
類
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

極
論
す
れ
ば
、
宗
教
間
交
流
の
場
に
あ
っ
て
実
践
の
次
元
に

身
を
置
い
て
努
め
た
と
し
て
も
、
畢
竟
す
る
に
相
互
の
本
流
か

ら
隔
絶
し
た
変
異
体
験
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
カ
ッ
ツ
の
所
説
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
反
論

は
な
さ
れ
て
い
る
し
、
筆
者
な
り
に
一
つ
の
疑
問
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
も
し
も
文
化
の
支
配
力
と
い
う
も
の
を
認
め
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
個
人
の
身
心
を
占
有
す
る
も
の
な

の
か
、
そ
の
支
配
力
の
質
量
を
計
測
し
て
、
支
配
度
の
如
き
も

の
を
数
式
と
し
て
定
立
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
い
わ
ば
信
仰
に
よ
る
人
格
改
変
の
計
量
化
は
可
能
な
の
か

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば
、
曖
昧
な
ま
ま

で
の
文
化
の
支
配
力
と
い
う
前
提
に
は
承
服
し
き
れ
な
い
恨
み

が
残
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

あ
の
時
カ
ッ
セ
ル
に
向
っ
て
走
る
列
車
の
中
で
、
八
木
先
生

は
一
体
何
を
ご
覧
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
や
半
世
紀
以
前
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の
出
来
事
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
筆
者
に
と
っ
て
そ
の
問
い

は
今
な
お
新
鮮
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
先
生
は
禅
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
真

髄
に
触
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
て

禅
の
根
底
に
触
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

後
学
の
愚
問
に
「
愛
」
を
も
っ
て
お
導
き
い
た
だ
け
る
の
か
、

「
慈
悲
」
を
も
っ
て
お
示
し
い
た
だ
け
る
の
か
、
た
だ
拝
眉
の
機

会
を
待
つ
の
み
で
あ
る
。

註

1
 

八
木
誠
一･

秋
月
龍
珉
『
無
心
と
神
の
国
』、
青
土
社
、

一
九
九
六
年
、
二
六
一
頁
～
二
六
三
頁
。

2
 

八
木
誠
一･

秋
月
龍
珉
『
禅
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』、
青

土
社
、
一
九
八
九
年
、
三
四
一
頁
。

3
 

　

同
上
、
八
四
頁
。　

4
 

同
上
、
九
六
頁
。

5
 

同
上
、
四
六
頁
。

6
 

滝
沢
克
己
・
八
木
誠
一
『
神
は
ど
こ
で
見
出
さ
れ
る
か
』、

三
一
書
房
、
一
九
七
七
年
、
三
一
九
頁
。

7
 

同
上
。

8
 

『
兄
弟
』、
一
八
八
号
、
四
頁
。

9
 

『
神
は
ど
こ
で
見
出
さ
れ
る
か
』、
三
二
〇
頁
。

0
 

同
上
。

a
 

　

同
三
二
一
頁
。

b
	

同
上
。

c
	

『
兄
弟
』、
一
九
一
号
、
三
二
頁
。

d
 

『
鈴
木
大
拙
全
集
第
四
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、

二
三
四
頁
。

e
 

　

同
上
、
二
三
六
頁
。

f
 

　
『
鈴
木
大
拙
全
集
第
一
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、

三
六
〇
頁
。

g
 

『
森
有
正
全
集
第
五
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
、

四
六
頁
。

h
 

西
郷
信
綱
『
古
典
の
影
』、平
凡
社
、一
九
九
五
年
、五
八
頁
。

i
 

『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
巻
八
。

j
 

『
白
隱
和
尚
全
集
第
二
巻
』、
龍
吟
社
、
一
九
三
四
年
、

一
〇
七
頁
。

k
	

木
村
敏『
自
分
と
い
う
こ
と
』、第
三
文
明
社
、一
九
八
七
年
、

五
三
頁
。
な
お「
共
通
感
覚
」に
関
し
て
は
、『
魂
に
つ
い
て
』

（
西
洋
古
典
叢
書
）、京
都
大
学
学
術
出
版
会
、二
〇
〇
一
年
、

一
二
四
頁
～
一
三
七
頁
、及
び『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
６
』
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岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
八
三
頁
～
九
一
頁
を
参
照
。

l
 

同
上
、
五
六
頁
。

m
 

『
宋
版
高
麗
本
景
徳
傳
燈
録
』、中
文
出
版
社
、一
九
八
四
年
、

一
三
一
頁
下
。

n
 

平
野
宗
浄
『
大
燈
禅
の
探
求
』、
教
育
新
潮
社
、
一
九
七
六

年
、
八
三
頁
。

o
 

鶴
岡
賀
男
『
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
研
究
』、
創
文
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
一
一
七
頁
。

p
 

『
禅
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』、
九
七
～
九
八
頁
。

q
 

『
道
元
禅
師
全
集
上
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、

二
一
頁
。

r
 

石
井
修
道
『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』、
大
東
出
版
社
、

一
九
八
七
年
、
六
頁
。

s
 

『
秋
月
龍
珉
著
作
集
７
』、
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
、

七
一
頁
～
七
二
頁
。

t
 

入
矢
義
高
『
伝
心
法
要･

宛
陵
録
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
、
一
九
頁
。
平
田
高
士
『
無
門
関
』、
筑
摩
書

房
、
一
九
六
九
年
、
一
五
頁
。

u
 

「
そ
の
心
の
走
る
路
を
ひ
と
つ
絶
す
る
の
じ
ゃ
」
ー
山
本
玄

峰
『
無
門
関
提
唱
』、
大
法
輪
閣
、
一
九
六
〇
年
、
一
九
頁
。

	

　
「
心
路
と
は
心
意
識
の
運
転
だ
。
つ
ま
り
あ
ゝ
思
い
こ
う

思
ふ
は
た
ら
き
だ
」
ー
朝
比
奈
宗
源
『
無
門
関
提
唱
』、
山

喜
房
佛
書
林
、
一
九
五
七
年
、
四
頁
。

	

　
「
心
路
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
一
切
の
二
元
的
迷
い
の
因
と

な
っ
て
い
る
分
別
意
識
の
こ
と
で
あ
る
」
ー
柴
山
全
慶
『
無

門
関
講
話
』、
創
元
社
、
一
九
七
八
年
、
四
九
頁
。

	

