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し
か
も
儒
者
で
ご
ざ
っ
た
が
、
此こ
こ処
に
住
ま
い
し
て
身
ど
も
を

産
み
ま
し
た
が
、
父
に
は
幼
少
で
離
れ
ま
し
て
、
母
の
養
育
で

育
っ
て
、
腕わ
ん
ぱ
く白
者
で
、
そ
こ
ら
う
ち
の
そ
う
そ
う
の
子
供
ど
も

の
大
将
を
し
て
、
わ
る
い
事
を
し
て
ご
ざ
っ
た
と
、
母
が
は
な

し
ま
し
た
。
さ
れ
ど
も
、
二
、三
歳
の
時
よ
り
、
は
や
死
ぬ
る
と

い
う
事
が
き
ら
い
で
ご
ざ
っ
た
と
申
す
。
そ
れ
故
、
啼な

け
ば
人

の
死
ん
だ
事
を
い
う
て
聞
か
す
れ
ば
泣
き
や
み
、
わ
る
い
事
を

し
て
も
、
仕
や
ん
だ
と
申
す
」（『
盤
珪
禅
師
全
集
』（「
説
法
」

前
編
九
）

村
人
た
ち
は
彼
を
「
菅
家
の
神
童
」
と
呼
ん
だ
が
、
盤
珪
自

身
、
こ
の
よ
う
に
活
発
な
幼
年
時
代
を
述
懐
し
て
い
る
。
元
和

八
年
（
一
六
二
二
）
三
月
八
日
、
播
磨
国
、
揖
西
郡
浜
田
郷
（
現

在
、
兵
庫
県
姫
路
市
網
干
区
浜
田
）
に
産
ま
れ
て
い
る
が
、
盤

は
じ
め
に

日
常
の
易
し
い
こ
と
ば
で
、
ほ
ん
ら
い
の
仏
心
、
そ
の
ま
ま

に
生
き
よ
と
説
法
し
つ
づ
け
た
盤
珪
永
琢
禅
師
（
一
六
二
二
～

一
六
九
三
）
は
、
日
本
独
創
の
禅
を
開
拓
し
た
人
物
で
あ
る
。

江
戸
期
の
庶
民
文
化
の
反
映
し
た
時
代
で
あ
る
寛
文
か
ら
元
禄

年
間
に
か
け
て
、
禅
の
世
界
を
民
衆
化
す
る
た
め
に
革
新
的
な

活
動
を
展
開
し
、
多
く
の
人
々
か
ら
「
盤
珪
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
、

親
し
ま
れ
た
禅
匠
で
あ
る
。
そ
の
創
意
に
満
ち
た
盤
珪
の
「
不

生
禅
」
の
成
り
立
ち
を
探
る
た
め
に
ま
ず
そ
の
生
涯
か
ら
簡
略

に
追
っ
て
み
よ
う
。

浜
田
村
の
わ
ん
ぱ
く
も
の

「
見
ど
も
が
親
は
、
本
姓
は
菅す
が

氏
、
四
国
浪
人
で
ご
ざ
っ
て
、

盤
珪
禅
師
の
宗
教
経
験

―
そ
の
生
涯
と
「
不
生
」
の
教
え
―

小
林
圓
照
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珪
の
生
家
跡
は
、
仁
弘
山
義
徳
院
と
い
う
寺
院
に
な
っ
て
い
て
、

現
在
も
産
湯
の
井
戸
ま
で
残
っ
て
い
る
。
父
親
と
死
別
し
た
の

は
盤
珪
十
一
歳
の
時
で
、
こ
の
こ
ろ
禅
界
で
は
、
幕
府
の
弾
圧

に
よ
る
「
大
徳
寺
紫
衣
事
件
」（
一
六
二
七
）
で
流
罪
と
な
っ
て

い
た
沢た
く
あ
ん庵
宗そ
う
ほ
う彭
、
一
五
七
三
～
一
六
四
六
）
な
ど
が
釈
放
さ
れ

た
ば
か
り
の
時
代
で
あ
っ
た
。

大
い
な
る
疑
問

盤
珪
の
真
実
を
求
め
て
の
旅
は
、
禅
か
ら
出
発
し
た
も
の
で

は
な
い
。
十
二
歳
の
時
、
郷
塾
の
素
読
で
習
っ
た
中
国
の
経
書

で
「
四
書
」
の
一
つ
で
あ
る
『
大
学
』
の
冒
頭
の
一
節
に
、「
大

学
の
道
は
明め
い
と
く徳
を
明
ら
か
に
す
る
に
在あ

り
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

そ
の
「
明
徳
」
と
は
何
か
と
疑
問
を
抱
い
た
時
に
、
そ
の
旅
が

始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
明
徳
」
と
は｢

本
性
の
善
で
あ
る
こ
と

｣

と
か
「
天
の
理
こ
と
わ
りで
あ
る
」
な
ど
と
い
う
、
塾
の
師
匠
の
解
説

だ
け
で
は
、
盤
珪
は
得
心
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
そ
の
解
決
に
苦
悩
し
、
全
生
命
を
こ
の
「
明
徳
」
に
投
入
し

始
め
る
。
父
の
医
業
を
継
い
だ
兄
は
、
そ
ん
な
盤
珪
を
家
業
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い｢

落
ち
こ
ぼ
れ｣

と
断
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
、

盤
珪
は
つ
い
に
生
家
よ
り
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

｢

明
徳｣

の
問
題
は
、
儒
学
の
塾
で
は
解
決
で
き
な
い
と
知

っ
た
盤
珪
は
、
善
知
識
を
訪
ね
め
ぐ
っ
た
末
、
十
四
歳
の
時
に
、

菩
提
寺
で
あ
る
安
楽
山
西
芳
寺
の
寿じ
ゅ
ご
ん欣
上
人
に
つ
い
て
、
浄
土

宗
に
入
門
す
る
。
し
ば
ら
く
念
仏
行
に
専
念
し
、｢

明
徳｣

を

解
決
す
る
道
は
仏
教
以
外
に
は
な
い
と
決
心
す
る
も
の
の
、
そ

の
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
の
ち
真
言
宗
を
学
び
、
さ
ら
に

禅
へ
と
一
歩
を
進
め
、
十
七
歳
の
時
、
道
名
高
い
赤
穂
の
江
西

山
随ず
い
お
う
じ

鴎
寺
の
雲う
ん
ぽ甫
全ぜ
ん
し
ょ
う祥
禅
師
に
つ
い
て
得
度
を
受
け
、
師
よ
り

｢

永
く
心
の
珠
を
琢み
が

き
世
界
を
照
ら
せ｣

と
い
う
意
味
を
込
め

て｢

永
琢｣

と
名
付
け
ら
れ
る
。

独
り｢

明
徳｣

を
求
め
て

盤
珪
は｢

明
徳｣

の
こ
と
ば
の
解
釈
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、

｢
明
徳｣

そ
の
も
の
を
み
ず
か
実
証
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ

た
。
し
か
し
雲
甫
和
尚
の
指
導
の
も
と
で
な
お
解
決
が
つ
か
ず
、

二
〇
歳
に
し
て
初
め
て
諸
方
に
行
脚
に
出
る
。｢

明
徳
を
問
え

ば
、
和
尚
（
雲
甫
）
の
云
く
、
明
徳
が
知
り
た
く
ば
坐
禅
せ
よ
、

坐
禅
を
す
れ
ば
明
徳
が
知
れ
る
ほ
ど
に
、
と
仰
せ
ら
れ
た
に
よ
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っ
て
、
そ
れ
か
ら
し
て
直じ
き

に
ま
た
坐
禅
に
取
り
か
か
っ
て
、
そ

こ
な
山
へ
入
り
て
は
、
七
日
も
十
日
も
物
を
食
わ
ず
、
こ
こ
な

岩
へ
入
っ
て
は
尖と
が

っ
た
岩
の
上
に
、
着
物
引
き
ま
く
っ
て
、
直

に
居
し
き
（
尻
）
を
岩
に
付
け
、
坐
を
組
む
が
最
後
、
命
を
失

う
事
を
も
顧
み
ず
、
自
然
と
こ
け
て
落
つ
る
（
転
げ
落
ち
る
）

ま
で
坐
を
起た

た
ず
、食
は
誰
が
持
っ
て
く
れ
よ
う
は
な
し｣

（「
説

法
」
前
編
九
）。
当
時
の
苦
行
時
代
の
こ
と
を
、
盤
珪
は
こ
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
な
お
「
明
徳
」
の
疑
念
を
打
破
す
べ
く
も
な
く
、

二
十
四
歳
の
と
き
故
郷
に
戻
り
、
野
中
の
小
庵
に
籠
も
る
の
で

あ
る
。そ
の
野
中
庵
に
、一
丈
四
方
の
牢
の
よ
う
な
部
屋
を
作
り
、

出
入
り
口
を
塞
ぎ
、
用
便
も
内
で
足
す
よ
う
に
し
て
昼
夜
不
臥

の
修
行
に
い
る
。
尻
か
ら
出
血
す
る
と
い
う
、
そ
ん
な
極
限
状

態
の
修
行
の
果
て
に
、
血
痰
を
吐
き
、
大
病
を
患
わ
ず
ら

っ
て
し
ま
う
。

死
を
覚
悟
し
た
あ
る
日
の
こ
と
、
痰
を
壁
に
吐
く
と
ム
ク
ロ
ジ

の
実
の
よ
う
な
真
っ
黒
な
も
の
が
、
こ
ろ
り
と
落
ち
、
胸
の
つ

か
え
が
お
り
て
氣
が
や
す
ら
か
に
成
っ
た
の
を
覚
え
た
。
そ
の

一
刹
那
に
盤
珪
は
省
悟
し
た
の
で
あ
る
。
全
て
は
不ふ
し
ょ
う生
（
分
別

以
前
の
あ
り
の
ま
ま
）
で
調
和
し
て
い
る
と
。
こ
こ
に
「
明
徳
」

の
大
疑
が
、
は
じ
め
て
氷
解
し
た
。
別
の
資
料
に
よ
る
と
、
苦

行
で
死
に
直
面
し
た
盤
珪
が
、
あ
る
早
春
の
朝
、
庵
の
近
く
の

小
川
で
洗
面
し
よ
う
と
し
た
際
、
川
上
か
ら
微
風
に
漂
っ
て
き

た
梅
の
香
を
か
い
だ
瞬
間
に
大
悟
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
と

