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鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
～
一
九
六
六
年
）
と
い
う
人
物
は
、
西
洋
社
会
に
禅
を
広
め
た
日
本
人
と
し
て
今
な
お
讃
仰
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
近
年
は
、近
代
化
の
果
て
に
戦
争
を
ひ
き
お
こ
し
て
日
本
国
民
を
も
近
隣
諸
国
を
も
苦
し
め
て
き
た
日
本
の
国
家
主
義
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
彼
は
協
調
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
る
（
１
）。

　

西
田
幾
多
郎
・
鈴
木
大
拙
・
九
鬼
周
造
・
新
渡
戸
稲
造
・
岡
倉
天
心
、
こ
れ
ら
の
近
代
日
本
の
知
識
人
は
、
明
治
の
初
め
に
西
洋
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六

的
な
教
育
を
受
け
て
青
年
と
な
り
、
西
洋
思
想
に
憧
れ
の
念
を
抱
き
続
け
る
と
と
も
に
、
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
東
洋
思
想
を
掘
り

起
こ
し
、
そ
こ
に
西
洋
に
な
い
独
自
の
意
義
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
〝
西
洋
に
な
い
独
自
の
意
義
が
東
洋
思
想
に
は
あ
る
〟

と
す
る
と
き
、
〝
西
洋
〟
像
は
矮
小
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
ロ
バ
ー
ト
・
Ｈ
・
シ
ャ
ー
フ
に
よ
っ

て
投
じ
ら
れ
た
（
２
）。

　

近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
に
対
す
る
シ
ャ
ー
フ
の
批
判
は
ニ
ー
チ
ェ
の
「
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
」
説
（
３
）
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
〝
強
者
〟
が
そ
の
強
さ
を
誇
っ
て
「
主
人
道
徳
」
を
形
成
す
る
の
に
対
し
て
、
〝
弱
者
〟
は
強
者
に
立
ち
向
か
い

え
な
い
無
力
感
と
強
者
へ
の
「
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
（
う
ら
み
）」
を
抱
き
、
そ
こ
か
ら
、
弱
者
を
い
た
わ
る
こ
と
は
善
い
こ
と
で
、
弱

者
を
し
い
た
げ
る
強
者
は
悪
者
だ
と
い
う
「
奴
隷
道
徳
」
を
つ
く
り
だ
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
は
奴
隷
道
徳
に
淵
源
す
る
、と
ニ
ー

チ
ェ
は
言
う
。
近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
、「
西
洋
」
は
自
力
で
は
立
ち
向
か
い
え
な
い
「
強
者
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
強

者
」
に
な
に
が
し
か
マ
イ
ナ
ス
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
っ
て
、
自
分
達
「
弱
者
」
の
自
尊
心
を
保
と
う
と
し
た
。
シ
ャ
ー
フ
の
説
は
こ
の

よ
う
に
換
言
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

西
洋
人
が
そ
の
力
関
係
の
優
位
を
背
景
と
し
て
東
洋
を
劣
っ
た
も
の
と
し
て
固
定
し
て
見
る
見
方
を
サ
イ
ー
ド
は
「
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
」
と
し
て
告
発
し
た
（
４
）。
こ
れ
と
反
対
に
「
西
洋
」
を
克
服
す
べ
き
対
象
と
し
て
固
定
的
に
矮
小
化
し
て
見
て
、
そ
の
ネ

ガ
と
し
て
設
定
さ
れ
た
東
洋
思
想
を
讃
美
す
る
態
度
は
、他
者
に
歪
ん
だ
レ
ッ
テ
ル
を
は
る
と
い
う
点
で
は
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」

の
裏
返
し
だ
と
言
え
る
。
西
洋
人
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
は
強
者
の
自
己
正
当
化
の
論
理
、
近
代
日
本
が
提
示
し
た
東
洋
思
想

論
は
弱
者
の
自
己
正
当
化
の
論
理
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
「
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
」
説
を
批
判
し
た
よ
う
に
、宗
教
倫
理
は
、も
っ
ぱ
ら
「
強
者
／
弱
者
」

と
い
う
社
会
構
造
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
が
、
〝
西
洋
を
克
服
し
う
る
東
洋
思
想
〟
と

し
て
提
起
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
他
者
否
定
の
先
行
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
裏
返
し
と
い
う
よ
う
な
局
面
だ
け
を
強
調
し
て
解
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釈
し
た
り
、
ま
し
て
そ
の
価
値
を
お
と
し
め
て
は
な
ら
な
い
。

　

シ
ャ
ー
フ
の
問
題
提
起
が
、
日
本
の
近
代
化
の
歩
み
総
体
の
中
で
西
田
や
鈴
木
の
思
想
の
意
義
を
考
え
る
上
で
た
い
へ
ん
啓
発
的

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
と
は
い
え
、
近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
烙
印
の
も
と
に
一

緒
く
た
に
し
て
レ
ッ
テ
ル
ば
り
を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
ら
一
人
一
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
境
遇
で
異
な
る
問
題
を
抱
え
て

い
た
し
、
鈴
木
大
拙
一
人
を
と
っ
て
み
て
も
、
時
期
に
よ
り
著
作
に
よ
り
そ
の
思
想
は
異
な
っ
て
い
る
。
私
は
当
面
、
一
つ
一
つ
の

著
作
に
即
し
て
、
い
っ
た
い
鈴
木
は
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
究
明
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
分
析
の
中
で

こ
そ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
含
む
諸
問
題
の
具
体
相
は
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
文
化
、
日
本
思
想
の
中
に
、
我
々
が
今
日
再
評
価
し
継
承
す
べ
き
も
の
を
掘
り
起
こ
す
、「
今
ま
で
埋
れ
て
居
た
も
の
を
掘

り
出
す
」（
鈴
木
全
集
八
巻
九
頁
（
５
））
こ
と
を
鈴
木
は
試
み
た
。
今
日
我
々
も
ま
た
、
埋
も
れ
つ
つ
あ
る
鈴
木
の
思
想
の
中
に
、
な
に

が
し
か
継
承
す
べ
き
も
の
を
掘
り
起
こ
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
主
た
る
考
察
対
象
と
す
る
の
は
『
日
本
的
霊
性
』
と
い
う
著
作
で
あ
る
。

　
『
日
本
的
霊
性
』
で
提
示
さ
れ
た
「
霊
性
」
概
念
や
「
即
非
の
論
理
」、
そ
し
て
、
そ
れ
に
西
田
幾
多
郎
が
触
発
さ
れ
た
こ
と
な
ど

を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
種
々
の
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
、『
日
本
的
霊
性
』
と
い
う
著
作
そ
れ
自
体
を
ト
ー
タ
ル
に
真
正
面
か
ら

考
察
す
る
研
究
は
管
見
の
か
ぎ
り
多
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
昭
和
十
九
年
の
春
頃
か
ら
秋
に
か
け
て
草
せ
ら
れ
た
」（
鈴
木
全
集
八
巻
五
頁
）
と
い
う
『
日
本
的
霊
性
』
の
初
版
を
鈴
木
大
拙

が
出
版
し
た
の
は
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
初
版
の
う
ち
の
第
五
篇
「
金
剛
経
の
禅
」
は
、
昭
和

二
十
四
年
の
『
鈴
木
大
拙
選
集
』
第
一
巻
（
大
東
出
版
社
）
収
録
の
際
に
は
省
か
れ
た
。
そ
の
た
め
現
行
の
『
鈴
木
大
拙
全
集
』（
岩

波
書
店
）
第
八
巻
（
一
九
九
九
年
）
所
収
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
も
第
五
篇
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
第
五
篇
の
文
章
は
同
全
集
第

五
巻
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、本
稿
で
考
察
対
象
と
す
る
の
は
、第
五
篇
を
含
ん
だ
形
で
の
『
日
本
的
霊
性
』



二
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で
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
十
九
年
の
初
版
『
日
本
的
霊
性
』
に
込
め
ら
れ
た
鈴
木
大
拙
の
問
題
意
識
や
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
と
を
二
本
の
柱
と
し
て
そ
の
対
照
性
と
共
通
性
と
を
探
り
出
す
と
い
う

『
日
本
的
霊
性
』
全
体
の
構
成
を
考
え
れ
ば
、
第
五
篇
の
禅
思
想
を
は
ず
し
た
形
で
『
日
本
的
霊
性
』
を
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
構
成
を
示
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
章
で
は
『
日
本
的
霊
性
』
の
全
体
像
を
示
す
。
重
要
な
論
点
を
極
力
く
み
あ
げ
る
形
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
『
日
本
的
霊
性
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
自
体
が
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
代
の
我
々
が
通
常
使
用
す
る
言

葉
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、ま
ず
は
そ
の
意
味
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
日
本
的
霊
性
』
と
い
う
著
作
に
お
け
る
「
霊
性
」

概
念
の
意
味
は
第
一
章
の
中
で
解
明
す
る
が
、
こ
の
概
念
が
鈴
木
の
他
の
著
作
で
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
た
の
か
を

第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る
。

　
『
日
本
的
霊
性
』
の
中
に
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
の
う
ち
、
読
者
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
の
は
何
と
言
っ
て
も
「
即
非

の
論
理
」
で
あ
っ
た
。『
金
剛
般
若
経
』
か
ら
鈴
木
が
と
り
だ
し
た
論
理
で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
は
『
金
剛
般
若
経
』
の
中
に
も
ど

し
て
、
経
典
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
し
て
み
る
（
第
三
章
）。

　

鈴
木
の
『
日
本
的
霊
性
』
は
、
晩
年
の
西
田
幾
多
郎
を
突
き
動
か
し
て
宗
教
論
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
を
書
か
せ
た
。

西
田
が
い
か
に
『
日
本
的
霊
性
』
の
テ
ー
マ
を
継
承
し
た
の
か
を
探
っ
て
み
る
（
第
四
章
）。

　

こ
の
著
作
の
発
表
が
戦
争
末
期
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
鈴
木
は
執
筆
の
際
に
軍
部
か
ら
の
圧
力
や
世
間
の
空
気
の
ゆ
え
に
、
思
い

通
り
に
は
書
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
幸
い
に
し
て
、
戦
後
に
な
っ
て
同
じ
「
日
本
的
霊
性
」
と
い
う
テ
ー
マ

に
関
し
て
鈴
木
は
著
作
を
発
表
し
て
い
る
。
軍
部
の
圧
力
な
ど
気
に
し
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
鈴
木
は
ど
う
い
う
こ

と
を
主
張
し
た
の
か
。
そ
の
後
の
鈴
木
の
い
く
つ
か
の
「
霊
性
」
論
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
『
日
本
的
霊
性
』
に
つ
い
て
再
考
し
て
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二
九

み
る
（
第
五
章
）。

　

第
六
章
で
は
、
こ
の
著
作
『
日
本
的
霊
性
』
を
私
が
読
ん
だ
と
き
に
感
じ
た
疑
問
点
・
問
題
点
な
ど
を
率
直
に
示
し
て
検
討
し
て

お
き
た
い
。

一
　『
日
本
的
霊
性
』
の
全
体
像

　

さ
し
あ
た
っ
て
、『
日
本
的
霊
性
』
は
全
体
と
し
て
ど
う
い
う
内
容
を
提
起
し
て
い
る
の
か
を
示
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

第
一
篇
か
ら
第
五
篇
ま
で
を
順
番
に
要
約
し
て
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
話
の
順
序
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
読
み
手
の
側
で
論
点
を
整
理
し

た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
講
演
の
内
容
を
も
と
に
し
て
補
筆
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
並
置
さ
れ
（
第
三
篇
・
第
五
篇
）、
そ
れ
に

書
き
お
ろ
し
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
体
系
的
〟
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
論
点
が
二
重
に
登

場
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
或
る
程
度
読
み
手
の
側
が
整
理
し
て
示
さ
な
い
と
著
作
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。

（１）
「
霊
性
」
の
意
味
と
そ
の
所
在

①
霊
性

　

ま
ず
は
、「
霊
性
」
と
は
何
か
、
鈴
木
の
文
章
に
即
し
て
探
っ
て
い
こ
う
。

　
「
精
神
」
と
か
「
心
」
と
い
っ
た
言
葉
で
は
「
包
み
き
れ
な
い
も
の
」
を
含
む
言
葉
と
し
て
鈴
木
は
「
霊
性
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
使
う
。

鈴
木
に
よ
れ
ば
「
霊
性
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
。

「
な
に
か
二
つ
の
も
の
を
包
ん
で
、
二
つ
の
も
の
が
畢
竟
ず
る
に
二
つ
で
な
く
て
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
で
あ
つ
て
そ
の
ま
ま
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二
つ
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
霊
性
で
あ
る
。
…
…
精
神
と
物
質
の
世
界
の
裏う

ち

に
今
一

つ
の
世
界
が
開
け
て
、
前
者
と
後
者
と
が
、
互
に
矛
盾
し
な
が
ら
、
し
か
も
映
発
す
る
や
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。」

（
鈴
木
全
集
八
巻
二
一
～
二
二
頁
）

つ
ま
り
、
鈴
木
は
「
精
神
と
物
質
と
の
奥
に
、
今
一
つ
何
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
考
え
、
両
者
の
「
奥
」
あ
る
い
は
「
裏
」

に
一
つ
の
世
界
を
見
出
し
、
こ
れ
を
「
霊
性
」
と
呼
ぶ
。 

　
「
精
神
」
と
「
霊
性
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
、

「
精
神
に
は
倫
理
性
が
あ
る
が
、
霊
性
は
そ
れ
を
超
越
し
て
居
る
。
…
…
精
神
は
分
別
意
識
を
基
礎
と
し
て
居
る
が
、
霊
性
は
無

分
別
智
で
あ
る
。
…
…
霊
性
の
直
覚
力
は
精
神
の
よ
り
も
高
次
元
の
も
の
で
あ
る
…
…
精
神
の
意
志
力
は
霊
性
に
裏
付
け
ら
れ

て
居
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
自
我
を
超
越
し
た
も
の
に
な
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
二
頁
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
精
神
」
を
方
向
づ
け
て
い
る
「
倫
理
性
」
や
「
分
別
意
識
」
を
「
霊
性
」
は
「
超
越
」
し
て
い
る
。

「
霊
性
」
は
「
無
分
別
智
」
で
あ
る
。
ま
た
「
霊
性
」
は
根
本
的
な
「
直
覚
」
を
基
盤
と
し
て
い
る
。「
精
神
」
に
伴
う
「
自
我
」
は

「
霊
性
」
と
い
う
基
盤
の
上
で
乗
り
超
え
ら
れ
る
。

　
「
精
神
」
と
い
う
も
の
は
「
霊
性
」
よ
り
も
表
層
に
あ
る
。「
霊
性
は
精
神
の
奥
に
潜
在
し
て
居
る
は
た
ら
き

0

0

0

0

で
」
あ
る
。
こ
の
霊

性
と
い
う
「
は
た
ら
き
」
が
あ
る
と
き
、「
精
神
は
そ
の
本
体
の
上
に
お
い
て
感
覚
し
思
惟
し
意
志
し
行
為
し
能
ふ
」、
つ
ま
り
、
本

来
の
は
た
ら
き
を
全
う
で
き
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
四
頁
）。

　
「
霊
性
」
を
「
宗
教
意
識
」
と
呼
び
換
え
て
も
よ
い
が
、
日
本
人
に
は
「
宗
教
」
を
「
迷
信
」
と
同
じ
も
の
と
考
え
た
り
す
る
誤

解
が
あ
る
の
で
敢
え
て
こ
れ
を
「
宗
教
」
と
は
呼
ば
な
い
、
と
鈴
木
は
言
う
。
と
は
い
え
、「
霊
性
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
始

め
て
宗
教
が
わ
か
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
二
頁
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
霊
性
」
は
「
宗
教
」
の
中
心
的
要
件
で
あ
る
。「
宗
教
」
は
「
人

間
の
精
神
が
そ
の
霊
性
を
認
得
す
る
経
験
」
で
あ
る
。「
制
度
化
」
し
「
形
式
」
に
堕
し
た
宗
教
は
「
宗
教
経
験
」
そ
の
も
の
で
は
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な
い
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
四
頁
）。

　

霊
性
は
「
普
遍
性
を
有
つ
て
居
て
、
ど
こ
の
民
族
に
限
ら
れ
た
と
云
ふ
わ
け
の
も
の
で
な
い
」。
し
か
し
「
霊
性
の
目
覚
め
か
ら
、

そ
れ
が
精
神
活
動
の
諸
事
象
の
上
に
現
は
れ
る
様
式
に
は
、
各
民
族
に
相
異
す
る
も
の
が
あ
る
。」
霊
性
が
現
れ
出
る
「
様
式
」
は

民
族
ご
と
に
違
う
（
６
）。
日
本
民
族
の
霊
性
の
現
れ
方
の
様
式
が
「
日
本
的
霊
性
」
で
あ
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
五
頁
）。

　

平
安
時
代
の
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
世
界
は
、「
感
覚
的
」、「
感
情
的
」、「
情
性
的
」
で
あ
っ
た
が
、「
霊
性
的
」
で
は
な
か
っ
た
（
鈴

木
全
集
八
巻
七
六
～
八
〇
、九
〇
～
九
三
頁
）。「
感
性
的
又
は
情
性
的
直
覚
が
霊
性
的
直
覚
に
入
る
途
は
、
否
定
の
外
に
な
い
」（
鈴
木
全

集
八
巻
一
一
三
頁
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
霊
性
の
動
き
は
現
世
「
否
定
」
か
ら
始
ま
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
七
九
頁
）。
第
二
篇
第
二
章

第
一
節
の
冒
頭
で
鈴
木
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
霊
性
の
動
き
は
現
世
の
事
相
に
対
し
て
の
深
い
反
省
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
反
省
は
遂
に
は
因
果
の
世
界
か
ら
離
脱
し
て
永
遠

常
住
の
も
の
を
攫つ

か

み
た
い
と
云
ふ
願
ひ
に
進
む
。
業ご

う

の
重
圧
な
る
も
の
を
感
じ
て
、
こ
れ
か
ら
遁
れ
た
い
と
の
願
ひ
に
昂
ま
る
。

こ
れ
が
自
分
の
力
で
出
来
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
何
が
何
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
に
頓
着
な
し
に
、
自
分
を
業
縁
又
は
因
果

の
繋
縛
か
ら
離
し
て
く
れ
る
絶
対
の
大
悲
者
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
業
の
重
圧
を
感
ず
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
、
霊
性

の
存
在
に
触
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
病
的
だ
と
云
ふ
考
へ
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
果
し
て
さ
う
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
し