　
「
普
通
の
心
意
識
情
と
い
わ
れ
る
も
の
」ー
平
田
高
士『
無

門
関
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
六
頁
。

v
 

『
大
正
藏
』
四
七
、六
五
一
下
。

w
 

深
澤
英
隆
「
体
験
と
伝
統
ー
近
年
の
神
秘
主
義
論
争
に

寄
せ
て
ー
」、『
現
代
宗
教
学
１
』、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
二
年
、
所
収
を
参
照
。

x
 

『
禅
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
』、
八
八
～
八
九
頁
。　
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さ
し
く
不
十
分
だ
か
ら
、
言
語
化
は
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
現
在

に
い
た
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
。そ
の
間
に
当
然
、勉
強
が
あ
る
。

禅
が
い
か
な
る
も
の
か
掴
む
に
は
、
カ
ッ
セ
ル
以
後
二
、三
十
年

は
か
か
っ
て
い
る
。
言
葉
を
知
ら
ず
し
て
言
語
化
は
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
当
時
の
私
に
は
「
郭
然
無
聖
」
と
は
何
の
こ
と
か
明

晰
に
掴
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
久
松
真
一
に
「
無
相
の
自
己
」

と
い
う
言
葉
を
教
わ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
「
無
相
の
自
己
」
か
と

納
得
、
す
る
と
「
無
相
の
自
己
」
の
働
き
方
の
こ
と
を
「
郭
然

無
聖
」
と
い
う
ん
だ
な
と
「
言
語
化
」
し
て
納
得
す
る
と
い
う

具
合
で
あ
っ
た
。
カ
ッ
セ
ル
当
時
の
言
語
化
は
、
当
時
の
私
に

新
鮮
で
あ
っ
た
事
柄
の
、
当
時
の
語
彙
に
よ
る
言
語
化
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
二
つ
の
宗
教
的
経
験
に
見
舞
わ
れ
た
私
に
と
っ

て
は
「
自
覚
と
言
語
化
」
は
ま
さ
に
課
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
るカ

ッ
セ
ル
の
出
来
事
を
直
接
経
験
と
捉
え
た
場

合
に
生
ず
る
問
題

１ 

言
語
と
直
接
経
験

「
言
語
は
直
接
経
験
を
覆
う
。
し
か
し
言
語
は
直
接
経
験
の
内

宗
教
的
経
験
と
い
う
と
き
、
安
永
氏
の
い
わ
れ
る
通
り
、
体

験
と
自
覚
と
言
語
化
の
三
者
は
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
自
覚
と
言
語
化
は
事
柄
の
内
容
を
際
立
た
せ
る
。
だ

か
ら
体
験
は
自
覚
と
言
語
表
現
に
よ
っ
て
経
験
と
な
る
と
い
え

る
。こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、カ
ッ
セ
ル
で
の
出
来
事
―
―
当
時
、

禅
も
仏
教
も
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
か
っ
た
若
者
に
起
こ
っ
た

出
来
事
―
―
に
関
す
る
、
ま
ず
は
言
語
表
現
を
手
掛
か
り
と
す

る
安
永
氏
の
評
価
は
全
体
と
し
て
正
当
で
あ
り
、
同
感
で
き
る
。

ま
ず
こ
の
点
を
認
め
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
検
討
に
関
し
て
は
、

な
お
方
法
的
な
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

当
人
の
自
覚
と
言
語
化
は
当
時
の
ま
ま
終
わ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
も
し
当
時
の
言
語
化
で
経
験
内
容
が
言
い
尽
く
さ
れ
て

い
た
ら
言
語
化
は
そ
こ
で
止
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
ま

レ
ス
ポ
ン
ス

八
木
誠
一
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禅
理
解
を
安
永
氏
は
ど
う
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で

宗
教
言
語
の
問
題
へ
の
私
の
解
答
は
『
宗
教
と
言
語
・
宗
教
の

言
語
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
五
）
に
ま
と
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

２  

基
督
教
的
経
験
と
禅
的
経
験
を
﹁
直
接
経
験
﹂

の
一
般
論
へ
と
展
開
す
る
︵
同
時
に
言
語
論
を

簡
単
に
再
説
す
る
︶
こ
と

左
記
の
著
書
参
照

『
宗
教
と
は
何
か
』（
法
藏
館
、
一
九
九
五
、
第
三
章
、
第
四
章
。

こ
こ
で
直
接
経
験
の
諸
相
を
述
べ
た
。

（
１
）
主
‐
客
直
接
経
験
、（
２
）
我
‐
汝
直
接
経
験
、

（
３
）「
自
己
‐
自
我
」
直
接
経
験
の
三
者
が
区
別
さ
れ
、

カ
ッ
セ
ル
の
出
来
事
は
（
１
）
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

『
場
所
論
と
し
て
の
宗
教
哲
学
』、
第
三
章
。

こ
こ
で
「
神
の
直
接
経
験
」
は
存
在
せ
ず
、
作
用
的
一
の
直

接
経
験
が
あ
る
こ
と
（「
自
己
‐
自
我
」
直
接
経
験
）。「
共
同
体

の
直
接
経
験
」
も
存
在
せ
ず
、
人
間
性
の
自
覚
の
な
か
に
「
共

同
体
性
」
の
直
接
経
験
が
あ
る
こ
と
、
が
加
え
ら
れ
る
。
直
接

経
験
の
諸
相
は
別
事
で
は
な
く
、
根
源
的
な
直
接
経
験
の
諸
面

容
を
際
立
た
せ
る
。「
自
我
」
の
関
与
を
含
め
た
、
両
者
の
関

係
。
ま
た
、
直
接
経
験
を
適
正
に
語
る
言
語
と
は
い
か
な
る
も

の
か
と
言
う
問
題
。
私
が
四
〇
年
前
の
カ
ッ
セ
ル
体
験
を
語
っ

た
の
は
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
こ
と
が
何
だ
っ
た
の
か
、
教
え
て

欲
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
も
誰
も
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た

か
ら
、
私
は
自
分
で
答
え
を
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
こ

の
問
題
の
探
求
は
ま
ず
、「
直
接
経
験
」
は
幻
の
ご
と
き
一
時
の

心
境
に
過
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
宗
教
的
認
識
に
と
っ
て
意
味
は
な

い
、
と
断
定
し
た
滝
沢
克
己
と
の
論
争
を
き
っ
か
け
と
し
て
い

る
。
こ
の
論
争
は
一
応
、
秋
月
龍
珉
を
ジ
ャ
ッ
ジ
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
た
（『
神
は
ど
こ
で
見
出
だ
さ
れ
る
か
』、
三
一
書
房
、