き
に
盤
珪
二
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
雲
甫
和
尚
に
そ
の
心
境
を
打

ち
明
け
る
と
、「
お
前
は
徹
底
し
て
い
る
、
達
磨
の
骨
髄(

本
質

)

を
え
て
い
る
と
証
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
更
な
る
精
進
が
求
め
ら

れ
た
。

﹁
不
生
﹂
の
発
見
と
深
化

盤
珪
が
こ
ろ
り
と
落
ち
た
痰
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
梅
の
香

を
か
い
で
「
一
切
の
こ
と
は
、
こ
れ
で
調と
と
のう
。」
と
悟
っ
た
実
体

験
が
、「
不
生
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「
不
生
」
に
到
達
す
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
長
年
の
精
進

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
取
捨
分
別
以
前
、
す
な
わ
ち
「
は
か
ら
い

を
超
え
た
」
親
の
産
み
付
け
た
ま
ま
の
「
不
生
」
を
、盤
珪
は
「
仏

心
」
と
も
よ
び
、
こ
の
不
生
の
仏
心
を
信
じ
、
み
ず
か
ら
決
け
つ
じ
ょ
う定

（
確
信
）
し
て
徹
底
し
て
ゆ
け
ば
、
こ
と
足
り
る
と
自
覚
す
る
に
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到
る
の
で
あ
る
。「
明
徳
」
と
「
不
生
」
の
体
験
に
つ
い
て
、
盤

珪
は
次
の
よ
う
な
鏡
の
た
と
え
で
説
明
し
て
い
る
。

「
鏡
に
物
を
う
つ
せ
ば
映
る
、
の
く
れ
ば
（
除
け
ば
）
の
く
。

鏡
は
明
ら
か
な
物
な
れ
ば
、
う
つ
り
た
る
ま
ま
、
う
つ
る
物

を
の
け
よ
う
と
も
、
の
け
ま
い
と
も
い
た
さ
ぬ
が
、
鏡
の
明

ら
か
な
徳
（
は
た
ら
き
）
で
ご
ざ
る
。
人
々
の
心
も
そ
の
如

く
、
目
に
さ
え
ぎ
り(

眼
の
対
象
と
な
り)

、
耳
に
さ
え
ぎ
る

(

聴
覚
の
対
象
と
な
る)

ほ
ど
の
物
を
、
一
念
も
な
く
し
て
お

の
ず
か
ら
見
る
こ
と
聞
く
こ
と
が
「
明
」(
無
心
に
し
て
明

瞭
に
対
象
を
把
握
で
き
る
こ
と)

に
通
ず
る
が
、仏
心
の「
徳
」

（
生
き
生
き
と
し
た
現
れ
）
と
し
る
ま
で
に
ご
ざ
る
。
信
心

の
深
さ
を
如
来
（
仏
陀
）
と
い
い
ま
す
る
」（『
説
法
』
後
編

六
六
）。
こ
の
よ
う
に
明
徳
と
は
、
ほ
ん
ら
い
不
生
の
は
た
ら

き
に
他
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。

盤
珪
は
の
ち
に
、
開
悟
の
地
を
興
福
寺
と
し
て
再
興
し
、
そ

の
時
代
と
地
域
の
人
々
に
か
な
っ
た
教
化
の
可
能
性
と
方
法
を

観
察
し
は
じ
め
る
が
、
盤
珪
の
不
生
体
験
を
証
明
し
て
、
彼
に

新
し
い
禅
風
を
開
か
し
め
た
人
物
が
必
要
で
あ
っ
た
。
慶
安
四

年
（
一
六
五
一
）、
明
国
よ
り
来
朝
し
た
道ど
う
し
ゃ者
超ち
ょ
う
げ
ん
元
こ
そ
、
そ
の

人
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
俗
服
を
着
て
自
由
奔
放
に
修
行
し
て
い

た
盤
珪
は
、
道
者
に
参
じ
る
た
め
に
長
崎
の
崇
福
寺
に
向
か
う

と
き
、
初
め
て
僧
衣
を
ま
と
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
至

っ
て
形
式
の
上
で
も
盤
珪
は
僧
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

崇
福
寺
で
道
者
に
拝
謁
し
た
と
き
、「
お
前
は
真
の
自
己
の
問

題
に
は
充
分
に
対
決
し
て
い
る
が
、
ま
だ
禅
の
宗
旨
で
あ
る
一

歩
を
進
め
て
い
な
い
」、
ま
た
「
自
己
の
問
題
に
と
ら
わ
れ
て
自

己
を
活
用
す
る
道
を
手
に
し
て
は
居
な
い
」
と
評
さ
れ
た
。
翌

年
に
至
っ
て
「
生
死
の
一
大
事
と
は
何
か
」
と
問
う
盤
珪
に
対

し
て
道
者
は
「
い
っ
た
い
誰
の
生
死
の
こ
と
だ
」
と
反
問
す
る
。

盤
珪
は
す
ぐ
さ
ま
両
手
を
広
げ
、
何
か
を
書
こ
う
と
し
た
道
者

の
筆
を
も
ぎ
取
っ
て
地
に
叩
き
つ
け
た
。
そ
こ
で
翌
朝
、
道
者

禅
師
は
「
永
琢
禅
人
は
大
事
を
悟
っ
た
。
生
死
を
超
え
た
漢お
と
こ
と

し
て
、
道
場
の
第
一
座
に
位
置
づ
け
よ
」
と
命
じ
た
。
慶
安
五

年
（
一
六
五
二
）
三
月
二
十
一
日
の
夜
、
生
死
問
答
を
契
機
に

盤
珪
は
省
悟
し
、
三
十
一
歳
に
し
て
初
め
て
、
彼
の
不
生
経
験

が
道
者
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
。
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の
禅
を
提
唱
し
た
こ
と
、
庶
民
大
衆
に
平
等
に
、
し
か
も
男
女

の
差
別
な
く
布
教
し
た
こ
と
な
ど
が
独
創
的
な
も
の
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
。

中
国
禅
か
ら
の
解
放

盤
珪
は
、
た
と
え
ば
愛
す
る
親
や
子
を
失
っ
た
者
に
は
、「
こ

れ
よ
り
後
、
す
き
と
嘆
き
を
や
め
て
、
そ
の
嘆
く
手
間
で
、
一

坐
の
坐
禅
を
も
つ
と
め
、
一
遍
の
念
仏
、
ま
た
経
を
も
読
み
、

香
華
で
も
と
っ
て
、
あ
と
を
弔
う
の
が
、
親
に
は
孝
行
、
子
に

は
慈
悲
と
ゆ
う
も
の
じ
ゃ
わ
い
の
」（『
説
法
』
後
編
六
四
）
と

い
う
よ
う
に
、
坐
禅
・
念
仏
の
区
別
な
く
、
ま
た
難
し
い
仏
典

や
祖
師
の
語
録
な
ど
は
引
用
せ
ず
、
だ
れ
に
で
も
わ
か
る
日
常

の
こ
と
ば
で
説
い
た
の
で
あ
る
。

「
み
な
の
衆
、
そ
う
じ
ゃ
ご
ざ
ら
ぬ
か
」
と
理
解
さ
せ
、「
よ

う
聞
か
っ
し
ゃ
れ
い
」
と
注
意
を
う
な
が
し
、「
よ
く
徹
し
ま
し

ょ
う
が
の
」
と
納
得
さ
せ
る
。
方
言
を
交
え
た
巧
妙
な
口
語
説

法
は
、
盤
珪
の
教
化
が
人
々
の
心
に
浸
透
し
て
ゆ
く
う
え
で
効

果
的
で
あ
り
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
身
分
階
層
か
ら
宗
派
の
別
な

く
敬
い
信
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
「
民
衆
禅
」
と
評
価
さ
れ
る
所

︵
５
︶
民
衆
に
呼
び
か
け
る

承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
隠い
ん
げ
ん元
隆り
ゅ
う
き埼
が
来
朝
、
そ
の
門
下
と

道
者
超
元
と
の
軋あ
つ
れ
き轢
が
原
因
と
な
り
道
者
は
帰
国
し
て
し
ま
っ

た
。
の
ち
盤
珪
が
、
三
六
歳
の
と
き
、
雲
甫
和
尚
の
法
嗣
で
あ

る
牧ぼ
く
お
う翁
祖そ
ぎ
ゅ
う牛
禅
師
よ
り
印
可
を
受
け
る
。
二
年
後
、
妙
心
寺

前ぜ
ん
ぱ
ん版
の
職
と
な
り
、
は
じ
め
て
道
号
の
「
盤
珪
」
を
称
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
盤
珪
は
こ
れ
よ
り
禅
僧
と
し
て
各
地
に
説
法
を