て
も
、
そ
の
病
に
一
遍
と
り
つ
か
れ
て
、
さ
う
し
て
再
生
し
な
い
と
、
宗
教
の
話
、
霊
性
の
消
息
は
、
と
ん
と
わ
か
ら
な
い
。

病
的
だ
と
云
ふ
人
は
一
た
び
も
こ
の
や
う
な
経
験
の
な
か
つ
た
人
な
の
で
あ
る
。
病
的
で
あ
つ
て
も
な
く
て
も
、
そ
れ
に
は
頓

着
し
な
く
て
も
よ
い
。
と
に
角
霊
性
は
、
一
遍
何
と
か
し
て
大
波
に
揺
ら
れ
な
い
と
自
覚
の
機
縁
が
な
い
の
で
あ
る
。」（
鈴
木

全
集
八
巻
七
九
頁
）

　

こ
の
世
で
生
き
て
い
る
こ
の
自
分
の
「
業
の
重
圧
」、
つ
ま
り
、
欲
望
・
煩
悩
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
自
分
の
生
活
の
罪
深
さ
、
ふ

が
い
な
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
基
点
で
あ
る
。
こ
の
罪
責
感
情
を
感
じ
る
こ
と
自
体
を
「
病
的
」
だ
と
考
え
、
現
実
に
満
足
し
て
い
る
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よ
う
な
人
々
の
こ
と
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ（
一
八
四
二
～
一
九
一
〇
年
）は『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』（
一
九
〇
一
～
一
九
〇
二
年
）

の
中
で
「
一
度
生
ま
れ
」
の
人
々
と
表
現
し
た
（
７
）。
そ
こ
に
と
ど
ま
る
な
ら
宗
教
は
生
ま
れ
な
い
。
自
ら
の
罪
責
感
情
か
ら
逃
れ

る
術す

べ

を
必
死
に
求
め
、
自
分
を
救
い
と
っ
て
く
れ
る
「
大
悲
者
」
に
出
会
い
「
再
生
」
す
る
。
そ
の
と
き
、
現
世
否
定
か
ら
現
世
肯

定
へ
と
転
換
す
る
。
そ
れ
は
万
葉
人
の
素
朴
な
「
現
世
肯
定
」（
鈴
木
全
集
八
巻
三
六
頁
）
と
は
違
い
、現
世
否
定
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
「
現

世
肯
定
」
で
あ
る
。

②
大
地

　

と
こ
ろ
で
、

「
霊
性
は
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
大
地
を
離
れ
る
こ
と
を
嫌
ふ
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
七
二
頁
）

と
鈴
木
は
言
う
。「
霊
性
」と
と
も
に「
大
地
性
」も
ま
た『
日
本
的
霊
性
』の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
霊
性
と
不
可
分
で
あ
る「
大

地
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。「
大
地
」
と
い
う
言
葉
に
鈴
木
は
い
く
つ
か
の
意
味
を
象
徴
的
・
シ
ン
ボ
ル
的
に
込
め
て
い
る
。

　

第
一
に
、
我
々
の
生
命
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
、
そ
こ
に
帰
っ
て
い
く
場
と
し
て
の
「
大
地
」
で
あ
る
。「
生
れ
る
も
大
地
か
ら
だ
。

死
ね
ば
固
よ
り
そ
こ
に
帰
る
。
…
…
霊
性
の
奥
の
院
は
実
に
大
地
の
座
に
在
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
四
五
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
大
地
は
霊
性
の
根
源
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

「
霊
性
と
云
ふ
と
、
如
何
に
も
観
念
的
な
影
の
薄
い
化
物
の
や
う
な
も
の
に
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
れ
ほ
ど
大
地
に
深

く
根
を
下
し
て
居
る
も
の
は
な
い
。
霊
性
は
生
命
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
地
の
底
に
は
底
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
空
翔
け
る
も
の
、

天
下
る
も
の
に
も
、
不
思
議
は
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
外
か
ら
の
も
の
で
、
自
分
の
生
命
の
内
か
ら
の
も
の
で
な
い
。

大
地
と
自
分
と
は
一
つ
も
の
で
あ
る
。大
地
の
底
は
自
分
の
存
在
の
底
で
あ
る
。大
地
は
自
分
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
四
八
頁
）

霊
性
は
生
命
で
あ
り
、
大
地
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
。「
大
地
と
自
分
と
は
一
つ
も
の
で
あ
る
」、「
大
地
は
自
分
で
あ
る
」
と
言
わ

れ
る
（
８
）

ほ
ど
に
、
我
々
個
々
の
人
間
の
根
っ
こ
に
「
大
地
」
は
あ
る
。「
個
体
」（
後
述
す
る
「
個
己
」
と
同
じ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
）



鈴木大拙の『日本的霊性』についての考察　（上）

三
三

と
し
て
の
我
々
は
大
地
と
不
可
分
で
あ
る
。

「
個
体
は
大
地
の
連
続
で
あ
る
、
大
地
に
根
を
も
つ
て
、
大
地
か
ら
出
で
、
ま
た
大
地
に
還
る
。
個
体
の
奥
に
は
大
地
の
霊
が
呼

吸
し
て
居
る
。
そ
れ
故
、
個
体
に
は
い
つ
も
真
実
が
宿
つ
て
い
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
五
〇
頁
）

　

以
上
の
よ
う
に
、「
大
地
」
の
第
一
の
意
味
は
本
来
の
人
間
の
根
源
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
第
二
に
大
地
に
は
現
象
レ
ベ
ル
で
、

我
々
と
の
「
近
さ
」
が
あ
る
。
天
は
遠
い
が
大
地
は
近
い
。
我
々
の
足
は
大
地
に
接
し
て
い
る
。
大
地
は
「
具
体
的
」
で
あ
る
（
貴

族
文
化
の
「
観
念
性
」
と
対
照
さ
せ
ら
れ
る
）。
人
間
は
大
地
に
直
接
に
手
を
加
え
る
。

　

第
三
に
、
人
の
生
き
方
の
模
範
を
大
地
は
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。
農
作
業
に
お
い
て
、
誠
を
も
っ
て
大
地
に
働
き
か
け
れ
ば
、

大
地
は
そ
の
誠
に
応
え
て
農
作
物
を
恵
ん
で
く
れ
る
。

「
大
地
は
言
挙
げ
せ
ぬ
が
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る
人
が
、
そ
の
誠
を
尽
く
し
、
私
心
を
離
れ
て
、
自
ら
も
大
地
と
な
る
こ
と
が
出

来
る
と
、
大
地
は
そ
の
人
を
己お

の

が
懐
に
抱
き
上
げ
て
く
れ
る
。
大
地
は
ご
ま
か
し

0

0

0

0

を
嫌
ふ
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
一
八
頁
）

大
地
は
人
を
欺
か
な
い
。
大
地
は
あ
せ
ら
ず
四
季
の
順
序
通
り
進
行
し
て
い
く
。
大
地
に
は
人
間
を
教
育
し
訓
練
す
る
働
き
が
あ
る
。

　

第
四
に
、
大
地
に
は
「
限
り
な
き
愛
」、「
包
容
性
」、「
何
事
も
許
し
て
く
れ
る
母
性
」
が
あ
る
。
け
が
れ
た
も
の
を
も
受
け
容
れ
、

そ
れ
を
浄
化
し
て
生
き
返
ら
せ
て
く
れ
る
の
が
大
地
で
あ
る
。

　

第
五
に
、「
大
地
」
は
、
田
舎
・
百
姓
農
夫
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
「
智
慧
分
別
」
と
は
対
照
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
鈴
木
は
と

く
に
親
鸞
が
越
後
に
長
年
暮
ら
し
た
こ
と
を
「
大
地
」
と
の
接
点
と
し
て
重
視
す
る
。
親
鸞
は
「
一
個
の
百
姓
男
と
し
て
、
他
の
百

姓
の
間
に
伍
し
て
、
静
か
に
念
仏
の
生
活
を
生
き
抜
か
ん
と
し
た
」（
鈴
木
全
集
八
巻
八
七
頁
）。
京
都
の
文
化
の
「
観
念
性
」、「
概
念

性
」
は
ふ
り
す
て
ら
れ
た
（
鈴
木
全
集
八
巻
八
八
頁
）。「
大
地
」
が
親
鸞
の
霊
性
を
覚
醒
さ
せ
た
。

「
法
然
上
人
―
―
親
鸞
聖
人
―
―
の
霊
性
的
経
験
は
実
に
大
地
か
ら
獲
得
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
絶
対
的
価
値
は
亦
此
に
在
る

の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
八
三
頁
）
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「
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
の
許
で
得
た
る
念
仏
の
信
心
を
、
流
謫
の
身
と
な
つ
た
機
会
に
お
い
て
、
大
地
生
活
の
実
地
に
こ
れ

を
試
さ
ん
と
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
八
七
頁
）

「
親
鸞
の
念
仏
は
大
地
か
ら
出
て
大
地
に
還
り
行
く
も
の
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
八
九
頁
）

「
特
に
親
鸞
聖
人
を
取
り
上
げ
て
日
本
的
霊
性
に
目
覚
め
た
最
初
の
人
で
あ
る
と
云
ひ
た
い
の
は
、
彼
が
流
竄
の
身
と
な
つ
て
辺

鄙
と
云
は
れ
る
北
地
へ
往
っ
て
、
そ
こ
で
大
地
に
親
し
ん
で
居
る
人
々
と
起
居
を
共
に
し
て
、
具つ

ぶ

さ
に
大
地
の
経
験
を
自
ら
の

身
の
上
に
味
つ
た
か
ら
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
九
四
頁
）

③
万
葉
・
平
安
・
鎌
倉
時
代

　

古
代
の
日
本
の『
万
葉
集
』に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は「
純
朴
な
自
然
生
活
」で
あ
り
、「
生
ま
れ
な
が
ら
の
人
間
の
情
緒
そ
の
ま
ま
」

で
あ
る
。「
宗
教
学
者
の
云
ふ
、
ま
だ
生
れ
か
は
ら
ぬ
魂
の
生
活
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
三
四
頁
）。
こ
れ
は
、
先
に
も
指
摘
し
た

よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
に
お
け
る
「
一
度
生
ま
れ
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
二
度
生
ま
れ
」
の
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
「
否
定
」
を
媒
介
し
な
い
と
本
当
の
宗
教
に
は
な
ら
な
い
と
鈴
木
は
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
宗
教
は
此
否
定
［
現
世
否
定
］
な
し
に
、
最
後
の
肯
定
に
は
ひ
る
わ
け
に
行
か
ぬ
」（
鈴
木
全
集
八
巻
三
七
頁
）。

　

平
安
朝
文
化
は
「
宮
廷
を
中
心
に
し
て
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
貴
族
達
の
文
化
」（
鈴
木
全
集
八
巻
四
一
頁
）
で
あ
っ
た
。「
仮
名
文
字
」

を
つ
く
り
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
繊
細
で
弾
力
的
な
感
情
表
現
を
可
能
に
し
た
平
安
朝
の
女
性
の
文
化
的
意
義
に
鈴
木
は
敬
意
を
表

し
て
は
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
七
五
～
七
六
頁
）
が
、
貴
族
た
ち
の
「
頽
廃
気
分
」、「
意
気
地
な
さ
」
に
鈴
木
は
共
感
を
示
さ
な
い
（
鈴

木
全
集
八
巻
四
二
頁
）。
仏
教
や
神
道
の
、い
わ
ゆ
る
宗
教
思
想
が
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、そ
こ
に
本
当
の
意
味
の
宗
教
は
な
か
っ

た
。「
人
間
の
魂
の
奥
か
ら
出
る
や
う
な
叫
び
は
ど
こ
に
も
聞
え
ぬ
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
四
四
頁
）
と
鈴
木
は
言
う
。

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
平
安
時
代
の
貴
族
に
代
わ
っ
て
、
武
士
が
台
頭
す
る
。
武
士
は
、
た
ん
に
武
力
・
腕
力
に
た
け
て
い
た
だ

け
で
は
な
く
、
大
地
に
足
を
踏
み
し
め
て
生
き
る
人
々
で
あ
っ
た
。
地
方
で
大
地
に
親
し
む
農
民
た
ち
と
直
接
関
わ
っ
て
き
た
の
が
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武
士
だ
っ
た
。

「
民
族
と
大
地
と
の
関
係
が
、
鎌
倉
時
代
で
始
め
て
緊
密
に
な
つ
て
、
両
者
の
間
に
霊
性
の
息
吹
き
が
取
り
交
は
さ
れ
た
。」（
鈴

木
全
集
八
巻
三
一
頁
）

「
鎌
倉
時
代
に
な
つ
て
、
日
本
人
は
本
当
に
宗
教
即
ち
霊
性
の
生
活
に
目
覚
め
た
と
云
へ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
五
一
頁
）

「
鎌
倉
時
代
に
な
つ
て
、
政
治
と
文
化
が
、
貴
族
的
・
概
念
的
因
襲
性
を
失
却
し
て
、
大
地
性
と
な
つ
た
と
き
、
日
本
的
霊
性
は

自
己
に
目
覚
め
た
。
…
…
鎌
倉
時
代
は
、
私
の
考
へ
で
は
、
日
本
霊
性
の
も
つ
て
ゐ
る
も
つ
と
も
深
奥
な
と
こ
ろ
が
発
揮
せ
ら

れ
た
時
代
だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
日
本
民
族
の
霊
性
と
い
ふ
も
の
は
一
寸
頭
を
擡
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
鎌
倉

時
代
に
な
つ
て
、
そ
れ
が
根
本
か
ら
動
い
て
自
ら
主
体
性
を
持
つ
や
う
に
な
つ
た
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
七
三
～
七
四
頁
）

　
「
蒙
古
民
族
の
猛
進
」
と
い
う
「
外
来
」
の
「
刺
激
」
が
日
本
的
霊
性
の
覚
醒
を
促
し
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻

七
四
、七
八
頁
）。

④
受
け
入
れ
側
の
主
体
性
―
―
「
啐
啄
同
時
」

　
『
日
本
的
霊
性
』
第
一
篇
第
二
章
「
日
本
的
霊
性
の
自
覚
」
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
文
化
・
思
想
の
特
徴
的
な
局
面
と
し
て
、
浄
土

系
思
想
の
展
開
・
禅
宗
の
伝
来
・
日
蓮
宗
の
興
隆
・『
神
道
五
部
書
』（
伊
勢
神
道
）
の
成
立
、
と
い
う
四
局
面
を
挙
げ
、
後
二
者
に

つ
い
て
は
「
蒙
古
来
襲
」
と
関
連
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
五
一
～
五
三
、五
九
頁
）。
し
か
し
、『
日
本
的
霊
性
』
全
体

の
流
れ
は
前
二
者
を
軸
に
論
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
日
本
的
霊
性
」
の
所
在
を
鈴
木
は
主
と
し
て
鎌
倉
時
代
の

浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
と
に
見
出
し
て
い
く
。

「
霊
性
の
日
本
的
な
る
も
の
と
は
何
か
。
自
分
の
考
で
は
、
浄
土
系
思
想
と
禅
と
が
、
最
も
純
粋
な
姿
で
、
そ
れ
で
あ
る
と
云
ひ

た
い
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
五
頁
）
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禅
の
伝
来
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
浄
土
思
想
の
深
化
に
つ
い
て
も
、「
啐そ

っ
た
く啄

同
時
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
啐
啄
同
時
」

と
は
、雛
が
卵
の
内
側
を
つ
つ
い
て
鳴
く
声（「
啐
」）と
、母
鳥
が
卵
の
外
側
を
つ
つ
き
割
る
音（「
啄
」）と
が
同
時
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

本
来
こ
の
言
葉
は
、
法
然
と
親
鸞
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
師
と
弟
子
と
の
呼
応
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
二
六

～
一
三
〇
頁
）。
鈴
木
は
外
来
思
想
と
そ
の
受
け
入
れ
側
と
の
関
係
に
も
こ
の
言
葉
を
適
用
す
る
。

　

外
来
思
想
（
母
鳥
が
つ
つ
く
こ
と
）
の
受
け
入
れ
は
、
与
え
ら
れ
る
側
（
雛
が
つ
つ
く
こ
と
）
の
成
熟
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。

外
来
の
仏
教
を
雨
、
日
本
的
霊
性
を
草
木
に
た
と
え
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
〇
〇
頁
）。
雨
が
ふ
ら
な

け
れ
ば
草
は
萌
え
出
で
な
い
が
、
そ
も
そ
も
草
木
の
な
い
と
こ
ろ
に
雨
が
ふ
っ
て
も
草
木
は
萌
え
出
で
な
い
の
で
あ
る
。
文
化
の
伝

播
を
考
え
る
際
に
受
容
し
展
開
す
る
側
の
霊
性
の
成
熟
度
に
重
き
を
置
く
発
想
を
鈴
木
は
繰
り
返
す
。

「
仏
教
が
外
か
ら
来
て
、
日
本
に
植
ゑ
つ
け
ら
れ
て
、
何
百
年
も
千
年
以
上
も
経
つ
て
、
日
本
的
風
土
化
し
て
、
も
は
や
外
国

渡
来
の
も
の
で
な
く
な
つ
た
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
始
め
に
日
本
民
族
の
中
に
日
本
的
霊
性
が
存
在
し
て
居
て
、
そ
の
霊
性
が

偶た
ま
た
ま々

仏
教
的
な
も
の
に
逢
著
し
て
、自
分
の
う
ち
か
ら
、そ
の
本
来
具
有
底
を
顕
現
し
た
と
云
ふ
こ
と
に
考
へ
た
い
の
で
あ
る
。」

（
鈴
木
全
集
八
巻
六
三
頁
）

「
普
通
に
は
外
か
ら
移
し
植
え
ら
れ
て
、
そ
れ
が
根
を
下
し
た
と
云
ふ
こ
と
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
吾
等
は
、
さ
う
考
へ
る
よ
り
も
、

移
し
植
ゑ
ら
れ
た
と
云
ふ
も
の
の
縁
を
借
り
て
、
本も

と

か
ら
そ
の
土
地
に
あ
つ
た
種
苗
が
―
―
或
は
霊
性
が
働
き
始
め
た
の
だ
と

云
ふ
や
う
に
見
た
い
の
で
あ
る
。
外
か
ら
来
た
と
云
は
れ
る
も
の
に
重
点
を
お
く
よ
り
も
、
内
に
在
つ
た
も
の
が
主
体
と
な
る

と
云
ふ
考
の
方
が
事
実
の
真
相
に
徹
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
六
九
頁
）

「
日
本
仏
教
は
日
本
化
し
た
仏
教
だ
と
云
は
ず
に
、
日
本
的
霊
性
の
表
現
そ
の
も
の
だ
と
云
つ
て
お
い
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の