一
九
七
七
）。
さ
て
こ
こ
で
秋
月
は
滝
沢
に
軍
配
を
あ
げ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
不
満
を
抱
い
た
八
木
は
直
接
経
験
を
テ
ー
マ
と

し
て
仏
教
哲
学
者
と
の
対
談
を
試
み
る
。（
久
松
ー
八
木
、『
覚

の
宗
教
』、
春
秋
社
、
一
九
八
〇
。
西
谷
ー
八
木
、『
直
接
経
験
』、

春
秋
社
、
一
九
八
九
）。『
覚
の
宗
教
』
は
対
話
と
し
て
も
っ
と

も
成
功
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
秋
月
と
の
対
話
（『
歴
史

の
イ
エ
ス
を
語
る
』、
春
秋
社
、
一
九
八
四
、
以
下
）
は
以
上
の

経
過
を
踏
ま
え
て
い
る
。
秋
月
と
の
対
話
に
あ
ら
わ
れ
た
私
の
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を
代
入
す
る
と
、
第
一
行
左
辺
は
、
信
徒
の
行
が
如
来
の
は
た

ら
き
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
こ
と
、
右
辺
第
三
、四
項
は
如
来
の
願

力
が
世
界
を
包
み
、
信
徒
が
如
来
の
願
力
が
信
・
行
と
し
て
現

実
化
す
る
意
味
に
な
る
。

道
元
を
上
図
を
用
い
て
読
み
解
く
こ
と
に
つ
い
て
は
『
場
所

論
と
し
て
の
宗
教
哲
学
』
第
六
章
参
照
。

禅
で
は
「
自
己
・
自
我
」
直
接
経
験
と
「
主
・
客
」
直
接
経

験
の
結
合
が
際
立
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
上
記
の
表
の
Ｇ
の
場
所

に
Ｄ
（
法
性
法
身
）
を
代
入
す
る
と
第
一
行
は
禅
的
自
覚
を
表

す
。
た
だ
し
、
禅
の
場
合
、
理
論
的
分
析
が
も
た
ら
す
対
象
化

を
嫌
う
か
ら
、「
Ｄ
↓
Ｍ
↓
」
は
ま
と
め
て
「
人
」
と
し
て
言
語

化
さ
れ
る
。
禅
は
新
約
聖
書
の
「
Ｇ
↓
Ｓ
↓
Ｅ
↓
」
に
当
た
る

事
柄
を
「
人
」
の
一
語
で
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ

れ
だ
け
「
人
」（「
無
位
の
真
人
」
あ
る
い
は
「
心
法
」）
は
「
超

個
」
の
面
を
持
っ
こ
と
に
な
る
（
秋
月
は
、
個
と
は
「
一
息
の

超
個
の
個
」
だ
と
い
っ
た
）。
こ
の
場
合
、
上
記
の
表
の
第
一
行

は
右
辺
第
二
項
の
み
に
な
り
、
他
の
行
と
項
は
そ
こ
に
含
意
さ

れ
る
形
に
な
る
。

久
松
真
一
の
禅
は
こ
の
意
味
で
の
第
二
項
の
典
型
で
あ
る
。

で
あ
る
。
だ
か
ら
一
は
他
を
含
意
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一

般
論
が
可
能
。

３  

直
接
経
験
の
内
容
の
言
語
化
に
関
す
る 

一
般
論

こ
れ
を
「
場
所
論
」
の
観
点
か
ら
定
式
化
す
る
（『
場
所
論
と

し
て
の
宗
教
哲
学
』）。
ま
ず
基
督
教
（
新
約
聖
書
）
に
つ
い
て
。

Ｇ
は
神
、
Ｉ
は
個
人
（
個
物
）。

G

↓I

↓=G

↓ / I

↓ / （G
 in I

）
↓ /  （I in G

）
↓

=

（ Im
 

↓ 1n

）・（In 

↓ Im

）

=

（ Im
 in In

） ・（In in Im

）

⇩I intgr

Ｍ=

Ｓ
↓
Ｅ
↓
（
Ｍ
は
身
体
／
人
格
と
し
て
の
人
間
）。

Ｓ
は
自
己
（
Ｇ
と
Ｍ
の
作
用
的
一
）。
Ｅ
は
自
我
。

適
用
例

Ｇ
の
代
わ
り
に
「
理
」
を
、Ｉ
の
代
わ
り
に
場
所
に
「
事
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
代
入
す
る
と
、
第
一
行
右
辺
は
、
理
法
界
、
事
法
界
、

理
事
無
礙
法
界
、
第
二
、三
行
右
辺
は
事
事
無
礙
法
界
を
示
す
。

Ｇ
の
代
わ
り
に
Ａ
（
阿
弥
陀
仏
）
を
、
Ｉ
の
代
わ
り
に
信
徒
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仏
教
徒
と
基
督
教
徒

私
は
、
仏
教
と
は
寂
滅
（
諸
仏
如
来
煩
悩
不
起　

是
名
涅
槃
）

即
「
無
相
の
自
己
の
は
た
ら
き
」
と
い
う
こ
と
だ
と
共
感
し
な

が
ら
、
や
は
り
「
私
は
イ
エ
ス
の
弟
子
だ
」
と
言
う
。
そ
れ
は

イ
エ
ス
に
も
「
寂
滅
」
即
「
無
相
の
自
己
の
は
た
ら
き
」
に
相

当
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
私
が
や
は
り
イ
エ
ス
の
弟
子

だ
と
い
う
の
は
、
い
は
ば
私
が
西
欧
文
化
に
共
感
し
な
が
ら
も
、

な
お「
私
は
日
本
人
だ
」と
い
う
の
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
パ
ウ
ロ
的
基
督
教
か
ら
出
発
し
て
、
禅
に
触
れ
、「
不
立
文

字
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
が
イ
エ
ス
の
立
場
で
も
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
。
イ
エ
ス
の
宗
教
と
（
パ
ウ
ロ
的
）
基
督
教
は
違

う
。
た
だ
し
一
般
に
仏
教
に
は
、
上
記
の
表
の
右
辺
第
三
行
「I 

intgr

」
が
乏
し
い
。
展
開
の
根
は
あ
る
の
だ
が
、
自
覚
と
言
語

化
が
不
十
分
で
、
こ
れ
が
仏
教
に
お
い
て
歴
史
と
共
同
体
の
認

識
が
乏
し
い
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
基
督
教
に
は
主
‐

客
直
接
経
験
が
知
ら
れ
て
い
な
い
。
不
立
文
字
は
基
督
教
の
場

合
、
律
法
か
ら
自
由
と
し
て
の
み
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
天
上
天
下
唯
我
独
尊
、殺
仏
殺
祖
（
殺
神
）
の
「
無
神
論
」