は
じ
め
、「
不
生
」
の
仏
心
の
実
践
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
根
本

道
場
と
し
て
は
、
網
干
の
竜
門
寺
を
中
心
に
、
伊
予(

愛
媛
県)

大
洲
の
如
法
寺
、
江
戸
の
光
林
寺
、
京
都
山
科
の
地
蔵
寺
も
再

興
し
て
い
る
。
ま
た
各
地
の
藩
主
を
も
教
化
し
た
が
、
法
を
中

心
に
し
て
、
決
し
て
権
勢
に
お
も
ね
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

盤
珪
の
「
不
生
禅
」
と
称
さ
れ
る
そ
の
教
え
と
は
ど
ん
な
も

の
か
。
こ
こ
で
は
詳
説
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
盤

珪
の
宗
教
的
な
実
践
は
、「
た
だ
一
念
不
生
の
霊
明
な
仏
心
の
ま

ま
で
お
れ
ば
、
万
事
が
調
う
」
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
尽
き
る
。

そ
し
て
そ
の
特
色
は
、
禅
の
表
現
を
漢
語
か
ら
解
放
し
て
、
日

常
の
日
本
語
で
易
し
く
語
る
こ
と
、
公こ
う
あ
ん案
（
公
式
問
題
）
を
使

用
せ
ず
、時
処
に
応
じ
て
直じ
き
し指（
ま
っ
す
ぐ
に
真
実
を
指
し
示
す
）
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「
不
生
―
は
か
ら
い
以
前
の
真
実
―
で
あ
る
の
が
一
切
の
元
で

あ
り
、
不
生
こ
そ
が
一
切
の
始
ま
り
」
で
あ
る
と
仏
教
の
第
一

義
を
提
唱
し
た
盤
珪
の
不
生
の
法
脈
は
、
多
く
の
弟
子
を
輩
出

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
十
二
歳
に
し
て
示
寂
の
の
ち
、
比

較
的
早
く
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
盤
珪
の
か
か
げ
た
そ

の
真
実
の
灯
火
は
、
日
本
の
精
神
史
に
不
滅
の
輝
き
を
保
っ
て

い
る
。

直
接
性
と
媒
介
性
の
問
題
点
に
関
連
し
て

盤
珪
の
経
験
の
直
接
性

盤
珪
の
宗
教
経
験
の
直
接
性
と
媒
介
性
と
言
っ
た
ば
あ
い
、

「
不
生
」
の
直
接
経
験
が
前
面
に
出
て
、
一
見
、「
媒
介
性
」
と

い
っ
た
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し

ま
た
「
不
生
の
は
た
ら
き
」
あ
る
い
は
教
化
方
法
あ
る
い
は
方

便
と
言
っ
た
視
点
が
許
さ
れ
れ
ば
、
可
能
性
は
で
て
く
る
。
盤

珪
禅
の
直
接
性
の
骨
頂
は
何
と
言
っ
て
も
「
不
生
の
直
示
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
い
か
な
る
手
段
も
隠
れ
て
し
ま
う
。「
仏
心

は
不
生
に
し
て
霊
妙
な
る
も
の
」
が
人
々
み
な
具
足
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
宗
旨
は
「
仏
心
宗
」
で
あ
り
、
そ
の
一
念
不
生
に

以
で
あ
る
。

ま
た
慈
悲
溢
れ
る
盤
珪
の
人
と
な
り
は
、
固
く
差
別
を
退
け

た
。
大
結
制
で
、
盗
み
の
癖
の
あ
る
僧
の
参
加
を
許
し
た
こ
と
、

大
衆
と
別
の
食
事
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
説
法
の
と

き
椅
子
に
乗
ら
ず
、
平
座
の
ま
ま
聴
衆
に
対
面
し
て
指
導
す
る

な
ど
、
そ
れ
に
類
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
多
い
。
盤
珪
の
庶
民
的

な
教
化
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
易
行
禅
」
と
さ
え
評
さ
れ
る
。

そ
し
て
盤
珪
の
説
法
の
展
開
の
な
か
で
「
此
処
に
い
る
今
の

場
の
人
に
、
一
人
も
只
今
の
場
に
は
凡
夫
は
ご
ざ
ら
ぬ
。
不
生

の
一
仏
心
ば
か
り
で
ご
ざ
る
」(

「
説
法
」
前
編
九
－
十)

と
強

調
す
る
と
こ
ろ
は
、
臨
済
が
、「
汝
、
即
今
目
前
聴
法
底
の
人(

真
実
の
人)

」（『
臨
済
録
』
示
衆
）
と
直
指
す
る
の
と
全
く
同
じ

立
場
に
あ
る
。
ま
た
「
馳ち
ぐ求
（
せ
わ
し
く
求
め
る
）
の
心
」
の

休
息
す
る
こ
と
を
「
不
生
」
と
よ
ぶ
こ
と
な
ど
が
、
自
然
に
唐

代
の
禅
へ
の
里
帰
り
と
も
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
盤
珪
禅
の
不
思

議
が
あ
る
。
さ
ら
に
盤
珪
自
身
は
、
不
生
の
決
定
は
自
力
、
他

力
を
超
え
た
宗
旨
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
「
仏
心
宗
」
と
も
、

直
ち
に
人
の
心
肝
を
徹
見
す
る
眼
を
開
く
の
で
「
明
眼
宗
」
と

も
自
称
し
て
い
る
。
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『
盤
珪
国
師
の
研
究
』

（
藤
本
槌
重
著
・
春
秋
社
・
一
九
七
一
刊
）

『
盤
珪
禅
師
全
集
』

（
赤
尾
龍
治
編
・
大
蔵
出
版
・
一
九
七
六
刊
）

決
定
し
て
、
人
の
心
肝
を
見
抜
く
眼
が
開
け
る
か
ら
「
明
眼
宗
」

と
呼
ば
れ
る
。

盤
珪
の
経
験
の
媒
介
性

媒
介
性
と
い
う
面
で
は
、
盤
珪
の
場
合
、「
民
衆
教
化
の
実
態
」

と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
盤
珪
の
説
法
の
対
象
は

大
名
士
族
か
ら
農
民
・
町
人
に
至
ま
で
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
階

級
に
及
ぶ
。
平
座
の
ま
ま
で
聴
衆
に
対
面
し
、
道
を
問
う
て
来

参
す
る
者
に
は
、
僧
俗
男
女
を
含
め
て
、
同
一
会
座
（
集
会
）

で
教
え
を
広
め
た
。「
説
法
」
と
か
「
法
語
」
と
し
て
残
っ
て
い

る
も
の
は
、
盤
珪
が
筆
授
し
た
も
の
で
は
な
く
、
問
法
者
へ
の

説
示
と
質
問
者
と
の
対
話
の
「
聞
き
書
き
」
で
、
そ
れ
も
盤
珪

と
い
う
大
樹
か
ら
の
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
木
の
葉
が
か
ろ
う
じ

て
残
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
正
し
く
「
み
な
の
衆
」
の
た
め
の

「
民
衆
禅
」
と
も
評
価
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
も
う

少
し
考
察
し
た
い
。

基
本
資
料

『
盤
珪
禅
師
語
録
』

（
鈴
木
大
拙
編
校
・
岩
波
文
庫
・
一
九
七
五
）
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市
（1850–1932

）
を
称
揚
し
た
」（
同
書
、p. 169

）
心
眼
に
も

触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
他
面
、
そ
の
時
代
の
資
料
の

不
十
分
さ
に
も
起
因
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、大
拙
が
「
カ

ビ
ー
ル
（kabir, 1398-ca.1448 1

）
禅
」
を
「
他
力
禅
、
恋
愛
禅
、

泣
味
噌
禅
」（
同
書
、p. 169

）
と
呼
ん
だ
大
拙
の
不
十
分
さ
に

も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
カ
ビ
ー
ル
禅
に
お
け
る
「
神
へ
の
真

剣
な
“
信
“
…
…
と
“
称
名
こ
そ
真
実
で
あ
る
“
と
言
っ
た
、

不
滅
の
霊
性
の<

確
信>

に
裏
付
け
ら
れ
た
、
浄
土
教
の
念
仏

と
カ
ビ
ー
ル
の
霊
性
の
接
点
」（p. 168

）
が
隠
さ
れ
て
い
る
と

語
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
司
会
と
応
答
担
当
者
の
花
岡
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
し

て
同
時
に
諸
宗
教
に
通
底
す
る
「
禅
」(

な
い
し
「
禅
定
」)

に

生
き
続
け
た
い
と
願
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
応
答
の

視
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、
総
て
の
宗
教

に
通
底
す
る
「
禅
」
を
も
含
ん
だ
「
宗
教
哲
学
」
か
ら 

で
あ
り

た
い
と
願
っ
て
い
る
。

小
林
教
授
の
講
演
内
容
に
賛
同
し
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て

触
発
さ
れ
て
、「
宗
教
体
験
に
お
け
る
直
接
性
と
媒
介
性
」
に

つ
い
て
考
察
し
た
応
答
を
以
下
に
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
応