表
現
の
機
の
熟
し
た
と
き
、
仏
教
と
云
ふ
形
態
に
そ
の
体
を
仮
り
た
ま
で
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
〇
〇
頁
）

「
仏
教
が
日
本
で
、
こ
ん
な
風
に
、
又
は
あ
ん
な
風
に
、
発
達
し
た
と
か
と
云
ふ
こ
と
の
代
り
に
、
日
本
的
霊
性
は
そ
の
仏
教
を
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如
何
に
活
か
し
た
か
と
云
ふ
点
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
仏
教
が
日
本
的
霊
性
に
ど
ん
な
力
を
加
へ
た
と
か
、
与
へ

た
と
か
云
は
ず
に
、
後
者
が
仏
教
に
ど
う
働
き
か
け
て
、
そ
れ
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
か
と
尋
ね
る
べ
き
で
あ
ら
う
。」

（
鈴
木
全
集
五
巻
三
六
九
頁
）

　

一
般
に
文
化
の
伝
播
に
お
い
て
、
何
で
も
無
条
件
に
伝
わ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
受
け
入
れ
側
の
状
態
に
左
右
さ
れ
る
こ
と

は
鈴
木
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
日
本
文
化
の
内
発
性
・
主
体
性
・
成
熟
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
日
本
文
化
の

優
越
性
の
主
張
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（
第
六
章
）。
と
も
あ
れ
、
日
本
人
が
主
体
的
に
受
け
入
れ
て

自
分
の
も
の
と
し
た
思
想
だ
と
鈴
木
が
見
做
す
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
と
の
内
実
を
こ
れ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
こ
う
。

（２） 

浄
土
思
想

①
法
然
の
「
一
心
」
の
立
場

　

鈴
木
は
、
鎌
倉
時
代
の
浄
土
系
思
想
の
展
開
に
日
本
的
霊
性
の
現
れ
を
見
出
す
。
そ
の
際
、
法
然
と
親
鸞
と
い
う
二
人
の
立
て
役

者
を
「
一
人
格
」
と
見
て
よ
い
と
言
う
（
鈴
木
全
集
八
巻
五
六
、八
三
、九
五
、一
三
四
、一
五
九
頁
、
鈴
木
全
集
五
巻
三
六
九
頁
）。

　
『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、「
南
都
炎
上
」
の
罪
を
犯
し
た
平
重し

げ
ひ
ら衡
が
源
氏
に
捕
ら
え
ら
れ
、
人
生
を
真
剣
に
反
省
す
る
。
彼
に
呼

ば
れ
て
相
談
さ
れ
た
の
が
法
然
で
あ
っ
た
。
法
然
は
、
罪
あ
る
者
で
も
、
ま
た
、
ど
ん
な
「
愚
痴
闇
鈍
の
者
」
で
も
、「
称
名
」
念

仏
の
「
信
心
」
を
も
て
ば
極
楽
「
往
生
」
で
き
る
と
重
衡
に
説
く
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
三
五
～
一
四
〇
頁
）。

「
浄
土
系
思
想
の
中
心
は
念
仏
で
あ
つ
て
極
楽
往
生
で
は
な
い
。
…
…
念
仏
し
つ
つ
往
生
を
考
へ
て
居
て
は
、
そ
の
念
仏
は
純

粋
性
を
も
た
ぬ
、
絶
対
の
念
仏
で
は
な
い
。
…
…
念
仏
そ
の
も
の
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
一
心
の
念
仏
だ
け
が
大
切
な
の
で
あ

る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
四
一
～
一
四
二
頁
）

と
鈴
木
は
言
う
。
極
楽
往
生
と
い
う
よ
う
な
未
来
の
目
標
を
考
え
て
い
て
は
念
仏
の
「
純
粋
性
」
が
失
わ
れ
る
。
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「
永
遠
の
念
仏
は
一
心
で
な
い
と
出
な
い
の
で
あ
る
。
一
心
の
と
こ
ろ
に
永
遠
が
あ
る
。
そ
れ
は
久く

お
ん遠

の
今
で
あ
る
。
南
無
阿
弥

陀
仏
の
一
声
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
四
三
頁
）

　

思
い
が
ひ
た
す
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
に
永
遠
性
が
あ
る
。「
一
心
」
の
「
今
」
は
「
久
遠
の
今
」
で
あ
る
（
９
）。「
久
遠
の
今
」
と
は
、

永
遠
性
が
凝
縮
さ
れ
た
一
瞬
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
一
心
」
に
な
り
き
る
こ
と
に
対
し
て
、「
知
性
」
や
「
学
問
」
や
「
智
慧
」
が
邪
魔
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
む
し
ろ
「
一
文
不
知

の
愚
鈍
」・「
無
智
」・「
愚
痴
」・「
無
学
文
盲
」
の
ほ
う
が
よ
い
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
法
然
は
『
一
枚
起
請
文
』
の

中
で「

念
仏
を
信
ぜ
ん
人
は
、
た
と
ひ
一
代
の
法
を
よ
く
よ
く
学
せ
り
と
も
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
と

も
が
ら
に
同
じ
う
し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
し
て
、
一
向
に
念
仏
す
べ
し
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
四
六
頁
）

と
語
っ
て
い
る
。
雑
念
を
払
っ
て
「
一
心
」
に
な
り
き
る
と
こ
ろ
に
は
禅
の
教
え
と
近
し
い
も
の
が
あ
る
。

（３） 

の
①
で
も
言
及

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
と
の
間
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
立
場
は
鈴
木
大
拙
の
特
徴
的
な
主
張
で

あ
る
。
禅
者
で
あ
り
な
が
ら
浄
土
思
想
に
も
深
い
理
解
を
示
し
た
―
―
そ
の
か
ぎ
り
で
、
ま
さ
に
鈴
木
大
拙
と
同
じ
―
―
鈴
木

正し
ょ
う
さ
ん三

（
一
五
七
九
～
一
六
五
五
年
）
の
言
葉
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
八
八
～
八
九
、一
四
四
～
一
四
五
、一
四
九
～

一
五
二
頁
）。

　

法
然
が
迫
害
を
受
け
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
一
般
的
に
は
、
専
修
念
仏
を
い
い
こ
と
に
悪
行
を
す
る
輩
へ
の
対
応
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、鈴
木
は
、法
然
が
「
霊
性
的
自
覚
の
途
に
進
」
み
、庶
民
や
武
士
に
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
へ
の
南
都
北
嶺
の
学
者
た
ち
の
「
嫉

視
」
の
ゆ
え
だ
と
考
え
て
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
五
三
頁
）。

②
親
鸞
の
「
一
人
」
の
立
場

　

日
常
生
活
を
生
き
る
我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
個
己
」
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
個
己
を
超
え
た
も
の
と
し
て
「
超
個
の
人に

ん

」
な
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い
し
「
超
個
己
」
と
い
う
も
の
を
鈴
木
は
打
ち
出
す
。
少
な
く
と
も
こ
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
は
、
個
と
超
個
と
の
関
係
に
関
し
て

あ
ま
り
説
明
が
な
い
の
だ
が
（

 10
）、「
超
個
の
人
」
と
は
、
〝
本
来
の
自
己
〟
、
〝
人
そ
の
も
の
〟
あ
る
い
は
〝
真
理
そ
の
も
の
〟
と

で
も
い
う
べ
き
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
鈴
木
は
こ
れ
を
「
人0

」
と
（
傍
点
を
付
し
て
）
表
現
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
個

己
の
源
底
に
あ
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
八
〇
頁
）、「
本
当
の
個
己
で
あ
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
八
一
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
個
己
の

世
界
に
は
居
な
い
」
が
、
か
と
い
っ
て
「
個
己
を
離
れ
て
存
在
し
得
な
い
」（
鈴
木
全
集
八
巻
八
〇
～
八
一
頁
）。
次
の
よ
う
に
も
書
か

れ
て
い
る
。

「
霊
性
そ
の
も
の
は
超
個
己
底
で
あ
る
が
、
個
己
を
通
さ
な
い
と
、
そ
れ
自
ら
を
表
現
し
な
い
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻

一
一
四
頁
）

「
個
霊
は
個
霊
で
而
か
も
個
霊
で
な
い
。
其
故
に
、
個
即
超
個
、
超
個
即
個
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
二
三
頁
）

「
超
個
」
と
「
個
」
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
絶
対
者
（
仏
）
と
相
対
者
（
人
間
）
を
意
味
す
る
。
個
己
を
通
さ
な
い
と
超
個
は
自
己
を

表
現
で
き
な
い
と
い
う
論
理
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
、
神
が
人
（
イ
エ
ス
）
と
し
て
受
肉
す
る
と
い
う
論
理
と
重
な
る
と
こ
ろ

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
個
霊
は
個
霊
で
而
か
も
個
霊
で
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
後
述
の
「
即
非
の
論
理
」
を
先
取
り
し
て
い

る
と
も
言
え
る
（
11
）。

　

個
己
の
「
一
人
一
人
」
が
超
個
の
人
と
な
る
。「
超
個
の
人
」
に
行
き
着
く
の
は
、「
個
己
」
が
お
の
れ
に
徹
し
た
と
き
で
あ
る
。『
歎

異
抄
』
に
収
め
ら
れ
た
親
鸞
の
言
葉
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」

の
「
親
鸞
一
人
」
と
い
う
境
地
、
す
な
わ
ち
、
他
の
人
は
ど
う
で
あ
れ
、
自
分
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
自
分
は
そ
こ
に

感
動
し
、
あ
り
が
た
い
と
感
じ
、
得
心
し
、
確
信
し
た
、
と
い
う
境
地
に
、「
個
己
」
が
「
超
個
の
人
」
に
な
る
体
験
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。
親
鸞
は
弥
陀
の
本
願
を
「
一
般
性
の
範
囲
」
で
考
え
る
こ
と
を
や
め
、「
具
体
的
」・「
根
源
的
」
な
「
一
人
」
の
立
場
で

考
え
た
（
12
）

の
で
あ
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
八
三
頁
）。
そ
し
て
親
鸞
に
そ
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
た
の
は
、
越
後
の
「
大
地
」
と
の
出
会
い
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だ
っ
た
（
鈴
木
全
集
八
巻
八
三
～
八
四
頁
）。

「
彼
［
親
鸞
］
が
、
具
体
的
事
実
と
し
て
の
大
地
の
上
に
大
地
と
共
に
生
き
て
居
る
越
後
の
所
謂
る
辺
鄙
の
人
々
の
間
に
起
臥
し

て
、
彼
等
の
大
地
的
霊
性
に
触
れ
た
と
き
、
自
分
の
個
己
を
通
し
て
超
個
己
的
な
る
も
の
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全

集
八
巻
八
四
頁
）

「
大
地
の
具
体
性
が
即
ち
一
人

0

0

の
具
体
性
―
―
他
の
も
の
で
は
ど
う
し
て
も
置
き
換
へ
ら
れ
ぬ
性
格
―
―
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集

八
巻
九
〇
頁
）

　

京
都
を
離
れ
た
親
鸞
は
、「
越
後
の
田
舎
」
で
「
大
地
」
に
触
れ
合
い
な
が
ら
、「
真
剣
」
に
「
個
己
」
を
徹
底
し
た
先
に
「
超
個
己
」

に
行
き
着
い
た
。
そ
れ
は
「
観
念
性
」・「
概
念
性
」・「
一
般
」・「
抽
象
」
に
終
始
す
る
「
南
都
北
嶺
の
学
生
た
ち
」
に
は
辿
り
着
け

な
い
境
地
で
あ
っ
た
。「
一
人
」
と
い
う
「
特
殊
」
に
「
大
地
の
具
体
性
」、「
他
の
も
の
で
は
ど
う
し
て
も
置
き
換
へ
ら
れ
ぬ
性
格
」

が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
霊
性
的
直
覚
」、「
絶
対
的
真
実
性
」、「
ま
こ
と
」
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
一
人
」
の
境
地

を
今
日
継
承
し
て
い
る
の
は
、
本
願
寺
の
殿
堂
に
い
る
人
々
で
は
な
く
、
粗
末
な
暮
ら
し
に
甘
ん
じ
て
い
る
「
妙
好
人
」
だ
と
鈴
木

は
言
う
（
鈴
木
全
集
八
巻
八
〇
～
九
三
頁
）。

　

鈴
木
に
よ
れ
ば
、
浄
土
往
生
と
い
う
目
標
や
そ
の
た
め
の
念
仏
と
い
う
手
段
は
、
浄
土
思
想
の
本
質
で
は
な
い
（
こ
の
論
点
は
法

然
論
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
し
、
次
の
妙
好
人
論
で
も
言
及
さ
れ
る
）。
そ
の
本
質
は
「
純
粋
他
力
と
大
悲
力
」
で
あ
る
（
鈴
木
全
集
八
巻

五
五
頁
）。

「
真
宗
は
念
仏
を
主
と
す
る
と
か
、
浄
土
往
生
を
教
へ
る
と
か
、
そ
の
外
何
と
か
云
ふ
と
云
ふ
の
は
、
真
宗
信
仰
の
真
髄
に
触
れ

て
居
な
い
。
真
宗
は
弥
陀
の
誓
願
を
信
ず
る
と
云
ふ
と
こ
ろ
に
そ
の
本
拠
を
持
つ
て
居
る
。
誓
願
を
信
ず
る
と
云
ふ
は
、
無
辺

の
大
慈
悲
に
す
が
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
因
果
を
超
越
し
業
報
に
束
縛
せ
ら
れ
ず
、
す
べ
て
そ
ん
な
も
の
を
そ
つ
ち
の
け
で
、

働
き
か
け
て
来
る
無む

げ礙
の
慈
悲
の
光
の
中
に
、
此
身
を
な
げ
入
れ
る
と
云
ふ
こ
と
が
、
真
宗
の
信
仰
生
活
で
あ
る
と
、
自
分
は
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信
ず
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
五
七
～
五
八
頁
）

　

法
然
と
親
鸞
の
宗
教
経
験
の
上
に
現
れ
た
日
本
的
霊
性
の
特
徴
は
「
大
地
性
・
一
文
不
知
性
・
単
刀
直
入
性
・
具
体
的
真
実
性
・

即
生
活
事
実
性
な
ど
」
で
あ
っ
た
と
鈴
木
は
総
括
し
て
い
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
六
九
頁
）。

③
「
妙
好
人
」

　
「
愚
鈍
」
な
る
人
々
が
「
一
心
」
に
念
仏
を
唱
え
る
姿
勢
を
法
然
は
尊
ん
だ
。
鈴
木
の
「
妙
好
人
」
へ
の
着
目
は
そ
の
延
長
線
上

に
位
置
す
る
（
13
）。「
妙
好
人
」
と
は
、「
浄
土
系
信
者
の
中
で
特
に
信
仰
に
厚
く
徳
行
に
富
ん
で
居
る
人
」
で
あ
る
。
妙
好
人
は
「
学

問
に
秀
で
て
、教
理
を
あ
げ
つ
ら
う
と
云
ふ
が
は
の
人
」
で
は
な
く
、「
浄
土
系
思
想
を
自
ら
に
体
得
し
て
、そ
れ
に
生
き
て
居
る
人
」

で
あ
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
七
一
頁
）。
蓮
如
（
一
四
一
五
～
一
四
九
九
年
）
を
警
護
し
た
越
中
赤
尾
の
道ど

う
し
ゅ
う宗

、
そ
し
て
、
石
見
で
下
駄

づ
く
り
を
し
て
い
た
浅
原
才さ

い
ち市

（
一
八
五
〇
～
一
九
三
二
年
）
に
鈴
木
は
妙
好
人
の
典
型
を
見
た
。
彼
ら
に
お
い
て
日
本
的
霊
性
的
直

覚
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

鈴
木
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
吾
等
の
如
く
文
字
の
上
で
の
み
生
き
て
居
る
も
の
は
、
何
事
に
つ
け
て
も
観
念
的
に
な
つ
て
、
味
ふ
こ
と
を
せ
ぬ
。
才
市
の

如
き
は
、
文
字
に
縁
が
遠
い
だ
け
、
言
葉
の
上
の
詮
索
を
さ
け
て
、
何
事
も
体
験
の
上
で
物
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の

云
ふ
と
こ
ろ
は
自
ら
急
所
に
つ
き
あ
た
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
学
者
の
考
へ
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
を
何
の
苦
も
な
く
さ
つ
さ

0

0

0

と
云
ひ
の
け
る
、

気
持
が
よ
い
、
胸
が
す
つ
き
り

0

0

0

0

す
る
。
…
…
そ
の
言
葉
に
技
巧
が
な
い
だ
け
に
、
益
々
そ
の
体
験
の
真
実
性
に
触
れ
る
の
で
あ

る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
五
～
二
〇
六
頁
。
体
験
と
観
念
と
の
対
照
は
、『
日
本
的
霊
性
』
の
中
で
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
テ
ー
マ
の
一

つ
で
あ
る
。
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
九
、二
一
三
、二
一
九
～
二
二
〇
頁
も
参
照
）

　

法
悦
三
昧
に
浸
っ
て
仕
事
を
怠
る
の
で
は
な
く
、
才
市
は
人
一
倍
働
い
た
。
彼
に
と
っ
て
「
仕
事
そ
の
も
の
が
法
悦
で
念
仏
で
あ

つ
た
」（

14
）。
仕
事
の
あ
い
ま
に
彼
は
鉋か

ん
な
く
ず屑
に
「
ふ
と
心
に
浮
ぶ
感
想
を
不
器
用
に
書
い
た
」。
そ
こ
に
は
「
実
に
不
思
議
な
宗
教
的
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情
操
の
発
露
」
が
あ
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
八
二
～
一
八
三
頁
）
と
鈴
木
は
言
う
。

　

鈴
木
に
よ
れ
ば
、

「
才
市
の
全
存
在
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
つ
て
居
る
…
…
才
市
が
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
…
…
彼
の
主
体
が
南
無
阿

弥
陀
仏
そ
の
も
の
で
、
彼
の
意
識
と
云
ふ
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
自
覚
す
る
と
云
ふ
意
味
に
な
る
…
…
才
市

が
下
駄
を
削
つ
て
居
る
の
で
は
な
く
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
下
駄
を
削
つ
て
居
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
八
四
頁
）。

　
「
個
己
」
と
し
て
の
才
市
に
、「
超
個
己
」
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
が
「
大
悲
」
を
は
た
ら
き
か
け
る
。
才
市
は
そ
れ
を
「
大
恩
」
と
し

て
う
け
と
め
「
歓
喜
」
し
「
感
謝
」
し
、「
な
む
あ
み
だ
ぶ
」
と
唱
え
る
。

　
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
」
と
才
市
は
唱
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
に
導
か
れ
て
才
市
の
口
が
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀

仏
が
才
市
の
口
を
借
り
て「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」と
唱
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」が
仏
と
才
市
と
を
つ
な
ぐ
。

　

一
般
的
な
浄
土
観
で
は
、
念
仏
を
し
て
い
れ
ば
、
臨
終
の
の
ち
に
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
才
市
は
死
後

の
極
楽
往
生
の
こ
と
を
考
え
な
い
。「
死
ん
で
か
ら
往
く
極
楽
で
な
く
て
、
生
き
て
居
る
う
ち
に
往
く
極
楽
」、「
才
市
は
今
そ
こ
に

居
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
九
六
頁
）。
す
で
に
極
楽
に
入
っ
た
（
往
相
）
才
市
が
還
っ
て
き
て
（
還
相
）
今
、
衆
生
済
度
と
し
て
の
下

駄
削
り
に
励
ん
で
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
九
七
～
一
九
八
頁
）。
し
か
も
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
い
た
だ
い
た
信
心
に
支
え
ら
れ
、
阿
弥
陀

仏
と
「
遊
び
」
た
わ
む
れ
る
心
境
で
仕
事
に
と
り
く
ん
で
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
一
頁
）。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
お
い
て
、
才
市

は
悟
り
を
開
き
仏
と
な
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
三
頁
）。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
通
じ
て
娑
婆
は
極
楽
浄
土
に
な
る
（
鈴
木
全
集
八
巻

二
一
七
頁
）。

　

才
市
は
「
永
遠
の
今
」
に
生
き
て
い
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
流
れ
去
る
時
間
で
は
な
く
、「
永
遠
」
が
凝
縮
さ
れ
た
「
今
」

と
い
う
時
間
（「
絶
対
現
在
」）
に
生
き
て
い
る
。

「
此
［
才
市
の
］
信
心
は
此
『
今
』
で
味
は
れ
る
。
今0

は
永
遠
の
今
で
あ
る
。
絶
対
現
在
で
あ
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
直
線
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に
流
れ
て
つ
づ
く
今0

で
な
い
、
三
世
心
不
可
得
の
今0

で
あ
る
。
無
限
大
の
円
環
に
の
み
見
出
さ
れ
る
中
心
で
あ
る
。
才
市
は
此

に
立
つ
て
居
る
、
否
、
才
市
は
そ
れ

0

0

で
あ
る
。
霊
性
的
直
覚
は
此
処
で
成
立
す
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
六
頁
。「
絶
対
の
現
在
」

や
「
円
環
」
的
時
間
観
に
つ
い
て
は
禅
の
境
地
と
し
て
第
五
篇
で
再
び
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）

　

も
と
よ
り
才
市
と
阿
弥
陀
仏
と
の
間
に
は
絶
対
的
な
矛
盾
が
あ
る
。

「
才
市
の
『
わ
し
』
即
ち
分
別
識
上
の
個
己
に
は
、
阿
弥
陀
に
な
り
能
ふ
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻

二
一
二
頁
）

「
永
遠
の
迷
と
永
遠
の
さ
と
り
、
地
獄
必
定
の
才
市
と
畢
竟
浄
に
坐
わ
つ
て
居
る
弥
陀
仏
―
―
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
融
消
せ
ら

れ
な
い
対
立
で
あ
る
。
こ
れ
は
止
揚
と
か
云
ふ
考
で
止
揚
せ
ら
れ
な
い
対
立
で
あ
る
、
絶
対
的
対
立
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八

巻
二
一
三
頁
）

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
才
市
と
阿
弥
陀
仏
と
は
一
体
だ
と
才
市
は
歌
う
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
。

「
わ
し
が
阿
弥
陀
に
な
る
じ
や
な
い
、
阿
弥
陀
の
方
か
ら
わ
し
に
な
る
。
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
九
一
～

一
九
二
、二
一
二
頁
）

「
才
市
も
あ
み
だ
も
み
な
ひ
と
つ
。
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
九
二
頁
）

「
わ
し
と
阿
弥
陀
は
ふ
た
つ
あ
れ
ど
、
ひ
と
つ
お
慈
悲
の
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
九
七
頁
）

矛
盾
は
依
然
矛
盾
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
両
者
の
〝
相
即
〟
性
が
体
験
さ
れ
自
覚
さ
れ
る
。
矛
盾
が
矛
盾
の
ま
ま
に
生
か
さ
れ
な
が

ら
、
矛
盾
は
解
消
す
る
。
西
田
幾
多
郎
の
い
う
「
非
連
続
の
連
続
」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
一
八
頁
）、「
矛
盾
の
自
己
同
一
」（
鈴
木
全
集

八
巻
二
一
一
頁
）
で
あ
る
。

　
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
お
い
て
、
い
わ
ば
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
「
法
身
」
と
「
衆
生
」
と
の
一
体
性
が
語
ら
れ
て
い
た
こ

と
と
対
比
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
絶
対
的
対
立
性
」
の
強
調
は
鈴
木
の
思
想
の
大
き
な
変
化
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
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い
。
こ
の
よ
う
な
鈴
木
の
思
想
の
転
換
は
、
西
田
幾
多
郎
の
初
期
か
ら
後
期
へ
の
思
想
的
転
換
と
濃
厚
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
西

田
も
ま
た
初
期
の
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
、
い
わ
ば
一
元
論
的
な
地
平
を
の
ち
に
脱
却
し
て
「
矛
盾
」
を
強
調
す
る
思
想
に
移
っ
て

い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

④
神
道
批
判

　

と
こ
ろ
で
、
鈴
木
は
戦
後
、
軍
国
主
義
と
結
託
し
て
い
た
神
道
を
積
極
的
に
糾
弾
す
る
こ
と
に
な
る
（
そ
れ
は
戦
後
書
か
れ
た
「
第

二
刷
に
序
す
」
に
も
現
れ
て
い
る
）
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
『
日
本
的
霊
性
』
の
本
文
の
中
で
も
神
道
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
論

拠
の
一
つ
が
〝
「
大
悲
」（「
絶
対
愛
」）
の
欠
如
〟
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、こ
の
浄
土
系
思
想
論
の
文
脈
の
最
後
に
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

「
神
道
が
そ
の
根
源
的
な
る
も
の
と
し
て
、
独
自
の
立
場
を
維
持
せ
ん
と
す
る
諸
直
覚
は
、
霊
性
的
な
も
の
で
な
く
て
、
寧
ろ
情

性
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
清
明
心
・
丹
心
・
正
直
心
な
ど
云
ふ
も
の
は
情
性
的
で
あ
つ
て
、
ま
だ
霊
性
的
領
域

に
這
入
ら
な
い
。
…
…
何
故
に
、
神
道
的
直
覚
は
情
性
的
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
、
そ
れ
は
ま
だ
否
定
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
直

覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
感
性
的
直
覚
も
さ
う
で
あ
る
が
、
単
純
で
原
始
性
を
帯
び
た
直
覚
は
一
た
び
否
定
の
炉ろ

は
い鞴
を
く
ぐ
つ
て
来

な
け
れ
ば
霊
性
的
な
も
の
と
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
否
定
の
苦
杯
を
嘗
め
て
か
ら
の
直
覚
又
は
肯
定
で
な
い
と
、
そ
の
上
に
形
而

上
学
的
体
系
を
組
み
立
て
る
わ
け
に
行
か
な
い
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
一
一
～
一
一
二
頁
）

　

神
道
が
高
く
評
価
す
る
心
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
清
明
心
」
や
「
正
直
心
」
は
「
情
性
的
」
で
あ
っ
て
、「
霊
性
的
」
と
は
言
え
な
い
、

そ
れ
は
、
い
っ
た
ん
「
否
定
」
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
、
と
鈴
木
は
言
う
。

「「
あ
る
」
が
「
あ
る
」
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
還
る
と
き
、
そ
れ
が
本
来
の
「
あ
る
が
ま

ま
の
あ
る
」
で
あ
る
。
…
…
感
性
的
又
は
情
性
的
直
覚
が
霊
性
的
直
覚
に
入
る
途
は
、
否
定
の
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
花
が
紅

く
れ
な
い

で

な
く
、美
し
い
が
美
し
い
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
、一
遍
な
い
と
、花
は
本
当
に
紅
い
で
な
い
、美
し
い
が
本
当
に
美
し
い
で
な
い
。」

（
鈴
木
全
集
八
巻
一
一
二
～
一
一
三
頁
）
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「
花
は
紅
」
が
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
花
は
本
当
に
紅
」
に
な
る
。

　

生
き
方
に
関
し
て
、い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
た
も
の
が
再
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
「
絶
対
者
の
絶
対
愛
」（
な
い
し
「
絶

対
者
の
絶
対
悲
」、「
無
辺
の
大
悲
」）
だ
と
鈴
木
は
考
え
て
い
る
。
自
分
の
罪
業
を
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
。
し
か
し
そ

の
罪
業
は
「
大
悲
者
の
手
に
摂
取
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
き
様
が
「
そ
れ
で
よ
い
と
肯
定
」
さ
れ
る
（
鈴
木
全
集
八

巻
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
）。「
此
大
悲
に
包
ま
れ
て
心
は
赤
き
を
得
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
〇
七
頁
）。

「
善
を
肯
定
し
、
悪
を
否
定
す
る
の
が
、
普
通
の
倫
理
で
あ
る
が
、
今
の
場
合
［「
日
本
的
霊
性
の
直
覚
」
の
場
合
］
で
は
、
善
を

も
否
定
し
、
悪
を
も
否
定
し
て
、
然
る
後
、
そ
の
善
を
善
と
し
、
そ
の
悪
を
悪
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
か
も
絶
対
愛
の
立
場

か
ら
は
、
善
も
悪
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
何
れ
も
愛
自
体
の
中
に
摂
取
し
て
捨
て
な
い
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
一
一
三
～

一
一
四
頁
）。

　

神
道
者
に
霊
性
的
直
覚
が
な
か
っ
た
の
は
、
神
道
に
「
一
人
」
的
な
も
の
、「
孤
独
性
」
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
一
一
五
頁
）。
ま
た
、
神
道
の
宇
宙
生
成
論
は
「
直
線
的
・
時
間
的
で
、
生
成
の
真
義
に
称か

な

は
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
」

（
鈴
木
全
集
八
巻
一
一
九
頁
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。

（３） 

禅
思
想

　

さ
て
、
鈴
木
に
よ
れ
ば
、
前
節
で
と
り
あ
げ
た
浄
土
系
思
想
の
展
開
と
と
も
に
鎌
倉
時
代
に
霊
性
の
働
き
が
発
揮
さ
れ
た
の
が
、

禅
思
想
を
生
活
・
芸
術
の
中
に
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
両
者
の
関
係
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の

か
を
先
ず
確
認
し
て
お
く
。

①
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想

　
「
日
本
的
霊
性
」
が
純
粋
な
形
で
現
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
の
「
浄
土
系
思
想
」
と
「
禅
」
に
お
い
て
だ
と
い
う
の
が
『
日
本
的
霊
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性
』
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、日
本
的
霊
性
の
直
覚
を
表
現
す
る
上
で
、浄
土
系
思
想
は
「
情
性
的
」、禅
思
想
は
「
知
性
的
」

に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
対
照
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
的
霊
性
の
情
性
方
面
に
顕
現
し
た
の
が
浄
土
系
的
経
験
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
知
性
方
面
に
出
頭
し
た
の
が
日
本
人
の
生
活

の
禅
化
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
八
頁
）

「［
浅
原
才
市
は
］
い
つ
も
有
難
い
と
か
、
よ
ろ
こ
ば
し
い
と
か
、
う
れ
し
い
と
か
、
楽
し
い
と
か
云
つ
て
、
知
性
的
表
現
を
用
ゐ

ぬ
。
こ
れ
は
浄
土
系
の
人
々
の
特
徴
で
、
彼
等
は
何
事
を
も
情
性
的
文
字
で
述
べ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
二
頁
）

「
浄
土
系
思
想
の
中
心
は
固
よ
り
霊
性
的
直
覚
の
上
に
お
か
れ
て
あ
る
が
、
此
直
覚
は
主
と
し
て
情
性
を
通
し
て
現
は
れ
て
く

る
。
此
点
で
は
禅
の
知
性
的
な
る
の
と
対
照
す
べ
き
で
あ
ら
う
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
二
一
頁
）

「
知
性
は
い
つ
も
物
を
離
れ
て
見
る
、
情
性
は
物
と
共
に
生
き
る
。
そ
こ
に
禅
と
浄
土
系
と
の
、
表
面
上
の
相
異
が
看
取
せ
ら
れ

る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
二
二
二
頁
。
そ
の
ほ
か
、
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
六
～
二
〇
七
、二
一
五
頁
も
参
照
）

　
「
否
定
」
か
ら
入
る
禅
と
、「
肯
定
」
か
ら
入
る
浄
土
系
と
い
う
違
い
も
あ
る
。

「
禅
で
は
ま
づ
否
定
し
て
か
か
る
、般
若
は
般
若
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
。
浄
土
系
は
此
否
定
の
後
の
肯
定
か
ら
歩
み
を
進
め
る
。」（
鈴

木
全
集
八
巻
二
二
二
頁
）

　

ま
た
、
日
本
人
の
生
活
の
中
に
活
用
・
消
化
さ
れ
た
点
は
浄
土
系
思
想
も
禅
思
想
も
同
様
で
あ
る
が
、
禅
思
想
に
つ
い
て
は
、
日

本
人
の
「
芸
術
」
に
影
響
を
与
え
、
さ
ら
に
日
本
人
の
「
生
活
」
そ
の
も
の
に
流
れ
込
ん
で
い
る
（
15
）

と
い
う
点
で
浄
土
系
思
想
と

は
い
く
ら
か
違
う
面
を
も
っ
て
い
た
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
七
〇
～
三
七
一
頁
）。

　

鈴
木
は
同
じ
く
日
本
的
霊
性
の
現
れ
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、前
者
に
つ
い
て
は
法
然
・

親
鸞
に
即
し
て
そ
の
思
想
展
開
・
内
実
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
も
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
栄
西
や
道
元
に
即
し
て
〝
日
本
の

禅
思
想
〟
の
内
実
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
禅
思
想
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、『
碧
巌
録
』、『
伝
灯
録
』、『
臨
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済
録
』、『
頓
悟
要
門
』、『
虚き

堂
録
』、『
無
門
関
』
と
い
っ
た
中
国
仏
教
の
典
籍
で
あ
る
。
こ
の
禅
思
想
を
日
本
人
は
中
国
人
以
上
に

わ
が
も
の
と
し
て
受
容
し
た
と
鈴
木
は
主
張
し
た
い
の
だ
ろ
う
が
、
は
た
し
て
中
国
人
が
十
分
に
わ
が
も
の
と
し
て
い
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
疑
念
は
残
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
禅
の
「
莫ま

く
も
う
ぞ
う

妄
想
」
と
か
「
驀ま

く
じ
き
こ
う
ぜ
ん

直
向
前
」
と
か
「
三
昧
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
「
絶
対
の
現
在
」
の
境
地
を
説
明
す

る
文
脈
の
中
で
、
鈴
木
は
そ
の
よ
う
な
境
地
は
浄
土
系
の
思
想
に
も
通
じ
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
こ
の
点
は

（２） 

の
①
で
も
言
及
し

た
）。
す
な
わ
ち
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
一
念
に
徹
し
一
心
不
乱
に
な
る
、
あ
る
い
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
自
分
と
が
一
体
化
し
て
他

念
の
入
る
余
地
の
な
く
な
る
と
き
の
心
境
と
禅
の
「
莫
妄
想
」
の
心
境
と
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
念
仏
が
極
楽
往
生
と
い
う
目
的
の

た
め
の
手
段
な
の
で
は
な
く
、
信
心
ゆ
え
に
極
楽
往
生
も
悟
り
も
確
定
し
て
い
る
と
考
え
る
浅
原
才
市
の
浄
土
観
も
、「
無
功
徳
」

を
説
く
禅
思
想
も
、
報
い
・
結
果
を
考
え
ず
に
行
為
に
専
心
す
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
と
言
え
る
。

「
真
宗
と
禅
宗
と
は
、
余
程
違
ふ
や
う
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
煎
じ
詰
め
て
み
れ
ば
、
か
う
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
で
両
両

相
手
を
携
へ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
三
三
頁
）

と
鈴
木
は
書
い
て
い
る
。
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
と
が
、
そ
の
究
極
的
と
さ
れ
る
境
地
に
お
い
て
重
な
る
と
い
う
の
は
鈴
木
の
特
徴

的
な
立
場
で
あ
っ
た
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
一
六
頁
も
参
照
）。

②
「
即
非
の
論
理
」

　

第
五
篇
「
金
剛
経
の
禅
」
の
中
で
、『
金
剛
経
』
の
第
十
三
節
に
あ
る
と
い
う
言
葉

「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名
般
若
波
羅
蜜
」

を
鈴
木
は

「
仏
の
説
き
給
う
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
の
は
、す
な
わ
ち
般
若
波
羅
蜜
で
は
な
い
。
そ
れ
で
般
若
波
羅
蜜
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
」

と
「
述
べ
書
き
」［
訓
読
］
し
た
上
で
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
公
式
的
」
に
し
て
、
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「
Ａ
は
Ａ
だ
と
い
う
の
は
、
Ａ
は
Ａ
で
な
い
、
故
に
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」

と
一
般
化
す
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
〇
～
三
八
一
頁
）。
こ
の
形
式
に
鈴
木
は
「
即
非
の
論
理
」（

16
）

と
い
う
名
を
与
え
る
（
鈴
木
全
集

五
巻
三
八
七
頁
）。

「
こ
れ
が
般
若
系
思
想
の
根
幹
を
な
し
て
ゐ
る
論
理
で
、
ま
た
禅
の
論
理
で
あ
る
。
ま
た
日
本
的
霊
性
の
論
理
で
あ
る
。」（
鈴
木

全
集
五
巻
三
八
一
頁
）

「
こ
の
即
非
の
論
理
が
、
ま
た
霊
性
的
直
覚
の
論
理
で
あ
つ
て
、
禅
の
公
案
を
解
く
鍵
な
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
七
～

三
八
八
頁
）

　
「
即
非
の
論
理
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
こ
れ
は
肯
定
が
否
定
で
、
否
定
が
肯
定
だ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
一
頁
）

「
凡
て
吾
等
の
言
葉
・
観
念
又
は
概
念
と
い
ふ
も
の
は
、
さ
う
い
う
風
に
、
否
定
を
媒
介
に
し
て
、
始
め
て
肯
定
に
入
る
の
が
、