的
自
己
で
あ
る
。
た
だ
し
久
松
は
他
の
仕
方
で
の
言
語
化
に
も

開
か
れ
て
い
た
。
覚
は「
覚
の
覚
」へ
と
反
省
的
に
展
開
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
「
神
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
久
松
は
認
め
た
（『
覚
の
宗
教
』、xii

ペ
ー
ジ
以
下
）。

た
だ
し
こ
の
「
神
」
は
、
絶
対
他
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
時
に

絶
対
自
者
で
あ
る
と
い
う
。
全
く
そ
の
通
り
で
、イ
エ
ス
の
「
場

所
論
的
神
」
は
そ
う
い
う
神
で
あ
っ
た
。

上
記
の
表
が
経
験
の
理
論
化
を
示
す
と
す
れ
ば
、
禅
の
本
質

は
理
論
化
を
経
て
理
論
を
離
れ
、
は
た
ら
き
の
直
接
性
に
帰
る

と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
理
論
化
以
前
の
直
接
性
と

は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
場
所
論
を
構
成
し
て
み
る
と
イ
エ
ス
の
宗
教

が
場
所
論
的
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
書
い
た
の

が
『
イ
エ
ス
の
宗
教
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
）
で
あ
る
。
私

の
「
言
語
化
」
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
一
応
の
決
着
に
い
た
っ
た

と
思
う
。
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安
永
氏
へ
の
問
い

体
験
は
自
覚
と
言
語
化
に
よ
っ
て
経
験
と
な
る
。
そ
れ
は
そ

の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
ま
ず
第
一
に
、「
覚
の
覚
」（
自
覚
）

と
は
区
別
さ
れ
る
「
覚
」
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
自
覚
」
と
い

う
こ
と
も
な
い
し
言
語
表
現
も
な
い
（
鈴
木
大
拙
、
上
田
閑
照

編
『
禅
の
世
界
』、
理
想
社
、
一
九
八
一
、四
ペ
ー
ジ
参
照
）。
他

者
に
は
見
え
な
い
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
久
松
は
「
自
証
」
を

い
う
（
こ
れ
も
私
が
久
松
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
言
葉
で
あ
る
）。

さ
て
あ
る
人
が
十
分
な
言
語
表
現
を
し
て
い
な
い
と
き
、
た
し

か
に
そ
の
人
の
自
覚
は
不
十
分
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
体
験
の

質
に
も
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
者
に
お
け
る
こ

の
「
覚
の
覚
」（
自
覚
）
と
は
区
別
さ
れ
る
「
覚
」
の
存
在
あ
る

い
は
不
在
を
安
永
氏
は
ど
の
よ
う
に
し
て
検
証
す
る
の
だ
ろ
う

か
。第

二
の
問
題

禅
者
に
は
、「
悟
り
」
の
「
経
験
」
を
吟
味
す
る
た
め
の
長

い
伝
統
が
あ
る
。
そ
の
検
証
は
、
室
内
の
事
柄
と
し
て
は
完
全

に
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
に
は
多
様
な
言
語
シ
ス
テ
ム

結
論　

こ
こ
か
ら
振
り
返
っ
て
見
る
と
き
、
ド
イ
ツ
留
学
当
時
の
私

は
基
督
教
的
な
「
自
己
‐
自
我
」
直
接
経
験
と
「
我
・
汝
」
直

接
経
験
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
、
こ
れ
を
「
も
は
や
私
が
生
き

て
い
る
の
で
は
な
い
、
キ
リ
ス
ト
が
私
の
な
か
で
生
き
て
い
る
」

と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
（
ガ
ラ
テ
ア
二
、一
九
ー
二
〇
）
に
し
た

が
っ
て
理
解
し
て
い
た
。
カ
ッ
セ
ル
で
の
出
来
事
は
、
上
述
の

直
接
経
験
が
「
主
‐
客
」
直
接
経
験
の
面
へ
と
開
か
れ
た
出
来

事
で
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
そ
こ
で
の
最
初
の
自
覚
‐
言
語

化
は
「
言
語
化
さ
れ
た
世
界
は
直
接
経
験
に
現
れ
る
世
界
と
は

ま
る
で
違
う
も
の
だ
」
と
い
う
実
感
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
私
は
カ
ッ
セ
ル
の
出
来
事
を
語
る
と
き
、「
主
・
客
」

直
接
経
験
の
面
だ
け
を
語
っ
た
。
し
か
し
禅
経
験
は
「
主
・
客
」

直
接
経
験
と
「
自
己
・
自
我
」
直
接
経
験
が
結
び
つ
い
た
も
の

だ
か
ら
、
そ
の
立
場
か
ら
私
の
発
言
を
見
る
と
、「
自
己
の
覚
」

の
面
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
禅
と
は
違
う
と
い
う
印

象
に
な
る
の
だ
と
思
う
。
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な
い
か
。
は
っ
き
り
い
え
ば
、
そ
れ
は
伝
統
を
超
え
た
宗
教
的

表
現
の
解
釈
学
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
カ
ッ
セ
ル
で
の
出
来
事
は
私
に
と
っ
て
は
極

め
て
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
完
成
で

は
全
然
、
な
い
。
要
す
る
に
こ
れ
が
安
永
氏
の
論
考
に
対
す
る

私
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

が
交
差
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
。
安
永
氏
は
、
私
の
学
生
時
代

の
「
基
督
教
的
宗
教
経
験
」
を
ど
う
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

全
く
言
及
が
な
い
が
、
そ
れ
は
伝
統
禅
と
は
全
く
無
関
係
な
の

だ
ろ
う
か
。
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
言
語
表
現
は

体
験
内
容
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
に
、
ま
た

そ
の
言
語
表
現
は
他
者
に
よ
っ
て
正
確
に
理
解
さ
れ
る
と
も
限

ら
な
い
の
に
（
イ
エ
ス
が
適
例
で
あ
る
）、
言
語
表
現
を
手
掛

か
り
と
し
て
他
者
の
覚
の
質
を
検
討
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
体
験
と
経
験
は
不
可
分
だ
が
不
可
同
で
あ
る
。