本
学
術
大
会
の
テ
ー
マ
「
宗
教
経
験
に
於
け
る
直
接
性
と
媒

介
性
」
に
よ
り
ま
し
て
、小
林
圓
照
花
園
大
学
名
誉
教
授
は
「
盤

珪
禅
師
の
宗
教
経
験–

そ
の
直
接
性
と
媒
介
性
」
に
つ
い
て
ご

講
演
下
さ
い
ま
し
た
。
小
林
教
授
は
現
在
も
盤
珪
禅
師
の
研
究

を
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

二
〇
一
一
年
十
月
に
ノ
ン
ブ
ル
社
発
行
の
小
林
圓
照
教
授
著

『
は
た
織
り
カ
ビ
ー
ル
の
詩
魂
』
の
付
録
（p. 163

）
に
は
、
中

学
校
一
年
生
で
お
寺
に
雲
水
（
修
行
者
）
と
し
て
掛か
た塔
（
掛か
し
ゃ
く錫
）

さ
れ
、
そ
の
頃
か
ら
の
鈴
木
大
拙
先
生
（
以
下
、
人
名
は
敬
称

略
）
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

大
拙
に
お
い
て
は
「
霊
性
的
な
自
覚
の
諸
相
の
水
脈
と
そ
の
源

泉
を
知
る
直
観
と
洞
察
力
は
ま
っ
た
く
、
た
ぐ
い
希
な
る
も
の

で
あ
る
」
と
，
大
拙
を
大
変
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
，

大
拙
が
「
盤
珪
禅
師
の
不
生
禅
を
評
価
し
，
妙
好
人
・
浅
原
才

レ
ス
ポ
ン
ス

花
岡
永
子



12 

②
霊
性
（spirituality

）
の
経
験
。
霊
性
と
は
，
古
代
ギ
リ
シ

ア
哲
学
以
来
、思
索
の
事
柄
で
あ
り
続
け
て
き
た
、「
自
然
」と「
人

間
」
と
「
超
越
の
次
元
」（
絶
対
の
人
格
と
し
て
の
実
体
的
な
神
、

仏
、
絶
対
無
の
神
、idea, ousia, eidos 

等
々
）
が
如
何
な
る
齟

齬
も
無
い
透
明
な
「
一
」
の
自
覚
（
＝
霊
性
の
自
覚
）
に
伴
っ
て
、

そ
こ
か
ら
湧
出
し
て
く
る
超
越
的
次
元
と
内
在
的
次
元
と
の
一

体
性
か
ら
の
愛
や
慈
悲
の
働
き
の
経
験
。
ま
た
、「
霊
性
」
は
、

絶
対
無
の
場
所
で
あ
る
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
の
経
験
と
も

言
い
得
る
。

③ 

西
田
に
お
け
る
如
き
絶
対
無（
＝
自
ら
の
立
場
が
実
体
化
・

絶
対
化
さ
れ
る
事
が
否
定
さ
れ
，
而
も
こ
の
否
定
と
同
時
に
生

ず
る
自
ら
の
立
場
の
零
化
を
否
定
す
る
と
い
う
「
二
重
の
否
定

の
働
き
と
し
て
の
神
」）
か
ら
湧
出
し
て
く
る
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て

の
愛
と
慈
悲
か
ら
の
呼
び
か
け
や
出
会
い
に
よ
る
救
い
の
経
験
。

宗
教
経
験
の
直
接
性
と
は

宗
教
経
験
の
直
接
性
と
は
、
神
や
仏
か
ら
の
直
接
の
呼
び
か

け
，
そ
れ
と
の
出
会
い
、
な
い
し
そ
の
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛

や
慈
悲
の
生(
な
ま)

の
経
験
と
理
解
さ
れ
る
。
禅
宗
が
典
型
的

答
す
る
私
も
、
夫
の
他
界
後
は
、
大
学
勤
め
と
平
行
し
て
の

キ
リ
ス
ト
教
の
副
牧
師
を
辞
退
し
て
、
一
九
七
八
年
か
ら
三

年
間
、
京
都
の
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
主
催
の
妙
心
寺
・
霊
雲
院
で
の

九
回
の
接
心
や
毎
週
土
曜
日
の
相
互
参
究
を
も
含
め
た
坐
禅

会
に
、
ま
た
今
は
亡
き
天
竜
寺
管
長
の
平
田
精
耕
老
師
主
催

の
（
仲
秋
の
名
月
の
夜
の
）
苔
寺
や
花
園
大
学
の
坐
禅
堂
で
の

接
心
に
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
の
後
は
相
国
寺
の
梶
谷
宗
忍

老
師
に
相
見
後
、
専
門
道
場
で
独
參
し
、
ま
た
そ
れ
を
機
会

に
相
国
寺
の
維
摩
会
や
相
国
寺
専
門
道
場
の
智
勝
会
で
の
講

話
も
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
色
々
の
艱
難
辛
苦

の
経
験
を
も
考
え
合
わ
せ
て
、
以
下
応
答
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

宗
教
経
験
と
は

宗
教
経
験
と
は
何
か
と
い
う
事
が
先
ず
問
題
と
な
る
。
応
答

者
は
、
宗
教
経
験
を
以
下
の
三
点
で
考
え
て
い
る
。（
三
点
は
相

互
に
連
関
し
て
お
り
、
① 

が
拡
大
、
深
化
さ
れ
る
と
②
、
②
が

拡
大
、
深
化
さ
れ
る
と 

③ 

と
理
解
さ
れ
て
い
る
）。

① 

真
の
自
己
（=

万
物
に
通
底
す
る
「
無
相
の
自
己
」）
の

自
覚
と
し
て
の
救
済
経
験
。
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哲
学
者
の
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（Paul Tillich, 1886–1976

）
は
、

一
九
二
〇
～
二
三
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
講
義
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、「
思
惟
と
存
在
」、「
宗
教
と
文
化
」、「
神
秘
的
な
も

の
と
合
理
的
な
も
の
」、「
形
式
と
内
実
」3

等
の
二
極
性
の

統
一
へ
と
、
更
に
は
、
両
極
の
、
イ
エ
ス
を
介
し
た
「
逆
説

的
同
一
性
」
へ
と
至
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
彼
は
、「
無
制

約
性
な
い
し
深
淵
の
経
験
」（
な
い
し
無
制
約
的
実
在
の
経
験
、

U
nbedingtheitserlebnis)

か
ら
宗
教
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学

の
道
を
歩
み
始
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
が

三
二
才
か
ら 

三
六
才
迄
の
壮
年
期
に
は
、キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
、

こ
れ
が
一
般
化
、
合
理
化
さ
れ
て
，
遂
に
は
普
遍
化
、
概
念
化

さ
れ
た
宗
教
哲
学
と
は
、
逆
説
的
な
「
同
一
性
」
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
直
接
経
験
を
基
礎
と
し
て
い
た

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
哲
学
は
、
総
て
の
宗
教
を
、「
誠
」
に
生
き

る
宗
教
へ
と
向
か
う
よ
う
に
導
く
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
は
、
Ｃ
・
Ｈ
・
ラ
ー
チ
ョ
ヴ
（C

arl H
einz 

R
atschow,1911–1999

）
に
始
ま
り
、
Ｔ
・
ボ
ー
マ
ン
（Thorleif 

Bom
an

、1894–1978

）を
経
て
、日
本
の
有
賀
鐵
太
郎（1899–1977

）

や
現
在
で
は
上
智
大
学
の
宮
本
久
雄
（1945–

）
等
々
の
研
究
者

な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

盤
珪
禅
師
の
「
不
生
の
仏
心
」
は
、
こ
の
直
接
性
を
極
め
て

深
く
露
わ
に
し
て
い
る
。
更
に
Ⅰ
の
①
②
③
の
い
ず
れ
に
も
当

て
嵌
ま
る
。
ま
た
禅
宗
に
於
い
て
の
み
な
ら
ず
、
浄
土
教
に
お

い
て
も
、
媒
介
性
の
み
な
ら
ず
、
直
接
性
も
働
い
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
称
名
・
念
仏
で
は
，
そ
の
究
極
に
お
い
て
は
仏
が

各
信
者
の
内
で
信
者
と
一
に
称
名
・
念
仏
を
唱
え
て
い
る
と
理

解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
浄
土
教
で
も
、
Ⅰ
の
①
②

③ 

は
成
就
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
が
、
或
い
は
各
人
の
「
神

の
前
で
の
罪
」
が
、
媒
介
性
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
、
宗
教
経
験
の
直
接
性
は
可
能
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（ca. 1260–ca. .1328
）
に

お
い
て
は
、
世
俗
性
か
ら
の
離
脱
（A

bgeschiedenheit

）
に
よ

っ
て
、
神
性
の
無
（das N

ichts der G
ottheit

）2

へ
と
突
破
し

（durchbrechen 

）、
神
も
人
間
の
個
の
魂
へ
と
突
破
し
て
、
人

間
の
魂
の
内
に
神
の
子
が
誕
生
す
る
事
が
述
べ
ら
れ
、
出
来
事

と
共
に
働
く
「
働
き
と
し
て
の
神
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。

更
に
は
、
二
十
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
に
し
て
，
宗
教
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の
情
熱
が
な
け
れ
ば
、
媒
介
性
の
働
き
も
開
け
得
な
い
。
Ｓ
・

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（Søren K

ierkegaard, 1813–1855

）
が
語
る
よ

う
に
、
主
体
的
な
情
熱
が
な
け
れ
ば
、
神
や
仏
等
の
超
越
の
次

元
か
ら
の
媒
介
性
の
働
き
も
開
け
て
は
こ
な
い
。
主
体
的
パ
ト

ス
が
超
越
の
次
元
の
前
で
は
零
に
等
し
い
と
は
言
え
、
主
体
的

パ
ト
ス
が
な
け
れ
ば
、
超
越
の
次
元
が
決
し
て
開
け
て
は
こ
な

い
事
は
、
S
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
語
る
通
り
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
主
体
的
パ
ト
ス
の
内
で
は
，
自
然
と
人
間
と
超
越
の
次