本
当
の
物
の
見
方
だ
と
い
ふ
の
が
、
般
若
論
理
の
性
格
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
一
頁
）

「
存
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
霊
性
的
の
上
で
は
、
矛
盾
の
自
己
同
一
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
矛
盾
そ
の

こ
と
が
存
在
な
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
五
～
三
八
六
頁
）

「
矛
盾
の
自
己
同
一
」
と
い
う
西
田
幾
多
郎
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
（
17
）。
西
田
は
あ
く
ま
で
も
論
理
を
追
求
す
る
が
、
鈴
木
の
場

合
は
「
存
在
」
と
い
う
こ
と
で
落
着
さ
せ
よ
う
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。「
知
性
面
の
論
理
で
は
矛
盾
に
な
る
」
も
の
が
「
霊
性
的
直

覚
で
は
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
矛
盾
が
矛
盾
で
な
く
な
る
」
と
い
う
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
六
頁
）。「
即
非
の
論
理
」
に

つ
い
て
は
い
く
つ
か
疑
念
が
あ
る
。
第
三
章
で
検
討
し
た
い
。

③
「
無
所
住
」

　
「
即
非
の
論
理
」
は
「
霊
性
的
直
覚
の
知
性
面
」
で
あ
り
、そ
の
「
行
為
面
」
に
あ
た
る
の
が
「
無
所
住
」
だ
と
鈴
木
は
言
う
（
鈴
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四
九

木
全
集
五
巻
三
九
九
～
四
〇
〇
頁
）。「
無
所
住
」
と
は
、
何
物
に
も
執
着
せ
ず
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
、
自
分
の
行
為
の
「
結
果
」（
因
果
）

に
心
を
煩
わ
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
他
人
に
迷
惑
が
か
か
つ
て
も
構
は
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
」、「
た
だ
、
そ
の
結

果
な
る
も
の
が
、
自
分
に
と
つ
て
、
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
構
は
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
こ

の
仕
事
を
す
れ
ば
、
か
う
い
ふ
報
酬
が
あ
る
」
と
か
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
「
働
く
こ
と
そ
の
こ
と
に
、
意
識
の
全
力
を
傾
注
」
す

る
こ
と
で
あ
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
九
九
頁
）。「
自
分
の
行
為
の
結
果
と
し
て
、
社
会
が
ど
う
い
ふ
形
で
自
分
に
対
し
て
く
れ
る
か
と

い
ふ
こ
と
を
念
頭
に
お
か
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
九
九
～
四
〇
〇
頁
）。
〝
結
果
を
気
に
し
な
い
〟
と
い
う
か
ぎ

り
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
注
目
し
て
い
た
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
の
倫
理
に
も
通
じ
る
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ら
こ
れ
を
「
心

意
倫
理
（Gesinnungsethik

）」
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
（
18
）。

　

分
別
意
識
（
自
我
・
個
己
）
を
滅
却
し
、
無
念
、
無
心
、「
無
所
住
」
に
な
っ
た
境
地
を
鈴
木
は
「
絶
対
無
」
と
呼
ぶ
（
鈴
木
全
集

五
巻
四
〇
一
～
四
〇
二
頁
）。
そ
こ
か
ら
「
は
た
ら
き
」
が
出
て
く
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
四
〇
二
頁
）。
無
分
別
か
ら
分
別
が
出
て
く
る
。

「
無
分
別
心
は
分
別
心
と
共
に
働
い
て
ゐ
る
」（
鈴
木
全
集
五
巻
三
九
二
頁
）。
鈴
木
の
い
う
「
無
分
別
の
分
別
」
で
あ
る
（
鈴
木
全
集
五

巻
四
〇
三
頁
）。
こ
れ
は
「
は
か
ら
い
の
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
親
鸞
の
い
う
「
自じ

ね
ん
ほ
う
に

然
法
爾
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
受
動
性
」
と
も

言
え
る
し
、
仏
教
で
「
如
（
そ
の
よ
う
に
）」、「
只し

も麼
」、「
そ
の
ま
ま
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
境
地
を
表

現
す
る
も
の
と
し
て
鈴
木
は
次
の
二
つ
の
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
四
〇
三
頁
）。

「
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
ひ
て
矩
を
踰
え
ず
」（
孔
子
）

「
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
て
な
り
果
て
て
心
の
ま
ま
に
す
る
わ
ざ
ぞ
よ
き
」（
無ぶ
な
ん難
）

「
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
世
俗
内
的
神
秘
主
義
」
の
生
き
方
の
特
徴
と
し
た
「
匿
名
性

（Inkognito

）」
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

④
「
絶
対
の
現
在
」



五
〇

　

趙
じ
ょ
う
し
ゅ
う州

（
七
七
八
～
八
九
七
年
）
は
或
る
と
き
雲
水
に
向
か
っ
て
「
お
前
達
は
十
二
時
に
使
は
れ
て
ゐ
る
が
、
わ
し
は
十
二
時
を
使
つ

て
ゐ
る
」
と
語
っ
た
と
い
う
（
鈴
木
全
集
五
巻
四
二
一
頁
）。
一
日
を
物
理
的
に
十
二
分
割
し
て
「
十
二
時
」
と
い
う
制
度
を
つ
く
っ

た
の
は
便
宜
上
の
人
為
で
あ
る
。

「
自
分
で
分
け
た
時
間
に
自
分
が
使
は
れ
て
ゐ
る
や
う
で
は
、
甚
だ
不
都
合
で
あ
ら
う
。
使
ふ
た
め
に
分
け
た
の
で
、
使
は
れ
る

た
め
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
二
一
頁
）

そ
う
い
う
「
十
二
時
」
か
ら
独
立
・
超
越
し
た
境
地
が
必
要
で
あ
る
。「
十
二
時
」
の
出
て
く
る
と
こ
ろ
に
立
つ
根
本
的
な
時
間
は
、

〝
過
去
／
現
在
／
未
来
〟
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
絶
対
の
現
在
」
と
言
わ
れ
る
。

　
『
金
剛
般
若
経
』
は
「
過
去
心
不
可
得
、
現
在
心
不
可
得
、
未
来
心
不
可
得
」
と
言
う
（「
三
世
心
不
可
得
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
）。
心

は
と
ら
え
ら
れ
な
い
（「
不
可
得
」）。
し
か
し
、「
絶
対
の
現
在
」
の
境
地
に
至
れ
る
な
ら
、「
過
去
で
も
、
未
来
で
も
、
永
遠
で
も
、

不
可
得
の
ま
ま
で
可
得
と
な
る
」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
三
〇
頁
）
と
鈴
木
は
言
う
。

　
「
絶
対
の
現
在
と
云
ふ
の
は
西
田
哲
学
の
言
葉
で
あ
る
」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
三
〇
頁
）
と
指
摘
し
た
上
で
、鈴
木
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
三
世
中
の
現
在
は
相
対
的
で
、
過
去
に
対
し
、
未
来
に
対
し
て
ゐ
る
。
絶
対
の
現
在
は
禅
者
の
云
ふ
一
念
で
あ
る
、
又
は
一
念

不
生
で
あ
る
、
即
今
の
事
で
あ
る
。
す
べ
て
は
こ
の
絶
対
の
現
在
か
ら
生
れ
出
て
、
ま
た
そ
こ
へ
滅
し
去
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
形
で
顕
は
す
と
、
時
間
は
直
線
に
見
て
は
い
け
な
い
。
円
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
総
て
が
過
去
・
現
在
・
未
来
と
、
直
線

的
時
間
の
上
に
連
続
し
て
行
く
も
の
と
考
へ
る
と
、
そ
の
考
へ
は
い
つ
か
行
き
詰
る
。
分
別
識
で
は
さ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
、
霊
性
的
直
覚
の
中
か
ら
見
る
と
、
一
念
の
円
相
の
上
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
が
現
出
し
没
入
す
る
と
い
ふ

や
う
に
道
取
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
一
念
又
は
一
念
不
生
の
う
ち
に
、
千
年
が
あ
り
、
万
年
が
あ
り
、
無
量

劫
が
あ
る
の
で
あ
る
。
云
ひ
換
へ
れ
ば
、
一
念
の
上
に
、
過
去
も
、
未
来
も
、
現
在
も
、
皆
悉
く
映
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」（
鈴

木
全
集
五
巻
四
三
〇
頁
）
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五
一

　
「
一
念
の
円
相
」
と
い
わ
れ
る
と
き
の
「
円
相
」
は
、
禅
で
「
絶
対
無
」（
身
心
脱
落
）
の
境
地
と
し
て
円
相
を
描
く
伝
統
（
19
）

を
踏

ま
え
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

時
間
と
い
う
も
の
を
、
過
去
・
現
在
・
未
来
へ
と
流
れ
て
い
く
「
直
線
」
的
な
も
の
と
捉
え
る
「
分
別
識
」
か
ら
脱
却
し
て
「
霊

性
的
直
覚
」
の
立
場
に
立
つ
と
き
、

「
一
念
の
円
相
の
上
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
が
現
出
し
没
入
す
る
」、

「
一
念
の
上
に
、
過
去
も
、
未
来
も
、
現
在
も
、
皆
悉
く
映
つ
て
ゐ
る
」

こ
と
が
洞
察
さ
れ
る
。
こ
の
「
一
念
」
が
「
絶
対
の
現
在
」
で
あ
る
。「
す
べ
て
は
こ
の
絶
対
の
現
在
か
ら
生
れ
出
て
、
ま
た
そ
こ

へ
滅
し
去
る
」。

　
「
絶
対
の
現
在
」
の
こ
と
を
鈴
木
は
「
円
周
の
な
い
円
環
」
と
表
現
し
た
り
も
す
る
。

「
こ
の
円
環
は
円
周
が
な
い
か
ら
、
中
心
は
到
る
処
に
在
る
。
自
分
が
か
う
し
て
居
る
、
こ
こ
が
直
ち
に
天
地
の
中
心
で
あ
る
、

絶
対
の
現
在
で
あ
る
、
…
…
誰
も
か
も
が
中
心
で
あ
る
、
そ
し
て
相
互
に
融
会
し
て
相
礙
え
な
い
。
個
己
は
い
ず
れ
も
個
で
あ

つ
て
、
し
か
も
超
個
た
る
を
妨
げ
な
い
。
円
融
無
礙
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
二
八
頁
）

そ
れ
ぞ
れ
の
「
個
」
が
「
個
」
で
あ
り
な
が
ら
「
超
個
」
で
も
あ
る
。
お
の
お
の
の
個
が
「
中
心
」
と
な
る
（
こ
の
論
点
は
第
二
篇
の

親
鸞
論
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
鈴
木
全
集
八
巻
一
二
二
～
一
二
三
頁
）。

「
周
辺
に
妨
げ
ら
れ
な
い
一
円
相
の
中
で
、
至
る
所
に
中
心
を
据
ゑ
て
ゐ
る
」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
三
一
頁
）

「
円
周
で
限
ら
れ
な
い
一
円
相
の
中
、
至
る
と
こ
ろ
に
中
心
が
あ
る
」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
三
九
頁
）。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
個
と
い
う
「
中
心
」
が
お
互
い
に
働
き
か
け
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
華
厳
哲
学
で
い
う
「
事
事
無
礙
法
界
」
に
あ
た

る
。
華
厳
は
「
四
法
界
」
と
し
て
、
す
べ
て
を
一
つ
に
見
る
「
理
法
界
」、
す
べ
て
を
千
差
万
別
に
見
る
「
事
法
界
」、
一
が
多
と
な

り
多
が
一
と
な
る
「
汎
神
論
」
的
な
「
理
事
無
礙
法
界
」、
そ
し
て
最
後
に
「
事
事
無
礙
法
界
」
を
説
く
。「
事
事
無
礙
法
界
」
と
は
、



五
二

「
一
々
の
個
物
が
お
互
に
融
通
無
礙
の
働
き
を
す
る
」、「
千
差
万
別
の
個
物
が
、
一
一
自
ら
の
位
を
守
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま

他
の
一
一
に
転
位
す
る
」
と
い
う
立
場
で
あ
り
、「
事
が
理
な
の
で
あ
り
、
理
が
事
で
あ
る
。
理
外
の
事
な
く
、
事
外
の
理
な
し
」

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
四
四
三
～
四
四
四
頁
）。

　
「
事
事
無
礙
法
界
」
は
戦
後
、
昭
和
二
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』
の
中
で
鈴
木
が
改
め
て
主
張
す
る
こ
と

に
な
る
立
場
で
あ
る
。
難
解
な
立
場
な
の
で
、
鎌
田
茂
雄
に
よ
る
説
明
（
20
）

で
補
っ
て
お
き
た
い
。

　

鎌
田
に
よ
れ
ば
、『
大
乗
起
信
論
』
に
「
真
如
の
不
変
［
理
］
が
随
縁
［
事
］
し
て
万
法
に
な
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
理
と
事
と
が
無
礙
の
関
係
に
あ
る
。
仏
性
と
衆
生
と
が
無
礙
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
理
事
無
礙
法
界
の
立
場
で
あ
る
。

「
事
事
無
礙
法
界
」
で
は
「
理
」
が
消
え
て
い
る
が
、「
事
法
界
」
と
は
異
な
る
。
事
法
界
で
は
、
〝
人
間
／
山
／
川
〟
は
別
々
だ
が
、

「
事
事
無
礙
法
界
に
な
る
と
、
人
間
が
山
で
、
山
が
人
間
に
な
り
、
つ
な
が
っ
て
く
る
関
係
に
な
る
。」（
一
九
〇
頁
）
人
間
の
意
志
・

情
は
物
に
「
乗
り
移
っ
て
い
く
」。「
ひ
と
た
び
山
に
対
し
て
も
川
に
対
し
て
も
愛
着
を
も
っ
た
り
意
志
を
も
っ
た
り
す
る
と
、
山
と

人
が
一
つ
に
な
っ
て
い
く
、
人
と
川
も
一
つ
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
事
事
無
礙
法
界
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。」（
一
九
二
頁
）
そ
れ

は
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
、
そ
う
い
う
も
の
が
溶
け
合
う
世
界
」（
一
九
六
頁
）
で
あ
る
。

　

人
と
人
と
の
関
係
で
「
事
事
無
礙
法
界
」
を
考
え
る
と
、
自
分
が
他
人
の
心
身
を
思
い
や
っ
て
共
感
す
る
と
き
、
自
分
と
他
人
と

の
境
は
な
く
な
り
（「
無
礙
」）
一
体
化
し
て
い
る
。
こ
の
一
体
化
の
も
と
で
、
他
人
の
苦
し
み
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
意
志
が
生
じ
、

行
為
が
誘
発
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
慈
悲
」
で
あ
る
。

⑤
智
と
悲

　
『
日
本
的
霊
性
』
の
中
で
、（
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
大
悲
以
外
に
は
）「
慈
悲
」
と
い
う
論
点
は
あ
ま
り
表
面
に
出
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
、

と
く
に
禅
思
想
に
お
い
て
は
悲
（
愛
）
よ
り
も
智
（
知
）
に
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な

鈴
木
の
指
摘
は
、
人
は
「
霊
性
」
や
「
無
分
別
」
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
お
の
ず
か
ら
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
慈
悲
」
の
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五
三

実
践
へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
本
当
の
愛
は
個
人
的
な
る
も
の
の
奥
に
、
我
も
人
も
と
云
ふ
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
此
に
宗
教
が
あ
る
、
霊
性
の
生

活
が
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
八
巻
四
六
頁
）

「
集
団
生
活
を
規
制
す
る
も
の
は
合
目
的
性
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
こ
の
原
理
は
ま
た
そ
の
中
に
自
ら
を
立
て
て
他

を
排
け
る
性
格
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
却
つ
て
相
互
を
滅
亡
に
導
く
原
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
大
い
な
る
矛
盾
が
あ
る
。
ど
う
し
て
も
無
分
別
の
分
別
の
世
界
が
そ
こ
に
展
開
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
大
悲
の

本
願
と
い
ふ
原
理
に
撞
著
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
三
九
七
～
三
九
八
頁
）

　

そ
も
そ
も
『
日
本
的
霊
性
』
で
鈴
木
が
「
大
地
」
と
い
う
言
葉
を
提
示
し
て
い
た
の
も
、
抽
象
性
・
観
念
性
に
対
す
る
具
体
性
・

現
実
性
ま
た
個
体
の
根
源
を
重
ん
じ
て
い
た
か
ら
だ
と
と
も
に
、
大
地
の
「
限
り
な
き
愛
」、「
包
容
性
」、
つ
ま
り
は
そ
の
「
慈
悲
」

性
を
人
間
が
学
び
と
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

　

初
版
『
日
本
的
霊
性
』
の
最
後
を
し
め
く
く
る
節
は
「
四し

弘ぐ

誓
願
」
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
衆
生
は
無
辺
な
れ
ど
誓
願
し
て
度
せ
ん
。

 

煩
悩
は
無
尽
な
れ
ど
誓
願
し
て
断
ぜ
ん
。

 

法
門
は
無
量
な
れ
ど
誓
願
し
て
学
ば
ん
。

 

仏
道
は
無
上
な
れ
ど
誓
願
し
て
成
ぜ
ん
。」

こ
れ
が
「
四
弘
誓
願
」
で
あ
る
。
鈴
木
は
「
こ
れ
は
誠
に
結
構
な
文
句
」
な
の
だ
が
、「
現
実
で
は
知
的
方
面
が
余
り
に
強
調
せ
ら

れ
て
、
悲
的
方
面
が
頗す

こ
ぶ

る
閑
却
せ
ら
れ
る
」、「
禅
者
は
往
往
に
大
慈
大
悲
と
い
ふ
心
持
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
鈴

木
全
集
五
巻
四
五
三
～
四
五
四
頁
）。
つ
ま
り
、「
四
弘
誓
願
」
の
冒
頭
は
衆
生
救
済
す
な
わ
ち
「
利
他
」
を
説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
現
実
に
は
知
（
智
）
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
「
悲
」
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。



五
四

　

人
間
に
は
た
し
か
に
「
自
利
」
の
心
が
あ
る
が
、
同
時
に
「
利
他
」
の
心
も
あ
る
。

「
自
利
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
、
利
他
も
ま
た
人
間
の
本
性
だ
。
人
間
は
決
し
て
自
利
の
塊
り
で
は
な
い
。」（
鈴

木
全
集
五
巻
四
五
四
頁
）

　

も
と
も
と
自
分
と
他
人
と
が
分
か
れ
て
い
て
、
自
分
が
他
人
の
苦
し
み
に
同
情
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
と
他
人
と
は