安
永
氏
の
論
文
は
、
そ
れ
が
意
図
し
た
範
囲
で
は
納
得
で
き

る
。
し
か
し
、
自
分
の
伝
統
と
は
異
な
る
伝
統
の
人
間
が
自
分

の
伝
統
に
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
増
加
す
る
状
況

で
は
、
異
な
る
伝
統
の
人
の
「
経
験
」
を
評
価
す
る
に
つ
い
て
、

宗
教
経
験
の
表
現
に
か
か
わ
る
一
般
的
解
釈
学
の
展
開
が
望
ま

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
安
永
論
文
を
こ
の
意
味
で

も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
読
ん
だ
。
実
際
、
た
と
え
ば
西
谷
啓
治
と
の

対
談
で
、
私
は
し
ば
し
ば
西
谷
の
新
約
聖
書
理
解
の
正
し
さ
・

深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
宗
教「
経

験
」
の
質
に
迫
る
、
表
現
の
一
般
解
釈
学
が
望
ま
れ
る
の
で
は
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安
永 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
昨
日
、
八
木
先
生
か
ら

ご
丁
寧
な
レ
ス
ポ
ン
ス
を
頂
戴
し
ま
し
て
、
拙
い
も
の

を
本
当
に
丁
寧
に
読
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
誠
に
あ

り
が
た
く
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
最
初
の
第
一
の
問
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け

れ
ど
も
、
唐
突
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や
は
り

伝
統
に
属
し
て
い
る
そ
の
伝
統
が
違
い
ま
す
と
、
こ
の

よ
う
な
質
問
と
い
う
の
が
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
の
が

正
直
な
感
想
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
最
初
の
ご
質
問
、
他

者
に
お
け
る
覚
の
覚
、
自
覚
に
先
立
つ
覚
と
い
う
こ

と
。
こ
の
ご
質
問
を
わ
た
く
し
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
て
、
ま
ず
最
初
に
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
の
が
、
サ
ミ

ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
「
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
」
と

い
う
戯
曲
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
単
純
な
話
で
ご
ざ
い
ま

討
議	

Ⅳ	

司
会　

八
木
誠
一

討
議
Ⅰ 

司	

会　

八
木
誠
一

し
て
、
舞
台
が
あ
っ
て
そ
れ
が
開
き
ま
す
と
、
ゴ
ー
ゴ

ー
と
デ
ィ
ー
デ
ィ
ー
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
二
人
の
男

性
が
い
る
。
二
人
は
話
を
し
な
が
ら
待
っ
て
い
る
、
言

っ
て
み
れ
ば
こ
れ
は
来
る
で
あ
ろ
うG

od

を
待
っ
て
い

る
と
い
う
芝
居
で
す
ね
。
つ
ま
り
結
局
の
と
こ
ろ
は
、

現
わ
れ
る
は
ず
の
ゴ
ド
ー
が
現
れ
ず
に
幕
が
降
り
て
、

芝
居
が
終
わ
る
と
い
う
お
話
で
す
。
実
は
こ
れ
は
キ
リ

ス
ト
教
の
神
が
モ
チ
ー
フ
の
話
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
な
に
を
言
っ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
わ
れ
わ

れ
は
神
が
い
て
や
っ
て
来
る
だ
ろ
う
か
ら
待
っ
て
い
る

と
、し
か
し
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、我
々

が
待
つ
か
ら
神
が
い
る
と
信
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は

な
い
か
、
そ
う
い
う
モ
チ
ー
フ
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
な

ぜ
こ
れ
を
思
い
浮
か
べ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
少
な
く

と
も
わ
た
し
が
こ
の
二
〇
年
来
、
主
に
キ
リ
ス
ト
教
の

カ
ソ
リ
ッ
ク
の
修
道
士
の
方
た
ち
と
対
話
を
重
ね
て
感

じ
ま
し
た
と
こ
ろ
は
、
禅
者
と
い
う
の
は
有
無
を
越
え

た
無
に
立
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
我
々
は
有
無
を
越
え
た

無
の
世
界
に
立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
者
の
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方
々
は
有
無
を
越
え
た
有
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
と
に
か
く
有
る
ん
だ
と
、
神

は
有
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を

も
う
少
し
考
え
て
み
ま
す
と
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の

世
界
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
プ
ラ

ス
が
有
の
世
界
で
、
マ
イ
ナ
ス
が
無
の
世
界
。
と
こ
ろ

が
仏
教
で
は
ゼ
ロ
、
シ
ュ
ニ
ャ
タ
ー
、
空
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
禅
の
場
合
の
無
は
シ
ュ
ニ
ャ

タ
ー
で
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
超
え
た
ゼ
ロ
の
世
界

で
す
。
ゼ
ロ
と
い
う
の
は
い
く
ら
で
も
足
せ
ま
す
し
、

い
く
ら
で
も
引
け
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
だ
か
ら
こ

の
よ
う
な
ゼ
ロ
の
世
界
は
有
る
で
も
あ
り
無
い
で
も
あ

る
と
な
り
ま
す
と
、
つ
ま
り
禅
者
と
キ
リ
ス
ト
者
が
互

い
に
共
有
で
き
る
世
界
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
た
だ

有
無
を
越
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
で
辛
う
じ
て
接
点

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
後
に
は
お
互
い
の
帰
属

点
に
帰
着
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
痛
感
す
る
次
第
で
す
。
で
す
か
ら
八
木
先
生
の
ご
質

問
で
、
ま
ず
覚
の
覚
、
自
覚
と
は
区
別
さ
れ
る
覚
が
あ

り
、
禅
の
立
場
か
ら
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
有
り
と
い

っ
た
瞬
間
に
覚
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
し
ま
う
の

で
す
ね
。

八
木
誠
一　

そ
う
な
ん
で
す
よ
、
そ
こ
が
問
題
。
そ
れ
を
ど
う

や
っ
て
見
極
め
る
か
が
ね
。

安
永	

「
こ
こ
に
は
」
と
言
っ
た
瞬
間
に
こ
こ
と
あ
そ
こ
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
れ
も
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
で
す
か
ら
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
こ
の
八
木
先

生
の
覚
の
存
在
と
不
在
を
問
う
ご
質
問
は
、
い
か
に
も

二
者
択
一
、
ま
る
で
わ
た
く
し
は
覚
り
の
存
在
証
明
を

尋
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
そ
ん
な
感
じ
が
し
ま
し
て
。

八
木
誠
一　

そ
れ
が
あ
な
た
の
仕
事
で
し
ょ
、
違
い
ま
す
か
。

安
永	

そ
う
で
す
、
仰
る
と
お
り
で
す
。
申
し
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
禅
の
世
界
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ

の
よ
う
な
自
覚
に
先
行
す
る
覚
と
い
う
の
は
無
い
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
、
有
無
を
超
え
て
無
い
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
。
で
す
か
ら
見
性
以
前
の
問
題
と
し
か

わ
た
し
の
立
場
か
ら
は
お
答
え
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。　
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八
木
誠
一　

そ
う
す
る
と
た
と
え
ば
鈴
木
大
拙
が
ね
、
覚
に
つ

い
て
は
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
と
、
久
松
先
生
も
そ

う
仰
っ
た
の
で
す
よ
、
覚
の
現
場
に
は
覚
も
あ
り
ま
せ

ん
よ
っ
て
。

安
永	

覚
も
な
い
で
す
。
そ
う
で
す
。

八
木
誠
一　

そ
う
な
ん
で
す
よ
、
覚
の
現
場
に
は
覚
は
な
い
の

で
す
よ
、
だ
け
ど
単
純
に
無
い
の
と
は
違
う
で
し
ょ
。

安
永　

単
純
に
な
い
の
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
は
い
。

八
木
誠
一　

ね
、
そ
こ
な
ん
で
す
よ
。

安
永	

そ
こ
で
す
ね
。
そ
れ
で
第
二
番
目
の
ご
質
問
で
ご
ざ
い

ま
す
け
れ
ど
、
八
木
先
生
の
学
生
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教

的
な
宗
教
経
験
と
い
う
の
は
対
談
集
の
『
禅
と
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
』
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
ご
ざ
い
ま
し
て
、

わ
た
く
し
も
非
常
に
感
銘
を
受
け
た
体
験
で
ご
ざ
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
わ
た
し
の
理
解
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
愛
と
義
の
教
え
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
か
、
そ
う
し
ま
す
と
禅
は
智
慧
と
慈
悲
の
教
え
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
む
し
ろ
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、「
カ
ッ
セ
ル
車
中
体
験
」
と

い
う
の
は
八
木
先
生
が
禅
の
般
若
の
智
慧
に
触
れ
た
ご

体
験
で
あ
っ
た
。
学
生
時
代
の
ご
体
験
と
い
う
の
は
そ

の
智
慧
の
表
裏
の
如
き
慈
悲
の
面
に
触
れ
た
。
で
す
か

ら
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
タ
ー
ム
に
し
ま
す
と
、
愛
に

近
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
今
回
は「
カ

ッ
セ
ル
車
中
体
験
」
を
も
っ
ぱ
ら
取
り
上
げ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
八
木
先
生
の
学
生
時
代
の
キ
リ

ス
ト
教
的
宗
教
経
験
と
い
う
の
は
、
ま
た
機
会
が
あ
り

ま
し
た
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
第
二
の
問
題
の「
異
な
る
伝
統
の
人
の『
経

験
』
を
評
価
す
る
に
つ
い
て
。
宗
教
経
験
の
表
現
に
か

か
わ
る
一
般
的
解
釈
学
の
展
望
が
望
ま
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
」。
こ
れ
は
誠
に
同
意
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
わ
た
く
し
は
八
木
先

生
の
数
字
と
記
号
と
公
式
の
こ
の
ご
発
表
を
聞
い
て
お

る
最
中
、
こ
れ
は
「
洞
山
の
五
位
」
だ
な
、
と
思
っ
て

聞
い
て
お
る
の
で
す
。
こ
れ
は
お
分
か
り
に
な
る
方
は

お
分
か
り
に
な
る
と
思
う
の
で
す
が
、
曹
洞
宗
に
「
洞
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山
の
五
位
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
記
号
で
全

部
宗
旨
を
表
現
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
白
い
丸

と
黒
い
丸
と
い
う
の
が
最
初
に
ご
ざ
い
ま
し
て
、
白
い

丸
が
悟
り
の
世
界
で
、
黒
い
丸
が
迷
い
の
世
界
。
そ
う

い
う
ふ
う
に
白
い
丸
と
黒
い
丸
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ

て
ゆ
く
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
記
号
で
禅
の
世
界
を
表

現
し
て
い
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
わ
た
く

し
は
、
白
い
丸
と
黒
い
丸
と
い
う
の
は
漢
詩
の
平
仄
も

そ
れ
で
表
わ
し
ま
す
し
、
月
齢
図
、
つ
ま
り
月
の
満
ち

欠
け
か
ら
出
て
き
た
白
丸
、
黒
丸
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
白
い
丸
が
悟
り
の

世
界
、
黒
い
丸
が
迷
い
の
世
界
、
そ
れ
ら
が
交
差
す
る
、

そ
れ
を
八
木
先
生
が
仰
る
よ
う
に
神
と
人
と
変
え
て
ゆ

く
と
、
こ
の
記
号
で
も
っ
て
禅
も
キ
リ
ス
ト
教
も
表
現

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
そ
ん
な
こ
と
も
考

え
て
お
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
八
木
先
生
が
宗
教
言
語

の
透
明
性
と
い
う
問
題
を
考
え
ら
れ
ま
す
と
、
記
号
あ

る
い
は
公
式
・
数
式
で
持
っ
て
宗
教
の
根
源
の
世
界
が

表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
、
非
常
に
有

意
義
な
試
み
で
は
な
い
か
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
お
り

ま
す
。

佐
藤	

短
い
質
問
を
お
二
人
に
そ
れ
ぞ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
八
木
先
生
で
す
が
、

先
生
の
先
ほ
ど
の
お
答
え
で
す
と
「『
自
己
‐
自
我
』

直
接
経
験
が
『
主
‐
客
』
直
接
経
験
の
面
へ
の
開
か
れ

た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
う
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
先
生
の
体
験
談
の
と
こ
ろ
に
「
僕
は

今
ま
で
木
は
木
だ
と
思
っ
て
い
た
、
な
ん
と
い
う
間
違

い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
別
の

言
い
方
に
す
る
と
、「
木
は
わ
た
し
だ
」
と
い
う
こ
と

で
す
か
。
そ
う
い
う
風
に
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

八
木
誠
一　

あ
る
意
味
で
は
よ
い
の
で
す
け
ど
、
む
し
ろ
木
は

神
の
働
き
を
宿
し
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
良
い
で
す
。

佐
藤	

直
接
経
験
的
な
ス
パ
ン
と
し
た
言
語
で
言
え
と
言
わ
れ

れ
ば
、「
あ
の
木
は
わ
た
し
だ
」
と
い
う
こ
と
で
よ
い

で
す
か
。
今
の
先
生
の
言
い
方
で
す
と
論
理
化
さ
れ
て

い
ま
す
け
れ
ど
も
。

八
木
誠
一　

そ
れ
で
も
い
い
の
で
す
。
で
も
誤
解
さ
れ
易
い
で
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す
ね
。
木
も
な
い
、
私
も
な
い
、「
な
い
」
と
い
う
こ