元
の
一
体
性
か
ら
湧
出
し
て
く
る
霊
性
は
働
い
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
段
階
は
、
超
越
の
次
元
が
人
間
の
側
に
向
こ
う
か
ら

開
か
れ
て
く
る
と
の
自
覚
の
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
。

逆
に
、
上
で
述
べ
た
宗
教
経
験
に
於
け
る
直
接
性
も
、
各
個

の
主
体
的
パ
ト
ス
と
し
て
の
無
限
の
情
熱
が
な
い
限
り
、
不
可

能
で
あ
る
。
無
論
、
神
や
仏
と
い
う
超
越
の
次
元
の
前
で
は
、

人
間
の
主
体
的
パ
ト
ス
は
零
に
し
か
値
し
な
い
。
し
か
し
、
零

で
あ
っ
て
も
主
体
的
パ
ト
ス
が
な
け
れ
ば
、
真
の
自
己
の
自
覚

が
生
ず
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
霊
性
も
湧
き
出
ず
、
ア
ガ
ペ
ー

と
し
て
の
愛
も
慈
悲
も
経
験
さ
れ
得
な
い
。 

以
上
の
論
究
に
よ

り
、
宗
教
経
験
の
直
接
性
に
は
常
に
同
時
に
媒
介
性
が
働
き
、

に
よ
っ
て
論
究
さ
れ
て
い
るhayatology (

ヘ
ブ
ラ
イ
的
非
存
在

論)
に
お
け
る
例
等
も
挙
げ
ら
れ
る
が
，
こ
れ
は
、
時
間
の
関

係
上
省
略
し
た
い
。

宗
教
経
験
の
媒
介
性
と
は

宗
教
経
験
に
於
け
る
媒
介
性
は
、
一
般
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教

や
仏
教
の
う
ち
で
も
浄
土
教
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
宗
教
経
験
は
，
は
た
し
て
媒
介
性

か
ら
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
に
お
い
て

も
禅
宗
の
み
に
宗
教
経
験
の
直
接
性
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
禅
宗
に
お
い
て
も
、
花
園
大
学
や
天
竜

寺
の
禅
宗
派
の
人
々
と
フ
ラ
ン
ス
の
修
道
会
の
人
々
と
の
長
期

に
わ
た
る
「
霊
性
交
流
」
に
お
け
る
如
き
、
出
会
い
や
対
話
が

媒
介
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
成
る
程
、
キ
リ

ス
ト
教
や
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
前
者
で
は
イ
エ
ス
に
よ
る
贖

罪
の
死
や
復
活
あ
る
い
は
人
間
の
罪
の
意
識
が
、
後
者
で
は
罪

悪
の
意
識
や
仏
・
菩
薩
の
本
願
が
媒
介
と
な
っ
て
は
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
は
人
間
の
側
に
お
け
る
、
真
の
自
己
に
目
覚
め

る
と
い
う
、
或
い
は
自
ら
の
罪
悪
の
許
し
を
願
う
と
い
う
無
限



15 ――― 東西宗教研究　第 12 号・2013 年

る
限
り
、
直
接
性
と
媒
介
性
は
一
体
的
に
働
い
て
い
る
と
理
解

さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
小
林
教
授
の
ご
講
演
を
機
に
、
盤
珪
禅
師
の
「
不

生
の
仏
心
」
が
学
ば
れ
得
ま
し
た
事
に
、
感
謝
申
し
上
げ
て
、

応
答
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

註

1
  

小
林
圓
照
著
『
は
た
織
り
カ
ビ
ー
ル
の
詩
魂
』（
ノ
ン
ブ
ル

社
、
二
〇
一
一
年
、
一
頁
）
に
よ
る
と
、
カ
ビ
ー
ル
は
、

イ
ン
ド
の
ル
タ
ー
と
呼
ば
れ
、
無
属
性
で
無
染
著
の
霊
性

的
真
実
を
強
調
。
ま
た
、「
知
と
定
」
と
「
誠
信
・
信
愛
」

と
を
自
然
に
統
一
し
う
る
原
体
験
を
得
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

2
 

C
f. M

eister Eckhardt, D
ie D

eutschen W
erke, hrg.von Josef 

Q
uint, Bd.I, (Kohlham

m
er Verlag, 1986), S. 361.

3
 

P. Tillich

で
は
、内
容（Inhalt

）は
一
般
的
な
意
味
で
の「
内

容
」
を
、
内
実
（G

ehalt

）
は
、「
無
制
約
者
経
験
」
或
い

は
後
年
の
「
究
極
的
関
心
事
」
を
意
味
し
て 

い
る
と
理
解

さ
れ
得
る
。C

f. Tillich, G
esam

m
elte W

erke (= G
W

) xii, 
SS. 333– 584.

ま
た
逆
に
、
宗
教
経
験
の
媒
介
性
に
は
、
常
に
同
時
に
直
接
性

も
働
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

宗
教
経
験
に
於
け
る
直
接
性
と
媒
介
性

「
宗
教
経
験
に
於
け
る
直
接
性
と
媒
介
性
」
の
問
題
に
は
、「
他

力
と
自
力
」
や
「
他
律
と
自
律
」
の
問
題
が
連
関
し
て
い
る
。

宗
教
経
験
が
、
① 

② 

③ 

で
述
べ
た
よ
う
に
真
の
自
己
に
目
覚

め
て
こ
れ
に
生
き
、
霊
性
に
生
き
て
、
絶
対
無
か
ら
湧
出
し
て

く
る
ア
ガ
ペ
ー
や
慈
悲
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
限
り
、
宗

教
経
験
は
、
こ
れ
ら
二
極
性
の
根
源
に
開
け
て
い
る
、
つ
ま
り

他
力
と
自
力
の
根
源
に
開
け
て
い
る「
根
源
的
い
の
ち
」の
働
き
、

他
律
と
自
律
の
根
源
に
開
け
て
い
る
神
律
（
な
い
し
は
仏
性
即

無
性
即
自
性
の
自
然
法
爾
の
働
き
な
い
し
絶
対
無
な
る
神
の
働

き
）
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
宗
教
経
験
に
は
直
接
性
が
前
面
に
出
る
場
合
や
、
超

越
の
次
元
や
人
間
の
側
の
罪
悪
意
識
等
の
媒
介
性
だ
け
で
は
な

く
、
出
会
い
の
人
物
や
書
物
の
影
響
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
の

媒
介
性
の
方
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、

宗
教
経
験
に
は 

① 

② 

③ 

が
主
要
な
事
柄
と
し
て
含
ま
れ
て
い
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安
永 

花
園
大
学
の
安
永
で
す
。
小
林
先
生
、
大
変
貴
重
な
ご

発
表
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
二
つ
お
尋
ね
し

た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
一
点
。
白
隠
の
看
話
禅

に
対
し
て
盤
珪
の
聞
話
禅
と
い
う
風
に
言
う
人
が
お
ら

れ
ま
す
、
松
岡
正
剛
と
い
う
方
が
そ
う
で
す
が
。
看
話

禅
と
い
う
の
は
話
を
看
る
禅
で
す
が
、
聞
話
禅
は
話
を

聞
く
禅
だ
と
言
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
白
隠
禅
と
対
比
し

て
盤
珪
禅
を
評
価
す
る
流
れ
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

わ
た
し
は
思
う
の
で
す
が
、
盤
珪
禅
師
が
大
悟
に
至
る

プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
ご
発
表
で

も
あ
り
ま
し
た
「
明
徳
」
が
一
つ
の
大
疑
団
に
な
り
ま

し
て
、
そ
の
大
疑
団
を
長
く
抱
え
て
お
ら
れ
て
、
そ
の

究
極
の
転
機
と
い
う
も
の
が
、
た
と
え
ば
こ
の
「
梅
花

の
香
が
鼻
を
撲
つ
」
と
い
う
よ
う
な
「
聞
声
悟
道
見
色

明
心
」
の
よ
う
な
禅
体
験
と
し
て
評
価
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
白
隠
禅
の
大
疑
か
ら
大
悟

に
至
る
プ
ロ
セ
ス
と
な
ん
ら
変
わ
り
の
な
い
も
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
体
験
を
し
た

者
は
、
必
ず
体
験
の
客
体
化
と
い
う
方
向
に
行
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
盤
珪
禅
師
の
場
合
、
一
般
の

民
衆
に
向
け
て
平
話
で
優
し
く
説
い
た
と
同
時
に
、
後

継
者
の
育
成
に
ど
の
よ
う
な
方
便
を
用
い
た
か
、
そ
れ

を
お
尋
ね
し
た
い
の
が
第
一
点
で
す
。
所
謂
、
公
案
を

用
い
な
か
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
も
っ
て
後

継
者
を
育
成
し
て
自
ら
の
法
の
永
続
化
を
図
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
い
の
が
、
第
一
点
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
点
は
、
盤
珪
禅
が
結
局
途
絶
え
て
し

ま
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
後
継
者
が
育
た
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
個
人
的
に
は
わ
た

し
た
ち
日
本
人
は
臨
済
と
曹
洞
の
禅
、
公
案
禅
と
黙
照

禅
し
か
持
て
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
次
第

な
の
で
す
。
ご
承
知
の
ご
と
く
五
家
七
宗
と
い
う
よ
う

に
、
中
国
で
は
非
常
に
様
々
な
個
性
溢
れ
る
禅
が
花
開

討
議 

Ⅰ 

司
会　

花
岡
永
子
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禅
学
を
専
攻
し
た
者
で
す
け
れ
ど
も
、
研
究
と
し
て
は