本
来
一
体
だ
か
ら
他
人
の
苦
し
み
が
自
分
の
苦
し
み
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ま
づ
自
と
他
と
を
分
け
て
、
自
分
は
か
う
だ
、
そ
こ
で
他
人
は
ど
う
だ
と
云
つ
て
、
そ
れ
を
自
分
に
引
き
当
て
て
同
情
を
出
す

の
だ
と
云
ふ
よ
り
も
、
自
と
他
と
は
始
め
か
ら
区
別
せ
ら
れ
な
い
で
、
吾
等
に
は
各
自
に
何
か
本
具
底
な
も
の
が
あ
つ
て
、
そ

れ
が
自
他
を
超
越
し
て
動
く
の
だ
と
考
へ
た
い
。
こ
の
動
き
が
始
め
か
ら
各
自
に
あ
る
の
で
、
所
謂
る
『
他
』
人
の
苦
し
み
を
、

自
分
の
苦
し
み
に
引
き
か
へ
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
自
と
他
と
い
ふ
も
の
が
始
め
か
ら
分
か
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、

他
人
の
苦
し
み
を
、
自
分
の
苦
し
み
に
引
き
当
て
て
感
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
。
…
…
『
衆
生
無
辺
誓
願
度
』
は
、

分
別
の
上
で
、
他
人
の
苦
し
み
、
自
分
の
苦
し
み
と
云
ふ
や
う
に
わ
け
て
感
ず
る
の
で
な
く
し
て
、
存
在
一
般
の
苦
し
み
、
世

界
苦
或
は
宇
宙
苦
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
対
し
て
の
大
悲
の
動
き
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
五
四
～
四
五
五
頁
）

　

自
他
一
体
と
い
う
論
点
は
、
か
つ
て
『
大
乗
仏
教
概
論
』
で
鈴
木
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
援
用
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ

せ
る
。
た
だ
し
、『
大
乗
起
信
論
』
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
『
大
乗
仏
教
概
論
』
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
「
理
事
無
礙
法
界
」（
一

即
多
）
の
立
場
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。『
日
本
的
霊
性
』
で
は
、「
多
」
の
中
の
「
自
」
と
「
他
」
と
が
一
体
（「
融
通
無
碍
」）

だ
と
い
う
「
事
事
無
礙
法
界
」
の
立
場
に
重
心
が
移
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
悲
即
智
、
智
即
悲
」

「
大
智
が
在
る
と
こ
ろ
に
大
悲
が
あ
り
、
大
悲
の
在
る
処
に
大
智
が
ま
た
在
る
」

と
鈴
木
は
言
う
（
鈴
木
全
集
五
巻
四
五
五
頁
）。
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「
悲
」
と
「
智
」
と
の
一
体
性
と
い
う
こ
の
『
日
本
的
霊
性
』
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
二
十
代
の
鈴
木
が
『
大
乗
仏
教
概
論
』

で
主
張
し
て
以
来
、
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
論
点
だ
っ
た
。
か
つ
て
鈴
木
は
、
四
つ
の
誓
願
の
う
ち
、
第
二
願
の
〝
煩
悩
を
断
ず

る
〟
こ
と
が
第
一
だ
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
が
、
や
は
り
第
一
願
の
〝
衆
生
救
済
〟
が
第
一
だ
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
鈴
木
が
西
田
幾
多
郎
に
宛
て
て
書
い
た
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
一
月
二
十
一
日
付
け
の
書
簡
に
そ
の
思

い
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
（
鈴
木
全
集
三
六
巻
二
〇
九
頁
）。
仏
教
が
「
愛
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
「
知
」
に
偏
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
立
場
は
そ
の
頃
以
来
の
一
貫
し
た
鈴
木
の
立
場
で
あ
っ
た
。

（４） 

論
点
の
整
理

　
『
日
本
的
霊
性
』
の
う
ち
、
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
論
点
を
改
め
て
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
き
た
い
。

①
鈴
木
は
「
霊
性
」
と
い
う
概
念
を
設
定
し
た
。
そ
れ
は
、
二
元
的
で
は
な
く
一
元
的
で
あ
り
、「
精
神
」
よ
り
も
心
の
奥
か

ら
働
き
出
し
、
い
っ
た
ん
現
世
を
否
定
し
た
の
ち
に
現
世
肯
定
へ
と
た
ち
か
え
る
よ
う
な
心
の
働
き
で
あ
る
。
一
方
で
鈴
木

は
、
個
体
の
根
源
に
あ
り
、
包
容
力
を
も
つ
「
大
地
」
と
い
う
概
念
を
立
て
、
霊
性
に
不
可
欠
な
要
件
と
し
た
。
霊
性
の
現

れ
方
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
と
し
、
日
本
に
お
け
る
霊
性
の
現
れ
方
を
「
日
本
的
霊
性
」
と
い
う
名
の
も
と
に
追
究
し
よ

う
と
し
た
。
日
本
に
お
い
て
霊
性
の
奥
深
い
働
き
が
発
揮
さ
れ
た
局
面
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
と
が
着

目
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
仏
教
の
日
本
伝
来
を
、
外
来
思
想
の
輸
入
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
に
本
来
あ
っ
た
考
え
方
が
仏
教
伝

来
を
機
に
展
開
し
た
と
い
う
意
味
で
、
日
本
文
化
の
内
発
性
・
主
体
性
を
鈴
木
は
強
調
し
た
。

②
浄
土
系
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
、
次
の
三
つ
の
局
面
が
追
究
さ
れ
た
。
法
然
の
、
無
学
で
も
「
一
心
」
に
称
名
念
仏
に

う
ち
こ
む
姿
勢
、
親
鸞
の
、「
大
地
」
に
密
着
し
て
「
一
人
」
と
し
て
の
個
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
超
個
己
」
に
相
即

す
る
生
き
様
、
そ
し
て
、
す
で
に
極
楽
往
生
を
確
信
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
な
が
ら
、
衆
生
済
度
と
し
て
ひ
た
す



五
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ら
自
分
の
職
業
に
従
事
す
る
浅
原
才
市
を
は
じ
め
と
す
る
「
妙
好
人
」
た
ち
の
生
き
方
。
い
ず
れ
の
局
面
で
も
、
念
仏
を
極

楽
往
生
の
た
め
の
手
段
と
考
え
る
こ
と
な
く
、
念
仏
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
そ
の
も
の
が
も
っ
ぱ
ら

重
ん
じ
ら
れ
た
。

③
禅
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
、
ま
ず
認
識
上
の
レ
ベ
ル
で
、
い
っ
た
ん
否
定
を
し
て
そ
の
上
で
肯
定
す
る
と
い
う
「
即
非

の
論
理
」
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
を
打
ち
出
し
た
。
ま
た
、
も
う
一
方
で
実
践
上
の
レ
ベ
ル
で
、
執
着
し
な
い
（「
無
所
住
」）

生
き
方
、
行
為
の
報
酬
を
顧
慮
せ
ず
に
行
為
そ
の
も
の
に
専
念
し
「
成
り
き
る
」
と
い
う
生
き
方
を
示
し
た
。
〝
円
周
で
限

定
さ
れ
な
い
、
至
る
と
こ
ろ
が
中
心
の
一
円
相
〟
と
い
う
モ
デ
ル
に
象
徴
さ
れ
る
世
界
観
、
す
な
わ
ち
、（
直
線
的
時
間
観
で

は
な
く
）
円
環
的
な
時
間
観
、「
永
遠
の
今
」
と
し
て
の
「
絶
対
の
現
在
」
と
い
う
境
地
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
が
互
い
に
融

通
無
礙
と
な
る
「
事
事
無
礙
法
界
」
と
呼
ば
れ
る
華
厳
の
世
界
観
が
示
さ
れ
た
。

④
浄
土
系
思
想
は
「
情
性
的
」、
禅
思
想
は
「
知
性
的
」
と
い
う
対
照
性
は
あ
る
も
の
の
、
浄
土
系
思
想
と
禅
思
想
そ
れ
ぞ
れ

の
高
め
ら
れ
た
境
地
で
は
、
雑
念
を
払
っ
て
一
心
不
乱
に
な
り
き
る
境
地
、
核
心
に
向
か
っ
て
飛
び
込
む
直
接
性
と
い
う
点

で
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
鈴
木
は
主
張
し
た
。
鈴
木
に
よ
れ
ば
、浄
土
系
思
想
に
と
く
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
大
悲
」、

禅
思
想
が
追
究
し
た
「
大
智
」
と
い
う
二
つ
の
局
面
は
い
ず
れ
も
仏
教
の
中
核
に
位
置
す
る
要
件
で
あ
る
。
前
者
の
「
大
悲
」

が
神
道
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
。
鈴
木
に
と
っ
て
神
道
は
、
霊
性
的
で
は
な
く
情
性
的
、
否
定
を
欠
い
た

素
朴
な
現
世
肯
定
で
あ
っ
た
。

二
　「
霊
性
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

　

前
章
で
『
日
本
的
霊
性
』
の
全
体
と
し
て
の
論
旨
を
確
認
し
た
。
以
下
の
諸
章
で
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
い
く
つ
か
の
局
面
に
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つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
『
日
本
的
霊
性
』
と
い
う
著
作
を
目
の
前
に
す
る
と
き
、
何
よ
り
も
関
心
を
惹
く
の
は
、
書
名
に
も
付
け
ら
れ
て
い
る
「
霊
性
」

と
い
う
不
可
解
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
日
本
語
の
使
い
方
と
し
て
、
そ
も
そ
も
「
霊
」
と
い
う
言
葉
を
「
祖
先
の
霊
」
と
か
「
幽
霊
」
と
か
い
う
以
外
に
使
っ
て

い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鈴
木
大
拙
が
提
起
し
た
「
霊
性
」
と
い
う
概
念
は
、
今
日
の
日
本
語
に
お
い
て
も
な
か
な
か
し
っ
く

り
と
し
な
い
言
葉
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、し
っ
く
り
と
は
し
な
い
ま
ま
に
、様
々
な
立
場
か
ら
（
場
合
に
よ
っ
て
は
誤
解
さ
れ
な
が
ら
も
）

シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
心
の
癒
し
を
求
め
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
の
領
域
が
と
み
に
流
行
（
21
）

し
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
「
霊
性
」
思
想
が
着
目
（
22
）

さ
れ
た
り
す
る
現
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
動
き
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
、

と
き
ど
き
鈴
木
の「
霊
性
」概
念
が
注
目
さ
れ
て
い
る（

23
）。
そ
の
よ
う
な
試
み
は
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
く
は
あ
る
の
だ
が
、鈴
木
の「
霊

性
」
概
念
は
今
日
い
う
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
も
キ
リ
ス
ト
教
の
「
霊
性
」
と
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。

い
っ
た
ん
は
こ
れ
ら
と
切
り
離
し
て
、
鈴
木
の
「
霊
性
」
と
は
何
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
日
本
的
霊
性
』
に
お
け
る
「
霊
性
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
前
章

（１） 

で
確
認
し
た
。
本
章
で
は
、そ
れ
以
前
に
鈴
木
が
「
霊
性
」

を
ど
う
い
う
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
鈴
木
の
「
霊
性
」
概
念
の
形
成
の
上
で
影
響
を
与
え
た
思
想
が
あ
っ
た
の
か

ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
版
『
日
本
的
霊
性
』
に
付
け
ら
れ
た
桐
田
清
秀
に
よ
る
解
説
論
文
「
大
拙
の
仕
事
と
『
日
本
的
霊
性
』
の
世

界
」
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
一
八
九
〇
年
、
十
九
歳
の
鈴
木
の
山
本
良
吉
宛
て
書
簡
の
中
に
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
が
見
出
さ
れ
、
ま

た
、論
文
「
安
心
立
命
之
地
」（
一
八
九
三
年
）
の
中
で
も
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
五
十
年
を
経
て
『
日

本
的
霊
性
』（
一
九
四
四
年
）
に
使
わ
れ
た
「
霊
性
」
概
念
に
は
、「
当
時
の
超
国
家
主
義
的
・
軍
国
主
義
的
な
『
日
本
精
神
』
と
い

わ
れ
て
い
る
も
の
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
明
確
な
意
思
表
示
」
が
あ
る
と
と
も
に
、
鈴
木
は
「
究
極
的
な
宗
教
的
真
実
に
は
普
遍
性



五
八

が
あ
り
、
そ
の
真
実
に
お
い
て
は
い
ず
れ
の
宗
教
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
」
の
で
、「
そ
の
共
通
す
る
究
極
的

真
実
を
、
特
定
宗
教
の
制
約
を
受
け
ず
に
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
『
霊
性
』
の
用
語
で
あ
る
」
と
桐

田
は
指
摘
し
て
い
る
（
24
）。

　

末
木
文
美
士
は
角
川
文
庫
版
『
日
本
的
霊
性
』
に
付
せ
ら
れ
た
「
解
説
」
の
中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
吉
満
義
彦
（
一
九
〇
四
～

一
九
四
五
年
）
が
使
っ
て
い
た
「
霊
性
」
概
念
を
指
摘
し
て
い
る
（
25
）。
吉
満
は
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
『
近
代
の
超
克
』
の
座
談
会
（
一
九
四
三
）
で
、
た
だ
一
人
日
本
主
義
的
な
『
近
代
の
超
克
』
論
に
背
を
向
け
た
カ
ト
リ
ッ

ク
」
で
あ
り
、彼
は
「
新
し
き
知
性
と
霊
性
の
秩
序
」
と
い
う
論
文
の
中
で
「『
霊
性
』
を
失
っ
た
近
代
を
批
判
し
、中
世
の
『
霊
性
』

観
念
の
復
興
を
訴
え
る
」。「『
日
本
精
神
』
に
対
す
る
批
判
」
と
い
う
点
で
鈴
木
の
「
日
本
的
霊
性
」
論
と
吉
満
の
立
場
と
は
一
致

す
る
。

　

桐
田
・
末
木
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
、
い
く
つ
か
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　

桐
田
の
指
摘
の
と
お
り
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
五
月
一
日
山
本
良
吉
（
西
田
幾
多
郎
と
と
も
に
、
金
沢
の
第
四
高
等
中
学
校

以
来
の
親
友
）
宛
て
書
簡
の
中
で
、

「
霊
性
ノ
命
運
ハ
決
シ
テ
此
種
瑣
事
ノ
支
配
ス
ベ
キ
所
ニ
ア
ラ
ズ
。
天
地
モ
其
大
ヲ
失
シ
、
千
歳
モ
其
久
ヲ
失
ス
ル
モ
ノ
ハ
実
ニ

此
ノ
霊
性
ニ
外
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。」（
鈴
木
全
集
三
六
巻
二
〇
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
。「
功
名
栄
達
」、「
名
利
」、「
名
声
」
は
一
時
的
な
も
の
で
む
な
し
い
。
む
な
し
く
な
い
生
き
方
を
し
た
い
と
い

う
趣
旨
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
八
九
〇
年
頃
に
鈴
木
が
使
っ
て
い
た
「
霊
性
」
と
い
う
概
念
は
、当
時
の
思
想
界
に
お
け
る
「
霊
性
」
概
念
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
、
八
回
に
わ
た
っ
て
『
哲
学
館
講
義
録
』
に
掲
載
さ
れ
た
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
～
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五
九

一
九
〇
三
年
。
当
時
は
徳
永
満
之
）
の
「
純
正
哲
学
」（

26
）

の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

「
所
謂
ル
自
体
ヲ
保
持
ス
ル
ハ
知
覚
ヲ
存
ス
ル
ノ
外
ア
ル
可
カ
ラ
ズ　

一
体
ヲ
保
持
ス
ル
ハ
自
ラ
之
ヲ
現
前
セ
サ
ル
可
カ
ラ

ス　

是
レ
蓋
霊
性

0

0

ノ
効
能
ナ
リ　

故
ニ
事
物
ハ
霊
性

0

0

的
実
体
ニ
ア
ラ
ズ
ン
ハ
決
シ
テ
事
物
タ
ル
能
ハ
サ
ル
ナ
リ　

霊
性

0

0

的

実
体
ナ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
能
ク
其
自
体
ヲ
保
持
シ
能
ク
相
状
ノ
本
体
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
」（
五
一
頁
、
傍
点
引
用
者
）

こ
こ
で
の
「
霊
性
」
は
、
知
覚
、
意
識
、
内
面
、
心
理
、
精
神
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
清
沢
は
ま

た
、「
心
霊
論
」
と
い
う
言
葉
も
使
う
（
一
二
頁
）。
こ
の
「
心
霊
」
も
意
識
な
い
し
精
神
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。「
純
正
哲
学
」

の
冒
頭
で
清
沢
は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
（
一
八
一
七
～
一
八
八
一
年
）
の
説
に
依
拠
し
て
講
説
す
る
旨
を
記
し
て
い
る
（
三
頁
）。

　

一
八
九
三
年
と
一
八
九
四
年
に『
宗
教
』に
発
表
さ
れ
た「
安
心
立
命
の
地
」（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
一
～
二
〇
頁
）は
、タ
イ
ト
ル
ど
お
り
、

い
か
に
す
れ
ば
「
安
心
立
命
の
地
」
に
到
達
で
き
る
の
か
を
問
い
か
け
た
論
考
で
あ
る
。
冒
頭
に
、「
何
処
よ
り
何
物
か
何
処
へ
か

の
疑
問
」（
す
な
わ
ち
、
人
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
何
物
で
、
ど
こ
に
行
く
の
か
と
い
う
疑
問
）
が
、
一
切
の
問
題
に
先
立
っ
て
知
り
た
い
疑

問
だ
と
い
う
エ
マ
ー
ソ
ン
の
『
代
表
的
人
物
』
の
中
の
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
三
頁
。
こ
の
「
代
表
的
人
物
」
六

人
の
う
ち
の
一
人
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
で
あ
る
か
ら
、
鈴
木
は
こ
の
時
点
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
）。

　

こ
の
問
い
に
答
え
う
る
の
は
「
科
学
」
で
も
な
く
「
哲
学
」
で
も
な
く
「
宗
教
」
で
も
な
い
。
鈴
木
の
結
論
は
、

「
先
づ
去
つ
て
直
に
活
天
地
を
観
よ
、
直
に
霊
性
を
悟
せ
よ
、
一
大
光
明
は
此
よ
り
起
り
て
黒
闇
を
照
破
し
了
せ
ん
」（
鈴
木
全

集
三
〇
巻
一
五
頁
）

「
進
ん
で
千
変
万
化
の
現
象
を
後
に
し
、
直
ち
に
万
物
一
体
の
処
、
物
我
不
二
の
境
に
到
ら
ば
、
宇
宙
本
来
の
真
面
目
は
自
ら
現