と
も
な
い
、
と
言
っ
た
ら
、
滝
沢
先
生
に
、
そ
ん
な
の

は
一
時
の
気
の
迷
い
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

佐
藤	

当
時
の
先
生
の
言
語
だ
っ
た
ら
、
他
の
言
い
方
で
ど
う

い
う
言
語
に
な
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
の

で
す
が
。

八
木
誠
一　
「
木
は
無
限
だ
っ
た
」
で
す
、
は
い
。

佐
藤	

無
限
だ
っ
た
で
す
か
、
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も

う
一
つ
で
す
ね
、
こ
れ
は
安
永
老
師
に
質
問
な
の
で
す

け
れ
ど
も
、
唐
代
の
禅
の
師
匠
と
宋
代
の
禅
の
師
匠
が

非
常
に
異
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
強
調
し
て
仰
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
、「
唐
代
の
禅
匠
た
ち
が
『
心
路
を
絶
す
る
』

こ
と
な
く
『
直
指
人
心
』
と
い
う
手
法
を
用
い
た
の
に

対
し
て
、
宋
代
の
禅
匠
た
ち
は
ま
ず
『
心
路
を
絶
し
て
』

大
死
一
番
の
世
界
に
引
き
入
れ
て
か
ら
大
活
現
前
と
い

う
般
若
の
自
覚
を
目
指
し
た
と
考
え
て
よ
い
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
唐
代
の
禅
の
師
匠
た

ち
が
大
死
一
番
と
い
う
こ
と
が
全
く
な
し
に
究
極
に
行

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
つ
ま
り
大
死
一
番
と
い
う

事
柄
と
い
う
の
は
、
唐
代
の
禅
匠
た
ち
に
は
な
か
っ
た

と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
。
こ
こ
は
ち
ょ

っ
と
微
妙
で
僕
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

安
永	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に
鋭
い
ご
質
問
だ
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
先
立
ち
ま
し
て
、
唐
代

の
禅
と
言
っ
て
も
一
括
り
す
る
こ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
無

理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
た
と
え
ば
臨
済
と
玄

沙
の
互
い
の
主
張
の
違
い
な
ど
を
申
し
上
げ
て
い
る
よ

う
に
、
も
ち
ろ
ん
唐
代
の
禅
者
の
中
に
も
大
死
一
番
と

い
う
世
界
を
要
求
す
る
禅
者
も
い
た
と
思
い
ま
す
。
公

案
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
比
較
的
早
い
段
階
で
、
た
と

え
ば
五
祖
弘
忍
禅
師
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど

も
、
六
祖
慧
能
の
お
師
匠
さ
ん
に
あ
た
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
方
の
語
録
の
中
に
「
わ
た
し
の
家
は
そ
の
ま

ま
で
木
に
な
り
竹
に
な
り
土
に
な
る
。
こ
の
家
は
何
か
。

そ
れ
に
答
え
よ
」
み
た
い
な
後
世
の
公
案
を
思
わ
せ
る

よ
う
な
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
先
生
が
仰
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
は
乱
暴
な
書
き
方
を
し
て
し
ま
い
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
唐
代
の
禅
者
の
中
に
も
対
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機
説
法
、
相
手
に
応
じ
て
大
死
一
番
の
世
界
に
導
い
た

と
い
う
そ
う
い
う
禅
者
も
い
た
と
思
い
ま
す
。
わ
た
く

し
の
記
述
が
乱
暴
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

森	

わ
た
し
は
質
問
じ
ゃ
な
く
て
、
お
願
い
な
の
で
す
け
れ

ど
も
、
安
永
先
生
は
途
中
で
妙
高
高
原
で
の
Ｔ
先
生
の

こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は

そ
の
現
場
に
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
西
谷
先
生
が
中

心
で
、
Ｔ
先
生
と
上
田
先
生
も
お
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。

僕
は
こ
こ
で
Ｔ
先
生
云
々
と
書
か
れ
て
い
る
秋
月
先
生

の
書
き
方
に
も
少
し
偏
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。
そ
し
て
今
日
の
お
二
人
の
や
り
取
り
の
中

に
も
ず
れ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
こ
で
論

争
が
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
西
谷
先
生
は
は

っ
き
り
と
八
木
先
生
の
味
方
に
な
っ
て
、
ま
、
お
客
さ

ん
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
面
も
あ
り
ま
し
た
。
や
は
り

僕
は
若
か
っ
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
何
も
分
か
ら
な
く
て

聞
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
雰
囲
気
や
何
か
は
こ

こ
で
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
だ
い
ぶ
違
う
の
で
は

な
い
か
と
い
う
感
じ
も
す
る
の
で
す
ね
。
今
日
の
も
雑

誌
に
載
り
、
も
ち
ろ
ん
活
字
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
。
ま
さ
に
今
日
、
安
永
先
生
が
仰
っ
た
よ
う
に
文
字

言
語
で
見
る
か
、
現
に
聞
い
て
話
す
か
で
だ
い
ぶ
違
い

ま
す
よ
。
八
木
先
生
が
書
か
れ
た
も
の
を
見
た
上
で
吟

味
す
る
こ
と
と
、
相
見
し
て
現
に
見
る
の
で
は
全
然
違

い
ま
す
よ
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
た
と
え
ば
相
手
は
木

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
本
当
に
木
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

カ
ッ
セ
ル
の
あ
れ
は
、
後
で
、「
あ
ぁ
、
そ
う
だ
っ
た
、

木
は
木
だ
っ
た
、
な
ん
と
間
違
い
だ
っ
た
こ
と
か｣

と

い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
ど
こ
か
ら
木
が
出
て
き
た
の
か
、

僕
は
聞
く
限
り
に
お
い
て
は
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
別
に
木
じ
ゃ
な
く
て
も
ペ
ン
は
ペ
ン
だ
と
間

違
っ
た
で
も
よ
い
で
す
よ
ね
。

八
木
誠
一　

目
の
前
に
木
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
が
、
な
ん
で
も

い
い
で
す
よ
、
そ
こ
は
。

森	

　