華
厳
と
か
イ
ン
ド
と
か
他
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
ま
た

講
座
も
禅
に
関
す
る
も
の
を
敢
え
て
避
け
て
き
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
第
一
義
の
禅
経
験
と
い
う
の

が
出
発
点
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
考
え
る
と
、
今

回
の
発
表
は
非
常
に
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
り
ま
す
。
ま

ず
そ
れ
を
基
点
と
し
て
考
え
ま
す
と
、
最
初
に
後
継
者

に
関
す
る
こ
と
で
す
が
、
愛
媛
の
山
奥
と
い
い
ま
す
か
、

大お
お
ず洲
に
あ
る
冨と
み
す
や
ま

士
山
の
崖
の
山
ぎ
わ
に
、
奥
旨
軒
と
い

う
特
別
な
場
所
を
作
り
ま
し
て
、
弟
子
た
ち
に
特
訓
教

育
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
こ

で
は
何
が
し
か
の
公
案
を
用
い
た
と
、
そ
う
い
う
も
の

も
二
、三
で
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
盤
珪

が
ど
の
よ
う
な
公
案
を
用
い
た
か
と
い
う
の
は
良
く
分

か
っ
て
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

公
案
以
外
で
も
、
伸
び
る
素
地
の
あ
る
者
に
対
し
て
違

っ
た
方
法
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
も
定
か
で
は
な
い

の
で
す
よ
ね
。
わ
た
し
も
し
っ
か
り
調
べ
て
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
が
、
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で

き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
結
果
日
本
に
は
臨
済
と
曹
洞
の

禅
だ
け
し
か
残
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
日

本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
思
う

わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
宇
治
の
黄
檗
山
に
念
仏
禅
と

い
う
の
が
伝
わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
百
年
あ
ま
り
で

内
実
は
白
隠
禅
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
結
局
、

中
国
で
は
禅
と
念
仏
が
融
合
し
た
わ
け
で
す
が
、
日
本

人
は
ど
う
い
う
わ
け
か
禅
と
念
仏
を
完
全
に
切
り
離
し

て
し
ま
っ
て
、
念
仏
禅
と
い
う
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
現
在
日
本
に
臨
済
と

曹
洞
禅
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
盤
珪
禅
と
か
、
鈴
木
正

三
と
か
、
雲
居
希
膺
と
か
、
梅
天
無
明
と
か
、
い
ろ
い

ろ
と
個
性
溢
れ
る
禅
が
一
代
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
ね
。
こ
れ
は
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
せ
い

で
二
種
類
の
禅
し
か
持
て
な
い
せ
い
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
お
り
ま
し
て
、
わ
た
し
の
勝
手
な
思
い
込
み
な
の

で
す
が
、
上
記
二
点
に
お
答
え
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

小
林 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
花
園
大
学
で
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と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
問
題
は
、
現
在
の
念
仏
の

流
れ
は
し
っ
か
り
と
念
仏
の
世
界
を
独
特
な
仕
方
で
発

展
さ
せ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
禅
が
割
り
込

ん
で
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
日
本
人
が
伝
統
的
な
も
の
を
し
っ
か
り
守

る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
の
持
つ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

と
い
う
ご
指
摘
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
盤
珪
さ
ん
の
父
親
は
四
国
生
ま
れ
な

わ
け
で
す
が
、
丸
亀
藩
の
飛
地
で
あ
っ
た
網
干
に
も
、

四
国
の
人
の
律
儀
さ
と
い
う
か
、
き
ち
ん
と
し
た
純
粋

さ
が
残
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
伝
統
的
な
も

の
を
守
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
の
当
時
の
時

代
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
盤
珪
さ
ん
に
関

し
て
は
そ
の
当
時
新
し
い
お
寺
を
開
く
こ
と
が
で
き
ず

規
制
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
も
理
由
の
一
つ
だ

と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
の
盤
珪
さ
ん
の

息
づ
か
い
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
た
人
た
ち
は
非
常
に

楽
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
播
磨
地
方
は
浄
土

真
宗
が
強
い
中
で
、
多
く
の
民
衆
が
盤
珪
さ
ん
の
と
こ

す
。
し
か
し
、
公
案
を
用
い
た
事
実
は
確
か
で
す
が
、

ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
と
い
う
点
は
、
も
う
一
つ
分
か

ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
他
方
、
白
隠
さ
ん
は
公

案
体
系
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
公
案
の
扱
い
を
新
し
く

日
本
人
に
合
う
よ
う
に
蘇
生
さ
せ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、

白
隠
さ
ん
が
公
案
の
機
能
を
復
活
さ
せ
た
と
見
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
力
は
秘
め
た
形
で
長
年
禅
者
た
ち
が
培
つ
ち
か

っ
た
公
案
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
力
を
禅
師
た
ち
が
し

っ
か
り
と
捕
ま
え
て
、
き
ち
ん
と
弟
子
に
提
示
し
な
け

れ
ば
ダ
メ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
盤
珪
さ
ん
が
公
案
を
用
い
た
こ
と
は
事
実
で

す
が
、
弟
子
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
に
関

し
て
は
は
っ
き
り
と
記
録
に
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

第
二
の
点
で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ

ー
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い

問
題
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
黄
檗
禅
の
よ
う
な
念
仏

と
一
緒
に
す
る
よ
う
な
中
国
の
流
れ
は
、
浄
禅
双
方
に

通
じ
る
「
一
行
三
昧
」
の
現
代
的
把
握
に
よ
っ
て
、
日

本
で
も
復
活
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
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し
て
ど
う
い
う
執
着
が
出
て
く
る
の
か
、
他
力
に
対
し

て
ど
う
い
う
執
着
が
出
て
く
る
の
か
、
そ
う
い
う
負
の

面
が
非
常
に
強
く
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
絶
対
否

定
さ
れ
て
、
初
め
て
そ
う
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
花
岡
先
生
も
、
そ
の
よ
う
な
意

味
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
。
安
永
先
生
は
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も
、
小
林
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
播

磨
で
の
盤
珪
禅
は
真
宗
に
と
っ
て
も
大
変
な
こ
と
だ
っ

た
と
思
う
の
で
す
。

小
林	

こ
れ
は
本
当
に
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

武
田 

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
自
身
も
鈴
木
大
拙
の
お

書
き
に
な
ら
れ
た
ご
著
書
を
読
ん
で
、
念
仏
の
深
い
と

こ
ろ
ま
で
ご
指
摘
を
得
た
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

上
田
先
生
の
ご
著
書
も
そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に
興
味

深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
宗
教
の
多
元

と
い
う
問
題
の
中
で
、
わ
た
し
自
身
も
そ
の
問
題
を
考

え
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
が
、
キ
リ
ス
ト

ろ
に
行
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
、
盤
珪
さ
ん
は
非
常
に
魅

力
が
あ
り
、
盤
珪
さ
ん
の
力
と
言
い
ま
す
か
そ
の
よ
う

な
も
の
は
真
似
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
答
え
に
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ

の
よ
う
な
お
答
え
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

武
田 

盤
珪
さ
ん
は
我
々
真
宗
に
お
い
て
も
魅
力
が
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
法
然
上
人
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
法

然
上
人
が
最
後
の
一
枚
起
請
文
に
お
い
て
「
愚
禿
に
帰

れ
」と
言
っ
て
お
り
ま
し
て
。
こ
れ
は
西
田
さ
ん
も「
愚

禿
親
鸞
」
の
中
で
そ
こ
に
こ
そ
宗
教
の
本
質
が
あ
る
と

言
う
こ
と
を
非
常
に
厳
し
く
見
て
い
ま
す
ね
。
鈴
木
大

拙
さ
ん
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
禅
と
念
仏
が
非
常

に
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
相
通
ず
る

と
い
う
と
き
に
、
わ
た
し
が
注
意
し
た
い
の
は
、
今
日

の
花
岡
先
生
の
コ
メ
ン
ト
の
中
で
も
自
力
と
他
力
を
包

括
し
た
と
い
う
表
現
で
花
岡
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お

り
ま
す
が
、
た
だ
西
田
幾
多
郎
も
自
力
と
他
力
と
い
う

こ
と
を
本
来
は
一
つ
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
自
力
に
対
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小
林 

盤
珪
さ
ん
の
言
い
方
と
し
て
は
「
癖
」（
気
ぐ
せ
）
で

す
ね
、
い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
、
禅
な
ら
禅
の
、

念
仏
な
ら
念
仏
の
癖
を
抜
く
と
、
禅
も
念
仏
も
超
え
た

原
点
に
触
れ
て
く
る
と
い
い
ま
す
か
。
そ
れ
は
一
般
的

に
は
否
定
を
通
し
て
蘇
る
と
言
い
ま
す
が
、
盤
珪
の
場

合
は
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
癖
を
ど
う
抜
く
か
と
い
う
問
題

が
実
践
的
に
「
不
生
」
の
経
験
と
い
う
仕
方
で
体
験
で

き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

花
岡	

私
の
方
か
ら
一
言
だ
け
ご
質
問
に
お
答
え
し
て
お
き
ま

す
。
自
力
と
他
力
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
力
で
マ

イ
ナ
ス
面
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
十
牛

図
で
言
え
ば
第
七
図
の
あ
た
り
で
天
狗
に
な
っ
て
し
ま

う
、
し
か
し
百
尺
竿
頭
で
死
に
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
人
に
で
き
な
い
、
と
い