は
れ
来
ら
ん
」（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
一
六
頁
）

「
安
心
立
命
の
地
は
実
に
一
た
び
真
如
（God

又
はA

bsolute

何
れ
に
て
も
よ
し
、
名
は
実
に
あ
ら
ん
）
の
光
を
瞥
見
す
る
に
あ
り
、

直じ
き
げ下
に
会え

す
る
に
あ
り
」（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
一
九
～
二
〇
頁
）



六
〇

つ
ま
り
、世
界
の
根
源
的
な
あ
り
方
を「
直
覚
」す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ「
安
心
立
命
の
地
」に
到
達
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
論
文
の
中
に
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
は
六
回
登
場
す
る
（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
八
、一
一
、一
五
頁
）。
た
だ
し
、こ
こ
で
の
「
霊
性
」

が
意
味
す
る
の
は
心
、
心
性
と
い
う
意
味
で
あ
り
、『
日
本
的
霊
性
』
で
用
い
ら
れ
る
「
霊
性
」
の
意
味
内
容
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　

桐
田
清
秀
は
前
掲
論
文
で

「
彼
［
鈴
木
］
の
処
女
論
文
『
安
心
立
命
之
地
』（
一
八
九
三
）
に
も
『
霊
性
』
は
『
万
物
一
体
の
処
、
物
我
不
二
の
境
に
到
ら
ば
、

宇
宙
本
来
の
真
面
目
は
現
は
れ
来
ら
ん
』
と
い
う
よ
う
に
『
霊
性
』
の
語
を
使
っ
て
い
る
。」（
桐
田
論
文
、
一
七
頁
）

と
書
い
て
い
る
が
、
鈴
木
は
そ
の
よ
う
な
形
で
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
い
な
い
。

　

鈴
木
の
若
い
頃
の
著
作
『
新
宗
教
論
』（
一
八
九
六
年
）
の
中
に
も
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
は
見
出
せ
る
（
鈴
木
全
集
二
三
巻

七
三
、八
五
、九
四
、一
四
二
、一
四
三
、一
四
五
頁
）。

「
独
逸
の
大
哲
学
者
カ
ン
ト
曰
く
、『
最
高
の
善
は
実
地
上
霊
性
の
不
生
不
滅
を
先
づ
仮
定
し
た
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
存
在
す
る
能

は
ず
』
と
。」（
鈴
木
全
集
二
三
巻
八
五
～
八
六
頁
）

と
い
う
叙
述
か
ら
察
す
る
に
、
こ
の
「
霊
性
」
は
「
心
」
な
い
し
「
霊
魂
」
を
意
味
す
る>Seele<

の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
（
27
）。

「
人
類
の
人
類
た
る
所
以
は
、
其
肉
体
の
如
何
に
あ
ら
ず
し
て
其
霊
性
に
あ
る
」（
鈴
木
全
集
二
三
巻
一
四
三
頁
）

と
い
う
よ
う
な
表
現
か
ら
は
、「
霊
性
」
が
「
肉
体
」
と
対
置
さ
れ
て
い
て
、人
間
の
精
神
的
側
面
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
「
霊
性
」
は
今
日>spirit<

な
い
し>spirituality<

と
訳
さ
れ
る
（
28
）

の
が
通
例
で
あ
る
が
、
魂
（Seele, soul

）
と
霊
（Geist, 

spirit

）、
両
者
の
意
味
が
と
も
に
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
へ
の
一
時
期
の
鈴
木
の
接
近
に
着
目
す
る
新
し
い
視
点
（
吉
永
進
一
や
ト
マ
ス
・
ツ
イ
ー
ド
）

も
参
考
に
な
る
。
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六
一

　

自
ら
の
神
秘
的
体
験
を
も
と
に
「
霊
界
」
に
つ
い
て
著
述
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
（
一
六
八
八
～
一
七
七
二
年
）
の
思
想
は

十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
信
徒
の
一
人
、
ハ
ー
マ
ン
・
カ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
リ
ン
グ
（
一
八
四
九

～
一
九
三
一
年
、「
フ
ィ
ラ
ン
ジ
・
ダ
ー
サ
」
と
名
乗
る
）
は
、
一
八
八
七
年
の
著
作
の
中
で
、
こ
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
思
想
は

仏
教
と
接
点
を
も
つ
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
著
作
は
一
八
九
三
年
に
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
と
仏
教
と
を
関
連
づ
け
る
見
方
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
の
著
作
を
通
じ
て
鈴
木
の
知
識
の
中
に

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
鈴
木
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
へ
の
興
味
を
か
き
た
て
ら
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の

一
九
〇
三
年
、
ラ
・
サ
ー
ル
の
ケ
ー
ラ
ス
を
訪
ね
て
き
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ゼ
フ
・
エ
ド
マ
ン
ズ
（
一
八
五
七
～
一
九
四
一
年
）
と

の
出
会
い
を
機
縁
と
し
て
い
る
。
エ
ド
マ
ン
ズ
は
、
フ
レ
ン
ド
派
（
ク
ェ
ー
カ
ー
）
の
信
仰
を
保
ち
な
が
ら
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル

グ
思
想
、
さ
ら
に
仏
教
に
も
魅
了
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
（
29
）。

　

鈴
木
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
五
年
の
間
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
著
作
四
冊
を
翻
訳
、
出
版
し
、
彼
の
伝
記
も
出
版
し

て
い
る
。「
日
本
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
協
会
」
の
会
員
と
し
て
も
活
動
し
た
。
一
九
一
二
年
、
同
協
会
の
年
報
に
収
め
ら
れ
た
鈴

木
の
講
演
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

「
い
ま
で
も
存
在
す
る
無
数
の
寺
院
、
僧
院
、
神
社
な
ど
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
旧
日
本
は
宗
教
的
で
霊
的
（spiritual

）
で
し

た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
に
も
来
て
貰
い
、
新
日
本
が
今
再
び
確
固
た
る
霊
性
（spirituality

）
の
立
脚
点
に
置
か
れ
る
よ
う
、

援
助
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
講
演
を
締
め
く
く
る
に
当
た
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
を
す
っ
か
り
精
読
す

る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
お
か
げ
で
、
私
は
、
霊
（the 

spirit

）
に
属
す
非
常
に
多
く
の
美
し
く
高
貴
な
物
事
に
対
し
て
目
を
開
か
れ
た
の
で
す
。
私
の
次
の
任
務
は
、
高
め
ら
れ
た
悟

性
に
よ
っ
て
意
志
を
浄
化
し
、
彼
の
す
ば
ら
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
霊
的
に
（spiritually

）
理
解
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。」（

30
）

こ
の
文
章
の
中
で
の
「
霊
（spirit

）」
と
い
う
言
葉
の
頻
出
は
、
鈴
木
の
い
う
「
霊
性
」
概
念
が
、
―
―
そ
の
端
緒
で
は
な
い
が
形
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成
過
程
に
お
い
て
―
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
へ
の
関
わ
り
の
中
で
学
び
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
（
31
）。

三
　「
即
非
の
論
理
」
を
め
ぐ
っ
て

　

第
一
章

（３） 
②
の
中
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
五
篇
「
金
剛
経
の
禅
」
の
中
で
、『
金
剛
経
』
の
第
十
三
節
に
あ
る
と
い
う
言

葉
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名
般
若
波
羅
蜜
」

を
鈴
木
は

「
仏
の
説
き
給
う
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
の
は
、す
な
わ
ち
般
若
波
羅
蜜
で
は
な
い
。
そ
れ
で
般
若
波
羅
蜜
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
」

と
「
述
べ
書
き
」
し
た
上
で
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
公
式
的
」
に
し
て
、

「
Ａ
は
Ａ
だ
と
い
う
の
は
、
Ａ
は
Ａ
で
な
い
、
故
に
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」

と
一
般
化
す
る
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
〇
～
三
八
一
頁
）。
そ
し
て
、こ
れ
を
「
即
非
の
論
理
」
と
名
づ
け
た
（
鈴
木
全
集
五
巻
三
八
七
頁
）。

　

お
そ
ら
く
は
『
日
本
的
霊
性
』
の
論
点
の
う
ち
最
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
の
「
即
非
の
論
理
」
と
い
う
テ
ー
マ

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
、
鈴
木
の
い
う
「
即
非
の
論
理
」
を
、
い
っ
た
ん
『
金
剛
般
若
経
』
の
文
脈
に
も
ど
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
『
金
剛
般
若
経
』（

32
）

は
般
若
経
典
の
一
つ
で
あ
る
。「
空
」
の
思
想
を
説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
空
」
と
い
う
語
を
用
い
て

い
な
い
点
な
ど
か
ら
、
こ
の
『
金
剛
般
若
経
』
の
成
立
時
期
は
大
乗
仏
教
が
固
定
化
・
定
式
化
す
る
以
前
で
あ
り
、
西
暦
一
五
〇
な

い
し
二
〇
〇
年
頃
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
般
若
心
経
・
金
剛
般
若
経
』
一
九
七
～
二
〇
二
頁
）。

　

世
尊
（
如
来
）
と
長
老
ス
ブ
ー
テ
ィ
（
須し
ゅ
ぼ
だ
い

菩
提
）
と
の
対
話
と
い
う
形
を
と
り
、
自
我
や
他
人
に
対
す
る
執
着
を
捨
て
去
り
、
何
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物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
心
を
も
つ
こ
と
が
仏
教
の
理
想
の
境
地
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
経
典
に
示
さ
れ
た
仏
の
教
え
（
た
と
え

ば
「
無
我
」）
を
人
々
に
説
く
こ
と
は
、
如
来
へ
の
多
大
な
施
し
よ
り
も
は
る
か
に
立
派
な
功
徳
を
積
む
こ
と
に
な
る
こ
と
な
ど
を
説

い
て
い
る
。

　

実
は
、
鈴
木
が
挙
げ
て
い
る
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名
般
若
波
羅
蜜
」（「
仏
の
説
き
給
う
般
若
波
羅
蜜
と
い

う
の
は
、す
な
わ
ち
般
若
波
羅
蜜
で
は
な
い
。
そ
れ
で
般
若
波
羅
蜜
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
」）と
い
う
言
葉
を
、岩
波
文
庫
の
鳩
摩
羅
什
訳『
金

剛
般
若
経
』
第
十
三
節
の
中
に
探
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
見
つ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
の
邦
訳
の
う

ち
の
次
の
言
葉
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
箇
所
の
二
つ
の
邦
訳
を
併
記
し
て
み
る
。

「
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
こ
の
法
門
は
『
智
慧
の
完
成
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
記
憶
す
る
が
よ
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、『
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
「
智
慧
の
完
成
」
は
、
智
慧
の
完
成
で
は
な
い
』
と
如
来
に
よ
っ
て
説

か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、『
智
慧
の
完
成
』
と
言
わ
れ
る
の
だ
。」（
中
村
・
紀
野
訳
七
一
、七
三
頁
）

「
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
こ
の
法
門
の
名
は
『
知
恵
の
完
成
』（
般
若
波
羅
蜜
多
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
こ
れ
を
受
持
す
る
が
よ
い
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
ス
ブ
ー
テ
ィ
よ
、
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
『
知
恵
の
完
成
』
は
、
す
な
わ
ち
完
成
で
は
な
い
、
と
如
来
は

説
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、『
知
恵
の
完
成
』
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（
長
尾
訳
三
二
～
三
三
頁
）

こ
の
二
つ
の
訳
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か
ら
の
邦
訳
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
漢
訳
は

「
是
経
名
為
金
剛
般
若
波
羅
蜜
。
以
是
名
字
汝
当
奉
持
。
所
以
者
何
。
須
菩
提
。
仏
説
般
若
波
羅
蜜
。
則
非
般
若
波
羅
蜜
。」（
中

村
・
紀
野
訳
七
二
頁
。
現
代
の
字
体
に
変
更
し
た
。
以
下
同
様
）、

そ
の
書
き
下
し
は
、

「
こ
の
経
を
名
づ
け
て
金
剛
般
若
波
羅
蜜
と
な
す
。
こ
の
名み

ょ
う
じ字
を
も
つ
て
、
汝
、
ま
さ
に
奉
持
す
べ
し
。
所ゆ

え以
は
い
か
に
。
須
菩

提
よ
、
仏
の
般
若
波
羅
蜜
を
説
け
る
は
、
す
な
わ
ち
、
般
若
波
羅
蜜
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。」（
同
）
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と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
の
訳
の
「
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、『
智
慧
の
完
成
』
と
言
わ
れ
る
の
だ
。」（「
そ
れ
ゆ
え
、

『
知
恵
の
完
成
』
と
い
わ
れ
る
」）
の
部
分
が
漢
訳
文
に
は
欠
落
し
て
い
る
。
〝
Ａ
と
名
付
け
る
。
な
ぜ
な
ら
Ａ
は
Ａ
で
は
な
い
か
ら
〟

と
い
う
形
の
文
章
を
〝
Ａ
は
Ａ
で
は
な
い
か
ら
Ａ
と
名
付
け
る
〟
と
い
う
形
に
鈴
木
が
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
。

　

厳
密
に
言
え
ば
、
〝
仏
の
説
く
般
若
波
羅
蜜
は
般
若
波
羅
蜜
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
経
を
金
剛
般
若
波
羅
蜜
と
名
付
け
る
〟
と
い

う
漢
文
は
〝
Ａ
は
Ａ
で
は
な
い
か
ら
Ａ
と
名
付
け
る
〟
に
は
な
ら
な
い
。
名
付
け
ら
れ
る
の
は
「
般
若
波
羅
蜜
」
で
は
な
く
「
金
剛

般
若
波
羅
蜜
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、鳩
摩
羅
什
訳
『
金
剛
般
若
経
』
で
は
「
則
非
」
で
あ
り
、鈴
木
の
い
う
「
即
非
」
で
は
な
い
。

　

鈴
木
が
依
拠
し
た
の
が
鳩
摩
羅
什
訳
以
外
の
漢
訳
か
も
し
れ
な
い
の
で
、『
大
蔵
経
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
他
の
漢
訳
も
チ
ェ
ッ

ク
し
て
み
た
。
中
村
元
に
よ
れ
ば
、『
金
剛
般
若
経
』
に
は
九
種
類
の
漢
訳
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鳩
摩
羅
什
訳
が
一
点
（
四
〇
二
年
）、

菩
提
流
支
訳
が
二
種
類
（
五
〇
九
年
）、
真
諦
訳
が
一
点
（
五
六
二
年
）、
笈
多
訳
が
二
点
（
五
九
二
年
の
訳
と
六
一
三
年
の
訳
）、
玄
奘
訳

が
二
点
（
六
四
八
年
の
訳
と
六
六
〇
～
六
六
三
年
の
訳
）、
義
浄
訳
が
一
点
（
七
〇
三
年
）、
で
あ
る
（
33
）。
す
べ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
が
、

鈴
木
が
挙
げ
て
い
る
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名
般
若
波
羅
蜜
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
見
出
せ
な
い
。

　

右
の
部
分
（
コ
ン
ゼ
校
訂
本
の
「
一
三
Ｃ
」）
と
は
異
な
る
箇
所
で
は
あ
る
が
、
菩
提
流
支
に
よ
る
漢
訳
（
第
二
本
）
と
真
諦
に
よ
る

漢
訳
の
中
に
、

「
説
般
若
波
羅
蜜
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
故
説
般
若
波
羅
蜜
。」（『
大
正
新
脩　

大
蔵
経
』
第
八
巻
七
五
九
、七
六
三
頁
）

と
い
う
言
葉
が
見
出
せ
る
。

　

ま
た
、
笈
多
に
よ
る
漢
訳
の
中
（「
一
三
Ｃ
」）
に
、

「
智
慧
彼
岸
到
。
如
来
説
彼
如
是
。
非
彼
岸
到
。
彼
故
説
名
智
慧
彼
岸
到
者
。」（
同
七
六
八
頁
）

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
智
慧
彼
岸
到
」
は
「
般
若
波
羅
蜜
」
の
こ
と
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
は
鈴
木
の
挙
げ
て
い
る
フ
レ
ー
ズ
に
近
い
。

　

鈴
木
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
も
読
み
、
ま
た
、
数
種
の
漢
訳
も
読
み
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
総
合
し
た
上
で
、
鳩
摩
羅
什

訳
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
、「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名
般
若
波
羅
蜜
」
と
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

い
う
加
工
を
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
説
明
を
加
え
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
今
日
の
我
々
に
は
思
わ
れ
る
（
あ
る
い
は
、

鈴
木
以
前
か
ら
そ
う
い
う
慣
わ
し
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）。

　

鈴
木
の
着
目
す
る
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
の
疑
問
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
述
べ
書
き
」
の
「
と
名
づ
け
る
」
が
「
公
式
」

で
は
「
で
あ
る
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
疑
問
を
感
じ
さ
せ
る
（
34
）。「
で
あ
る
」
と
な
れ
ば
「
肯
定
」
と
な
り
、
こ
の
「
公
式
」
は

否
定
（「
で
な
い
」）
と
肯
定
（「
で
あ
る
」）
と
の
論
理
上
の
「
矛
盾
」
を
際
立
た
せ
る
結
果
に
な
る
。
そ
し
て
、論
理
上
で
は
矛
盾
が
あ
っ

て
も
、
霊
性
の
立
場
（
禅
の
立
場
）
で
は
矛
盾
が
克
服
さ
れ
る
（「
矛
盾
の
自
己
同
一
」）
と
い
う
鈴
木
の
主
張
が
加
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

そ
も
そ
も
こ
の
〝
否
定
で
あ
り
肯
定
で
あ
る
〟
と
い
う
構
成
自
体
が
作
ら
れ
た
虚
構
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
鈴
木
の
着
眼
し
た
と
お
り
、
〝
Ａ
は
Ａ
で
な
い
と
如
来
は
説
い
た
、
そ
れ
ゆ
え
Ａ
で
あ
る
（
Ａ
と
名
付
け
ら
れ
る
）
〟

と
い
う
論
法
は
こ
の
『
金
剛
般
若
経
』
の
中
に
た
し
か
に
頻
出
し
て
い
る
。
〝
Ａ
〟
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
言
葉