で
も
、
ど
こ
か
で
相
手
は
木
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
特
に
対
話
の
上
で
先
生

の
ご
経
験
が
す
ご
く
色
々
な
人
の
、
僕
か
ら
す
れ
ば

四
〇
年
前
の
そ
の
問
答
に
お
い
て
も
す
ご
く
生
き
生
き
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と
出
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
大
切
な
問
題
が
入

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。
八
木
先
生
は

直
接
経
験
と
言
わ
れ
る
、
安
永
先
生
は
体
験
や
禅
的
な

経
験
と
し
て
言
わ
れ
る
。
な
ん
だ
か
ま
だ
す
っ
き
り
し

ま
せ
ん
。
こ
こ
に
上
田
先
生
が
お
ら
れ
る
か
ら
、
僕
が

お
願
い
と
い
う
の
は
上
田
先
生
に
是
非
そ
の
と
き
の
こ

と
を
も
う
ち
ょ
っ
と
別
の
形
で
教
え
て
い
た
だ
き
た

い
、
禅
の
方
で
は
転
語
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
一

言
で
す
べ
て
変
わ
り
ま
す
か
ら
、
上
田
先
生
に
お
願
い

し
た
い
の
で
す
が
。

上
田	

い
や
、
あ
の
簡
単
に
言
え
ば
す
っ
か
り
忘
れ
ち
ゃ
っ
た

ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
。（
一
同
笑
）

安
永	

す
ご
い
転
語
で
す
ね
。

花
岡	

全
く
別
の
質
問
を
一
つ
だ
け
、
安
永
先
生
に
致
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
久
松
先
生
は
覚
と
い
う
こ
と

を
仰
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
色
々
出
て
き
た
の
だ

と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
平
田
老
師
様
に
し
て
も
秋
月

老
師
様
も
大
変
な
久
松
禅
の
フ
ァ
ン
と
い
う
か
大
変
な

尊
敬
の
念
を
ず
っ
と
お
持
ち
で
し
た
が
、
伝
統
的
な
禅

で
ず
っ
と
実
践
さ
れ
ま
し
た
。
久
松
先
生
の
仰
る
基
本

的
公
案
と
い
う
「
ど
う
し
て
も
い
け
な
い
と
す
れ
ば
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
た
っ
た
一
つ
の
公
案
で

す
べ
て
を
生
き
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
禅
的
な
生
き
方
と

い
う
こ
と
も
、
全
く
新
し
い
形
で
す
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
で
は
覚
と
か
何
と
か
と
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
だ
け
で
よ
い
か
ど
う
か
分
か
り

ま
せ
ん
の
で
、
伝
統
禅
の
方
に
入
り
ま
し
て
、
そ
こ
で

あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
や

は
り
久
松
先
生
の
基
本
的
公
案
の
よ
う
に
一
つ
に
ま
と

め
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
で
老
師
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い

と
い
う
の
は
、
わ
た
し
に
は
ち
ょ
っ
と
不
十
分
で
そ
れ

だ
け
で
は
と
て
も
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
し
た
。
伝
統
的
な
禅
で
力
強
く
生
き
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
と
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
基
本
的
公
案
を
、

ま
た
そ
れ
と
覚
と
の
関
係
を
お
考
え
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。

安
永	

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
の
属
し

て
お
り
ま
す
の
は
白
隠
禅
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
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要
す
る
に
、
公
案
禅
と
申
し
ま
す
の
は
型
の
禅
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
言
っ
て
み
れ
ば
人
間
を
型
に
は
め
て
ゆ
く

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
理
想
と
し
ま
し
て
は
、
覚
と

仮
に
言
え
ば
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
が
、
一
滴
の
水
滴
と

か
、
満
月
の
よ
う
な
自
然
の
円
が
究
極
の
仏
の
姿
だ
と

思
う
の
で
す
。
公
案
禅
と
い
う
の
は
人
工
の
無
限
の
多

角
形
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
三
つ
の
角
を
持
つ
三
角
形
、

こ
れ
に
も
う
少
し
公
案
を
増
や
し
て
、
四
角
形
、
五
角

形
、
六
角
形
、
七
角
形
と
い
う
ふ
う
に
限
り
な
く
自
然

の
円
に
近
い
多
角
形
に
近
づ
け
よ
う
。
こ
れ
は
「
量
質

変
化
」
と
申
し
ま
し
て
、
量
の
蓄
積
は
質
の
変
化
を
も

た
ら
す
と
、
つ
ま
り
凡
夫
も
量
、
公
案
の
数
を
こ
な
せ

ば
仏
の
世
界
に
至
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
白
隠
禅

の
修
行
の
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
そ
の
欠
点

は
、
公
案
の
数
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
一
つ
で
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
究
極
の
世
界
に
一

つ
、
一
則
で
足
り
れ
ば
、
そ
れ
で
解
決
で
き
る
の
だ
と

思
う
の
で
す
。
だ
け
ど
凡
夫
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
だ

か
ら
数
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
久

松
先
生
の
創
始
さ
れ
た
公
案
、
一
則
で
足
り
る
。
そ
れ

が
理
想
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
現
実
に
は
な
か
な
か
と

思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

八
木
誠
一　

そ
れ
か
ら
一
つ
、
さ
っ
き
の
某
老
師
っ
て
誰
だ
っ

て
話
で
す
が
、
山
田
無
文
老
師
で
す
。
第
一
回
の
「
禅

と
キ
リ
ス
ト
教
懇
談
会
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ

で
お
会
い
し
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
、
山
田
無
文
老

師
が
禅
経
験
の
話
を
さ
れ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
僕
は

自
分
の
経
験
が
ど
う
い
う
こ
と
か
分
か
ら
な
か
っ
た
か

ら
、
大
胆
に
も
捕
ま
え
て
聞
い
て
み
た
ん
で
す
よ
、
老

師
に
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
っ
て
。
そ

し
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
よ
。
そ

れ
で
最
後
に
仰
っ
た
言
葉
は
、
禅
と
い
う
の
で
は
な
い

ん
で
す
よ
、「
あ
な
た
は
宗
教
の
根
源
に
触
れ
た
ん
だ
」

と
、
そ
う
い
う
言
い
方
を
さ
れ
ま
し
た
。
非
常
に
微
妙

で
す
よ
ね
、
で
も
僕
は
結
構
そ
れ
で
自
信
を
も
っ
ち
ゃ

っ
た
ん
で
す
よ
。（
一
同
笑
）

田
中	
そ
れ
で
は
一
八
時
も
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
終
わ

り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。