う
点
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
で
禅
が
自
力
で
生
き
て
い
る
印
象
を
世
間
に
与
え
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
他
力
の

方
は
、
無
に
も
等
し
い
け
れ
ど
も
絶
対
者
の
前
で
は
主

教
も
仏
教
も
イ
ス
ラ
ー
ム
も
、
仏
教
の
中
で
も
色
ん
な

宗
派
が
あ
る
、
あ
る
け
れ
ど
も
個
が
個
と
し
て
、
ジ
ョ

ン
・
ヒ
ッ
ク
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
包
括
主
義
的
に
で

は
な
く
て
、
謂
わ
ば
華
厳
的
と
い
う
か
、
華
厳
と
言
っ

た
ら
す
で
に
仏
教
の
立
場
に
な
る
の
で
わ
た
し
は
あ
ま

り
に
言
い
た
く
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
個
が
個
と
し

て
本
当
に
個
た
り
う
る
と
こ
ろ
に
、「
相
通
ず
る
」
の

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
す
ぐ
に
絶
対
無
と

か
空
と
か
言
っ
て
し
ま
う
と
違
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
。
所
謂
般
若
で
も
空
性
的
な
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
、
た
と
え
ば
煩
悩
を
具
足
し
て
い
る
凡
夫

よ
り
も
空
性
に
陥
っ
た
者
の
方
が
仏
道
の
修
行
が
徹
底

的
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
と

こ
ろ
を
安
永
先
生
と
小
林
先
生
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て

お
ら
れ
る
の
か
。
わ
た
し
は
素
晴
ら
し
い
対
話
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
し
て
、
し
か
も
レ
ス
ポ
ン
ス
が
花
岡
先
生

で
す
し
ね
。
も
う
少
し
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
丁
々
発
止
で

教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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ご
ざ
い
ま
す
の
で
一
つ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

安
永	

わ
た
し
が
申
し
上
げ
ま
し
た
の
は
、
皆
さ
ま
方
も
ご
承

知
の
よ
う
に
、
日
本
人
ほ
ど
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
言

い
ま
す
か
、
宗
教
混
淆
と
い
い
ま
す
か
、
よ
く
言
わ
れ

る
よ
う
に
生
ま
れ
た
時
に
は
神
社
に
行
っ
て
、
結
婚
す

る
時
に
は
教
会
へ
行
っ
て
、
最
後
に
は
お
寺
に
お
世

話
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
風
土
に
あ

り
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
が
念
仏
と
禅
が
融
合

し
た
念
仏
禅
を
支
持
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
の

が
、
一
点
疑
問
に
な
る
わ
け
で
す
。
大
陸
で
は
、
先
ほ

ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
念
仏
と
禅

が
融
合
し
て
民
族
宗
教
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
日
本
人

は
宗
教
混
淆
的
な
宗
教
風
土
、
仮
に
わ
た
し
は
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
ー
と
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
武

田
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
自
力
の

念
仏
と
他
力
の
念
仏
と
申
し
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、

白
隠
慧
鶴
と
所
謂
臨
済
禅
者
は
自
力
の
念
仏
は
支
持
し

て
い
る
と
思
う
の
で
す
、
こ
れ
は
手
段
方
便
と
し
て
の

体
的
な
情
熱
を
も
っ
て
、
と
い
う
時
に
そ
れ
が
出
て
こ

な
い
。
無
気
力
の
ま
ま
救
わ
れ
よ
う
と
い
う
、
そ
の
よ

う
な
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
一
言
で
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
で
お
答
え
と
さ
せ
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

八
木
誠
一　

安
永
さ
ん
が
大
変
面
白
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た

の
で
質
問
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
の

メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
つ
ま
り
臨
済

と
曹
洞
と
い
う
禅
の
二
つ
の
系
統
し
か
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
は
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
関
係
が

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
れ
は
非
常
に
気
に
な
る
ご

発
言
で
す
よ
ね
。
盤
珪
禅
師
の
場
合
も
癖
を
抜
く
わ
け

で
し
ょ
、
け
れ
ど
も
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
も
癖

の
中
に
入
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
し
か
し
癖
は
癖

と
し
て
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
か
ら
、
日
本
人
の
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
ー
と
言
っ
た
時
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

是
非
お
話
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
林 

わ
た
し
も
聞
き
た
い
と
思
い
ま
す
、
肝
心
な
と
こ
ろ
で
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る
そ
う
い
う
精
神
性
が
、
禅
に
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
で
関

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の

勝
手
に
考
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
こ
で
二
元
論

的
な
世
界
が
出
て
く
る
、
そ
れ
が
悪
く
作
用
し
て
い
る

の
が
日
本
の
現
在
の
禅
の
状
況
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

八
木
誠
一　

そ
の
日
本
的
な
も
の
と
い
う
の
は
、
禅
の
本
質
と

は
関
係
な
い
と
い
う
お
考
え
で
す
か
。

安
永 

禅
に
本
質
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
で
す
が
。

八
木
誠
一　

と
に
か
く
、
禅
本
来
と
は
違
う
も
の
だ
と
考
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
禅
本
来
か
ら
日
本
的

な
も
の
が
出
て
く
る
の
は
当
然
だ
と
お
考
え
に
な
っ
て

い
る
の
か
。

安
永 

先
生
に
は
申
し
訳
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
禅
本
来
の

も
の
、
あ
る
い
は
何
か
形
的
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ

が
多
様
に
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
風
に
見
る
お
立
場
と

は
、
わ
た
し
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
が
。

八
木
誠
一　

僕
も
言
い
方
が
下
手
な
の
で
、
言
い
た
い
と
こ
ろ

念
仏
と
し
て
見
た
場
合
に
。
し
か
し
究
極
的
に
他
力
の

念
仏
と
い
う
も
の
に
関
し
て
は
ひ
と
つ
一
線
を
引
い
て

い
る
と
こ
ろ
が
、
特
に
日
本
の
臨
済
禅
に
は
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
二
つ
の
種
類
の
禅
、
盤
珪
さ
ん
の
不
生

禅
と
か
、
雲
居
さ
ん
の
念
仏
禅
と
か　

鈴
木
正
三
さ
ん

の
仁
王
禅
と
か
、
多
種
多
様
な
禅
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
二
種
類
の
禅
し
か
持
て
な
い
と
い
う
の
は
、
非

常
に
禅
を
痩
せ
た
も
の
に
し
て
い
る
と
、
わ
た
し
は
思

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
現
代
の
日
本
の
禅
の
不
幸
で

は
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
思
う
の
で
す
。
お
答
え
に
な

っ
て
い
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
人
が
二
つ
種
類

の
禅
し
か
持
て
な
い
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
が
ず
っ
と

考
え
て
い
る
疑
問
な
の
で
す
。
こ
れ
だ
け
シ
ン
ク
レ
テ

ィ
ズ
ム
な
宗
教
混
淆
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
、
多
様

包
括
的
な
日
本
人
が
な
ぜ
禅
に
限
っ
て
は
厳
密
に
公
案

禅
と
默
照
禅
し
か
持
て
な
い
の
か
、
と
。
こ
れ
は
、
神

道
的
な
も
の
が
そ
こ
に
入
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
か
と
、
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
ケ
と
ハ
レ
と
い
う
二
つ
の
も
の
を
対
称
的
に
見
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う
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か
。
と
て
も

面
白
い
か
ら
お
伺
い
し
て
い
る
の
で
す
が
。

安
永 

ど
う
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
は
も
う
少
し
時
間
を
か
け
て

考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
将
来
的
に
、
禅
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
う
発
展

し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
非
常
に
深
く
関
わ
っ
て

く
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木
誠
一　

確
か
に
禅
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
と
深
く
関
わ
っ
て

く
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

上
田 

黙
照
禅
と
看
話
禅
、
そ
れ
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と

と
も
関
係
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
局
的
に
見
れ
ば
黙

照
禅
と
看
話
禅
と
な
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
禅
の
道
を

歩
ん
で
い
る
人
に
は
、
道
は
非
常
に
多
種
多
様
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
問
い
に
対
す
る
現
実
の
答
え
に
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
言
葉
の
上
で
の
答
え
を
ど
う
す

る
と
い
う
よ
り
も
、
実
際
の
自
分
の
行
の
中
で
、
人
生

と
関
わ
り
、
社
会
と
関
わ
り
、
世
界
と
関
わ
っ
て
い
る

生
き
方
の
中
で
の
自
分
だ
け
の
あ
り
方
、
そ
れ
が
禅
と

を
汲
ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。
お
前
の
言
い
方

が
下
手
だ
と
な
る
と
直
接
性
と
間
接
性
の
問
題
に
な
り

ま
す
か
ら
。
け
れ
ど
も
、
お
分
か
り
で
し
ょ
、
禅
だ
っ

た
ら
本
当
は
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
み
た
い
な
の
が
出
て

こ
な
い
と
お
考
え
な
の
か
、
あ
る
い
は
禅
本
来
だ
っ
た

ら
も
っ
と
色
々
な
宗
派
が
あ
っ
て
も
良
い
と
い
う
お
考

え
な
の
か
。

安
永 

は
い
、
そ
の
よ
う
な
多
様
性
に
禅
の
生
命
的
な
も
の
が

あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
先
生
の
お
考
え
の
通
り
だ
と

思
い
ま
す
。

八
木
誠
一　

そ
う
い
う
意
味
で
、
さ
っ
き
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
二
つ
し
か

な
い
の
は
本
来
お
か
し
い
の
で
、
そ
れ
が
日
本
人
の
癖

と
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
聞
こ
え
た
の
で
す
が
。

安
永 

そ
う
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
日
本
に
お
い
て

禅
の
矮
小
化
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

八
木
誠
一　

矮
小
化
の
原
因
と
い
う
か
、
矮
小
化
の
本
質
と
い
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ト
の
問
題
と
教
義
の
問
題
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
親
鸞

上
人
は
「
二
双
四
重
」
と
い
っ
て
真
仮
偽
判
と
い
う
こ

と
を
非
常
に
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
お
り
ま
す
。
何
が
真

実
の
宗
教
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
聖

道
門
を
仮
と
し
て
、
外
教
と
い
う
の
が
偽
だ
と
。
親
鸞

上
人
が
も
し
現
在
お
ら
れ
た
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
大
い

に
リ
バ
イ
ズ
さ
れ
る
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
の
で
す

よ
ね
。
そ
の
当
時
た
だ
外
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を

基
盤
と
し
て
所
謂
「
仮
偽
判
」、
教
判
と
い
う
も
の
が

立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
そ
う

い
う
も
の
に
対
す
る
自
己
批
判
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
他
宗
教
に
お
け
る
宗
教
間
対

話
と
言
っ
た
時
に
、
禅
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
浄
土

真
宗
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
、
固
定
的
に
考
え
な
い

方
が
良
い
と
思
う
の
で
す
よ
ね
。
と
言
い
ま
す
の
は
、

将
来
に
向
け
て
考
え
た
と
き
に
、
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
の

よ
う
に
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
絶
対
的
な
一
と
い

う
も
の
を
仮
定
し
て
し
ま
う
と
対
話
し
な
く
て
も
良
く

な
る
と
思
う
の
で
す
。
わ
た
し
は
三
十
年
間
こ
の
学
会

結
び
つ
い
て
い
る
、
こ
れ
が
現
実
の
答
え
に
な
る
か
と

思
い
ま
す
。
言
葉
で
言
え
ば
、
黙
照
禅
と
看
話
禅
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
実
際
に
修
行
し
て

い
る
人
に
は
道
は
実
に
千
差
万
別
だ
と
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
ど
こ
で
何
を
基
準
と
し
て
そ
れ
を
見
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

武
田 

真
宗
も
で
す
ね
、
宗
派
が
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
例

え
ば
東
本
願
寺
と
西
本
願
寺
と
い
っ
た
場
合
で
も
対
話

が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
真
宗
連
合
学
会
」
と
い
う

学
会
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
真
剣
に
な
っ
て

お
互
い
が
対
話
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば
、
わ
た
し
が
学
生
時
代
の
頃
に
金
子
大
榮
の
名

を
卒
業
論
文
や
修
士
論
文
に
入
れ
た
ら
欠
点
が
つ
い
て

い
た
わ
け
で
す
よ
。
曽
我
量
深
も
そ
う
な
ん
で
す
ね
。

わ
た
し
自
身
が
大
谷
大
学
で
曽
我
量
深
先
生
と
金
子
大

榮
先
生
に
四
年
間
ご
指
導
を
頂
い
た
時
に
は
、
も
の
す

ご
く
感
動
し
た
訳
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
に
、
真
宗
十

派
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
宗
派
と
い
う
セ
ク
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安
永 

宗
派
も
そ
う
で
す
し
、
行
も
そ
う
で
す
。

武
田	

浄
土
真
宗
と
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ

ね
。
け
れ
ど
も
そ
れ
よ
り
は
禅
の
方
が
緩
や
か
な
ん
で

は
な
い
で
す
か
。

安
永	

そ
れ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
曹
洞
宗
の
峯
岸
先
生
が
こ

こ
に
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
同
席
す
る

こ
と
は
日
本
で
は
非
常
に
稀
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

武
田	

や
は
り
そ
う
な
の
で
す
か
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

田
中	

キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
で
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
わ
た
し
が
今
北
洪
川
の
『
禅
海
一
瀾
』
と
い
う
の

を
読
ん
だ
と
き
に
、「
明
徳
」
と
い
う
こ
と
は
第
一
則

に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
西
田
も
非
常
に
影
響
を

受
け
た
も
の
で
す
が
、
た
だ
今
北
洪
川
の
場
合
は
「
キ

リ
ス
ト
教
は
邪
教
で
あ
る
」
と
言
う
の
に
対
し
て
西
田

は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
態
度
は
取
っ
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

思
い
ま
し
た
が
。
実
は
、
不
生
と
い
う
こ
と
に
関
し
ま

で
大
変
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
ジ
ョ
ン
・

カ
ブ
が
「Beyond D

ialogue

」
と
い
う
書
物
の
中
で
も

言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
己
の
属
し
て
い
る
宗
派

を
カ
プ
セ
ル
に
入
れ
て
、
相
手
が
何
を
言
っ
て
い
る
か

を
じ
っ
く
り
と
聞
く
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
「
対

話
」
で
は
な
い
か
な
、
と
。
わ
た
し
は
よ
く
対
話
で
は

な
く
聞
話
だ
と
言
う
の
で
す
が
、「
聞
く
」
と
い
う
こ

と
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
点
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
今
の
真
宗
の
海
外
仏
教
で
は
非
常
に
禅

と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
本
願
寺
派
の
教
学
の
上
の
方
で
は
徹
底
的
に
そ
れ
を

否
定
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
い
か

に
対
話
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
根
本
的
に
問
う

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
安
永
先

生
に
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
日
本
人
の
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
ー
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
中
で
な

ぜ
二
種
類
の
禅
し
か
な
い
の
か
、
そ
れ
は
宗
派
と
し
て

と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。



26 

辺
の
盤
珪
さ
ん
に
対
す
る
受
け
取
り
方
で
す
ね
。
そ
れ

は
当
然
そ
の
当
時
の
江
戸
の
混
乱
期
に
お
け
る
一
般
の

人
々
か
ら
見
た
視
野
で
す
。「
外
道
」
と
い
う
の
は
イ

ン
ド
ま
で
遡
ら
ず
に
、
日
本
語
で
の
道
を
踏
み
外
し
た

者
と
い
う
受
け
取
り
方
で
し
ょ
う
し
、こ
こ
で
言
う
「
切

支
丹
」
と
い
う
の
も
そ
の
当
時
反
感
を
持
っ
て
い
た
人

の
考
え
方
を
持
っ
て
、
そ
れ
を
盤
珪
に
当
て
は
め
て
理

解
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

田
中	

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
で
も
、
霊
魂
の
う
ち
に
は
、
造
ら

れ
た
も
の
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は

は
っ
き
り
言
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、「
不
生
」
と
い

う
こ
と
は
体
験
の
事
実
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に

地
下
水
脈
の
よ
う
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か

し
正
統
派
の
教
義
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
異

端
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
わ
た
し
が
思
い
ま

す
の
は
、
鈴
木
大
拙
が
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
あ
り
し
先
よ

り
わ
れ
あ
り
」
と
か
「
神
が
天
地
を
想
像
す
る
前
の
光

し
て
一
点
だ
け
で
す
が
、
小
林
先
生
の
参
考
資
料
Ａ
に

非
常
に
面
白
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。「『
説
法
』

に
よ
れ
ば
、
盤
珪
が
、
若
い
自
分
に
、
自
覚
し
た
正
法

を
「
不
生
」
な
る
も
の
と
し
て
説
き
は
じ
め
た
こ
ろ
は
、

だ
れ
も
理
解
せ
ず
、「
外
道
か
切
支
丹
の
や
う
」
に
思

わ
れ
、
恐
れ
ら
れ
て
近
寄
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。「
外
道
」と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
教
え
で

し
ょ
う
か
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
も
ち
ろ
ん
不
生
に
し
て
不

滅
で
し
ょ
う
。
た
だ
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
も
不
生
に
し
て

不
滅
の
縁
起
を
説
く
わ
け
で
す
か
ら
、
外
道
と
は
言
え

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
だ
「
切
支
丹
の
よ
う
」

だ
と
ど
う
し
て
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
う
の
で

す
ね
。
た
と
え
ば
、
不
滅
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ら
こ

れ
は
仏
教
で
は
な
い
と
、
霊
魂
の
不
死
な
ん
て
言
え
ば

ね
。
た
だ
不
生
と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
し
て
「
切
支
丹

の
よ
う
」
だ
と
言
わ
れ
た
の
か
、
と
。

小
林	

こ
れ
は
盤
珪
さ
ん
が
言
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
周
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を
誰
が
見
て
い
た
の
か
」
と
言
う
時
に
、
お
そ
ら
く
こ

の
「
不
生
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
の

伝
統
の
中
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
の
中
で
は
、
こ
れ
は
常

に
批
判
さ
れ
て
き
た
し
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
造
ら
れ
た

も
の
で
す
か
ら
、「
不
生
」
と
い
う
の
は
神
以
外
の
も

の
に
は
適
応
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の

教
義
の
中
核
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
対
話

の
場
合
に
、
こ
こ
が
一
つ
大
き
な
問
題
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
後
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
長
町
先
生
が
取

り
上
げ
ら
れ
た
時
に
、
ま
た
問
題
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

花
岡	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
時
間
に
な
り
ま

し
た
の
で
、
盤
珪
禅
師
と
同
じ
四
国
ご
出
身
の
小
林
先

生
の
ご
講
演
を
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。