が
現
れ
る
。「
仏
土
を
荘
厳
す
（
国
土
の
建
設
）」（10b, 17g
）（35
）、「
微
塵
（
大
地
の
塵
）」（13c

）、「
世
界
（
世
界
）」（13c

）、「
三
十
二

相
（
偉
大
な
人
物
に
具
わ
る
三
十
二
の
特
徴
）」（13d

）、「
実
相
（
真
実
だ
と
い
う
思
い
）」（14a

）、「
一
切
の
法
（
あ
ら
ゆ
る
法
）」（17d

）、「
人

身
長
大
（
身
が
整
い
身
の
大
き
な
人
）」（17e

）、「
心
（
心
の
流
れ
）」（18b
）、「
色
身
を
具
足
す
（
端
麗
な
身
体
を
完
成
し
て
い
る
）」（20a

）、

「
諸
相
を
具
足
す
（
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
）」（20b

）、「
法
を
説
く
（
法
の
教
示
）」（21a

）、「
衆
生
（
生
き
て
い
る
も
の
）」（21b

）、「
善

法
（
善
の
法
）」（23

）、「
微
塵
衆
（
原
子
の
集
合
体
）」（30a

）、「
三
千
大
千
世
界
（
は
て
し
な
い
宇
宙
）」（30b

）、「
一
合
相
（
全
一
体
と

い
う
執
着
）」（30b

）、「
我
見
、
人
見
、
衆
生
見
、
寿
者
見
（
自
我
に
つ
い
て
の
見
解
、
生
き
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
見
解
、
個
体
に
つ
い

て
の
見
解
、
個
人
に
つ
い
て
の
見
解
）」（31a

）、「
法
相
（
こ
と
が
ら
と
い
う
思
い
）」（31b
）。
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「
仏
説
Ａ
、
即
非
Ａ
。
是
名
Ａ
」
と
い
う
、
鈴
木
の
フ
レ
ー
ズ
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名
般
若
波
羅
蜜
」

と
同
じ
形
の
フ
レ
ー
ズ
も
見
出
せ
る
（
傍
点
引
用
者
）。

「
如
来
説

0

0

0

荘
厳
仏
土
者
。
即
非

0

0

荘
厳
是
名

0

0

荘
厳
。」（17f

）

「
如
来
説

0

0

0

具
足
色
身
。
即
非

0

0

具
足
色
身
。
是
名

0

0

具
足
色
身
。」（19

）

「
如
来
説

0

0

0

諸
相
具
足
即
非

0

0

具
足
。
是
名

0

0

諸
相
具
足
。」（20b

）

「
世
尊
説

0

0

0

我
見
人
見
衆
生
見
寿
者
見
即
非

0

0

我
見
人
見
衆
生
見
寿
者
見
。
是
名

0

0

我
見
人
見
衆
生
見
寿
者
見
。」（31a

）

　
〝
Ａ
で
は
な
い
〟
と
い
う
否
定
に
は
、
Ａ
を
実
体
視
し
て
そ
れ
に
執
着
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
含
意
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
36
）。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
実
体
視
を
排
除
し
た
上
で
〝
Ａ
で
あ
る
（
Ａ
と
名
付
け
ら
れ
る
）
〟
と
最
後
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

　

長
尾
雅
人
は
「
解
説
」
の
中
で
、

「
こ
の
肯
定
→
否
定
→
肯
定
の
逆
説
的
な
表
現
こ
そ
は
、『
空
』
の
直
接
的
な
自
己
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
空
の
論

理
は
、
論
理
の
た
め
の
論
理
で
は
な
く
、
実
は
人
々
の
執
着
を
断
つ
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ

の
経
の
全
体
は
無
執
着
の
実
現
を
め
ざ
す
も
の
、
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。」（

37
）

と
書
い
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
Ａ
は
Ａ
で
は
な
い
、
故
に
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
の
「
故
に
」
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
「
シ
カ
シ
」
で
あ
れ
ば
意
味

は
通
じ
や
す
く
な
る
の
に
な
ぜ
「
故
に
」
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
（
38
）。
漢
訳
文
に
は
「
故
に
」
が
な
い
も
の
も
あ
る
。
た

と
え
ば
、
漢
訳
文
で

「
仏
土
を
荘
厳
す
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
、
荘
厳
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
こ
れ
を
荘
厳
と
名
づ
く
る
な
り
。［
荘
厳
仏
土
者
則
非
荘
厳
。

是
名
荘
厳
。］」

と
書
か
れ
て
い
る
部
分
（10b

）
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か
ら
の
邦
訳
は
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「
如
来
は
︿
国
土
の
建
設
、
国
土
の
建
設
と
い
う
の
は
、
建
設
で
な
い
こ
と
だ
﹀
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、

︿
国
土
の
建
設
﹀
と
言
わ
れ
る
の
だ
。」（
中
村
・
紀
野
訳
六
七
頁
）

「
国
土
の
光
輝
、
国
土
の
光
輝
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
光
輝
で
は
な
い
の
だ
と
、
如
来
は
説
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
国

土
の
光
輝
と
い
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（
長
尾
訳
二
八
頁
）

で
あ
る
。
私
は
残
念
な
が
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、邦
訳
か
ら
察
す
る
と
、「
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
（
そ
れ
ゆ
え
）」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
漢
訳
文
で
は
そ
れ
が
な
く
、「
こ
れ
を
…
…
と
名
づ
く
る
な
り
」
と
な
っ
て
い
る
。「
Ａ
は

Ａ
で
な
い
と
如
来
は
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
Ａ
と
言
わ
れ
る
の
だ
。」
こ
れ
は
普
通
の
論
理
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は

漢
訳
者
も
そ
こ
に
と
ま
ど
っ
て
「
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
を
カ
ッ
ト
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
た
だ
し
、「
是
故
名
一
切
法
」

（17d

）
の
よ
う
に
、
漢
訳
文
に
「
こ
の
故
に
」
が
含
ま
れ
る
文
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
）。

　

末
木
文
美
士
は
、『
仏
教
―
―
言
葉
の
思
想
史
』（

39
）

第
五
章
「
即
非
」
に
お
い
て
、『
金
剛
般
若
経
』
の
中
に
見
出
さ
れ
る
「
即
非

の
論
理
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
の
意
味
合
い
を
追
求
し
た
上
で
次
の
よ
う
な
見
解
に
到
達
し
て
い
る
。

「
︿
即
非
の
論
理
﹀
は
決
し
て
抽
象
的
に
何
に
で
も
当
て
は
め
ら
れ
る
論
理
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
既
存
の
実
践
体
系
の
枠
を
使

い
な
が
ら
、
そ
の
固
定
性
を
流
動
化
さ
せ
、
そ
れ
を
よ
り
高
次
な
世
界
に
向
け
て
進
ま
せ
る
極
め
て
実
践
的
な
指
向
性
を
も
っ

た
表
現
形
式
な
の
で
あ
る
。」（
同
書
一
八
八
頁
）

「
︿
即
非
の
論
理
﹀
は
原
則
的
に
本
経
以
前
に
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
概
念
や
実
践
に
関
し
て
、
そ
の
概
念
の
固
定
化
を

防
ぎ
、
新
た
な
立
場
か
ら
の
見
直
し
を
図
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
」（
同
書
一
九
五
頁
）

つ
ま
り
、『
金
剛
般
若
経
』
の
「
即
非
の
論
理
」
は
、
既
存
の
概
念
へ
の
新
た
な
見
直
し
と
い
う
具
体
的
な
目
的
の
も
と
で
使
わ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
鈴
木
の
よ
う
に
〝
Ａ
は
…
…
〟
と
い
う
形
で
一
般
化
・
公
式
化
し
て
「
Ａ
」
に
「
山
」
で
も
「
川
」
で
も

何
で
も
名
詞
を
入
れ
て
よ
い
と
い
う
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



六
八

　

末
木
は
ま
た
、
鈴
木
の
「
即
非
の
論
理
」
理
解
は
禅
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、『
金
剛
般
若
経
』
は
必
ず
し
も
禅
の
立
場
か

ら
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
同
書
一
九
六
頁
）。

　

そ
も
そ
も
「
三
世
心
不
可
得
」
の
話
（『
日
本
的
霊
性
』
第
五
篇
第
四
章
・
第
五
章
）
に
関
し
て
も
、『
金
剛
般
若
経
』
の
テ
キ
ス
ト

は
あ
く
ま
で
も
「
不
可
得
」
と
言
っ
て
い
る
（
中
村
・
紀
野
訳
一
〇
四
頁
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、鈴
木
は
「
不
可
得
」
で
し
か
も
「
可
得
」

な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

「
そ
の
現
在
心
の
不
可
得
が
、
不
可
得
の
ま
ま
で
可
得
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
不
可
得
の
可
得
、
可
得
の
不
可
得
で
あ

る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
一
五
頁
）

「
禅
又
は
霊
性
的
直
覚
の
上
で
は
、
不
可
得
の
可
得
で
、
た
だ
の
可
得
で
な
い
、
又
は
可
得
の
不
可
得
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五

巻
四
一
七
頁
）

「
一
念
は
現
在
で
あ
る
。
こ
の
現
在
を
把
得
さ
へ
出
来
れ
ば
、
過
去
で
も
、
未
来
で
も
、
永
遠
で
も
、
不
可
得
の
ま
ま
で
可
得
と

な
る
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
全
集
五
巻
四
三
〇
頁
）

「
不
可
得
と
云
ふ
と
、
如
何
に
も
頼
り
の
な
い
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
此
語
の
意
味
は
、
消
極
的
・
否
定
的

で
は
な
く
て
、
実
に
積
極
的
・
肯
定
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
不
可
得
の
可
得
、
或
は
可
得
の
不
可
得
と
云
つ
て
よ
い
。」（
鈴

木
全
集
五
巻
四
三
〇
頁
）

こ
の
見
解
は
、
テ
キ
ス
ト
の
素
朴
な
理
解
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
禅
（
霊
性
的
直
覚
）
の
立
場
か
ら
は
そ

う
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
（
40
）。

　

と
こ
ろ
で
、「
禅
の
立
場
」、
鈴
木
の
解
釈
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
み
た
と
き
、「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
。
是
名

般
若
波
羅
蜜
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
〝
仏
が
「
般
若
波
羅
蜜
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
当
の
も
の
は
、
本
来
そ
の
よ
う
な
形
で
語

り
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
仮
り
に
そ
う
い
う
名
前
を
付
け
て
論
じ
て
い
る
だ
け
だ
〟
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
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ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
老
子
が
本
来
名
付
け
ら
れ
な
い
も
の
に
敢
え
て
「
道
」
と
い
う
名
を
仮
り
に
与
え
た
よ
う
に
。『
老
子
』（

41
）

の

中
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「
道
の
道
と
す
可
き
は
、
常
の
道
に
非
ず
。」（
一
二
頁
）

「
道
は
常
に
名
な
し
。」（
一
五
一
頁
）

「
道
は
隠
れ
て
名
無
し
。」（
一
九
六
頁
）

老
子
に
と
っ
て
の
「
道
」
の
よ
う
に
、
根
本
で
は
あ
る
が
（
あ
る
い
は
、
根
本
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
名
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に

考
え
れ
ば
、
鈴
木
大
拙
の
い
う
「
霊
性
」
概
念
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
は
名
付
け
ら
れ
な
い
し
、
名
付
け
て
し
ま
う
と
実
体
視
さ
れ

て
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
或
る
種
の
問
題
提
起
の
た
め
に
は
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
み
る
意
義
は
あ
る
、
と

い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
〝
霊
性
は
霊
性
で
は
な
い
が
、
霊
性
と
名
付
け
る
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

〝
本
来
Ａ
で
は
な
い
が
、
Ａ
と
名
前
を
付
け
る
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
鈴
木
の
公
式
「
Ａ
は
Ａ
だ
と
い
う
の

は
、
Ａ
は
Ａ
で
な
い
、
故
に
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
金
剛
般
若
経
』
か
ら
「
即
非
の
論
理
」
を
と
り
だ
し
て
一
般
化
し
た
鈴
木
の
解
釈
は
、
末
木
の
い
う
よ
う
に

「
禅
の
立
場
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
も
な
か
っ
た
。
仏
教
と
い
う
東
洋
の
古
典
思
想
を
近
代
の
西
洋
哲

学
の
世
界
へ
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
、
し
か
も
西
洋
哲
学
を
の
り
こ
え
う
る
思
想
を
東
洋
か
ら
発
信
し
た
い
と
い
う
思
い
に
由
来
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
。こ
の
思
い
に
導
か
れ
て
い
る
点
で
鈴
木
大
拙
は
西
田
幾
多
郎
と
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
。『
日
本
的
霊
性
』

の
中
で
「
絶
対
の
現
在
」
と
か
「
矛
盾
の
自
己
同
一
」
と
い
う
西
田
の
言
葉
を
鈴
木
が
使
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。

「
矛
盾
」や「
論
理
」や「
肯
定
／
否
定
」と
い
う
言
葉
を
鈴
木
が
し
ば
し
ば
使
う
の
も
西
田
幾
多
郎
か
ら
の
影
響
か
も
し
れ
な
い
。「
即

非
の
論
理
」
は
、
我
々
に
は
謎
め
い
て
見
え
て
も
、
盟
友
西
田
幾
多
郎
に
と
っ
て
は
感
銘
深
く
刺
激
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
う
け

と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
の
共
鳴
の
様
子
を
次
章
で
見
て
み
よ
う
。
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註（
１
）　

鈴
木
大
拙
讃
仰
と
鈴
木
大
拙
批
判
、
双
方
の
論
調
に
つ
い
て
、
小
川
隆
が
整
理
し
て
い
る
。
小
川
隆
「［
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ャ
フ
ィ
「Zen and Japanese 

Culture 

二
〇
一
〇
年
版
解
説
］
訳
者
解
題
」（『
思
想
』、
二
〇
一
四
年
六
月
、
岩
波
書
店
、
八
五
～
九
三
頁
）。

（
２
）　

ロ
バ
ー
ト
・
Ｈ
・
シ
ャ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
大
拙
ら
近
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
、「
技
術
上
・
軍
事
上
の
圧
倒
的
な
優
位
と
危
う
く
連
結
さ
れ
た
、

西
洋
の
す
さ
ま
じ
い
文
化
的
傲
慢
さ
に
直
面
し
」、
西
洋
の
物
質
主
義
や
精
神
的
疎
外
の
「
ま
さ
し
く
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
日
本
の
民
族
性
を
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
」（p.37, 

菅
野
ほ
か
訳
一
〇
〇
頁
）。
そ
こ
で
の「
西
洋
」像
は
矮
小
化
さ
れ
て
い
た
。
禅
は「
純
粋
経
験
」で
あ
り
、「
非
歴
史
的（ahistorical

）・

超
文
化
的
経
験
」（p.1, 

菅
野
ほ
か
訳
八
一
頁
）
だ
と
さ
れ
て
き
た
が
、彼
ら
の
「
日
本
人
論
」
こ
そ
が
「
非
歴
史
的
」
で
あ
る
（p.37, 

菅
野
ほ
か
訳
一
〇
〇
頁
）、

と
シ
ャ
ー
フ
は
主
張
し
た
。
そ
も
そ
も
西
田
や
鈴
木
の
「
超
歴
史
的
」
な
禅
が
日
本
の
禅
教
団
の
「
歴
史
的
」
な
伝
統
か
ら
離
れ
て
い
る
点
が
指
摘
さ

れ
、
ま
た
、
諸
宗
教
の
中
で
直
覚
と
し
て
の
禅
的
経
験
を
特
別
視
す
る
こ
と
と
、
こ
の
禅
的
経
験
を
諸
文
化
形
態
に
お
い
て
開
花
さ
せ
涵
養
し
た
日
本
人

の
精
神
的
特
性
を
特
別
視
す
る
こ
と
と
が
鈴
木
に
お
い
て
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
西
洋
人
に
は
禅
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
鈴
木
の
主
張
に
は
「
西

洋
に
対
す
る
故
意
の
軽
蔑
」（p.29, 
菅
野
ほ
か
訳
九
八
頁
）
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
が
批
判
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。Robert H

. Scharf, 

“The Zen of 
Japanese N

ationalism

” （H
istory of R

eligions, V
olum

e 33, N
um

ber 1, A
ugust 1993, pp.1-43, 

菅
野
統
子
・
大
西
薫（
訳
）「
禅
と
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

（
日
本
仏
教
研
究
会
編
『
日
本
の
仏
教
』
第
四
号
、
一
九
九
五
年
、
法
蔵
館
、
八
一
～
一
〇
八
頁
）。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
必
ず
し
も
既
訳
に
従
っ
て
い
な
い
。

（
３
）　

ニ
ー
チ
ェ
の
「
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
」
説
と
そ
れ
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
倫
理
思
想
―
―
比
較
宗
教
社

会
学
に
込
め
ら
れ
た
倫
理
観
』（
二
〇
一
一
年
、
未
來
社
）
第
五
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
４
）　

サ
イ
ー
ド
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
著
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
倫
理
思
想
』
第
六
章
第
一
節
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
５
）　
『
鈴
木
大
拙
全
集
（
増
補
新
版
）』
全
四
〇
巻
（
一
九
九
九
～
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
、『
鈴
木
大
拙
全
集
（
増
補
新
版
）』

第
八
巻
（
一
九
九
九
年
、
岩
波
書
店
）
五
頁
を
「
鈴
木
全
集
八
巻
五
頁
」
と
略
記
す
る
。
な
お
、［ 

］
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（
６
）　

鈴
木
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
は
、
民
族
の
エ
ー
ト
ス
を
（
優
劣
を
問
わ
ず
に
）
比
較
す
る
視
座
も
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
宗
教
や
哲
学
と
い
ふ

も
の
に
全
精
神
を
投
げ
込
ん
で
や
つ
て
来
た
民
族
」（
鈴
木
全
集
八
巻
六
七
頁
）
で
あ
る
イ
ン
ド
民
族
（「
南
方
系
」）
は
「
直
覚
性
」
―
―
「
奔
放
な
想
像

力
と
幽
遠
な
思
索
力
」（
鈴
木
全
集
八
巻
七
二
頁
）
―
―
を
特
徴
と
し
、
中
国
民
族
（「
北
方
民
族
と
し
て
の
漢
人
」・「
漢
民
族
」）
は
「
実
証
的
論
理
性
」
―

―
「
実
際
主
義
」、「
実
証
性
」（
鈴
木
全
集
八
巻
六
六
頁
）、「
実
義
第
一
主
義
」（
鈴
木
全
集
八
巻
七
二
頁
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
―
―
を
特
徴
と
し
、
そ
し

て
日
本
民
族
の
特
質
は
「
何
も
の
を
も
持
た
な
い
で
、
そ
の
身
そ
の
ま
ま
で
相
手
の
懐
の
中
に
飛
び
込
む
」
と
こ
ろ
に
あ
り
、「
日
本
的
な
る
も
の
に
は
、

ど
う
し
て
も
南
方
系
の
考
へ
方
・
感
じ
方
と
云
ふ
べ
き
も
の
が
基
調
を
な
し
て
居
る
」
と
鈴
木
は
言
う
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
九
～
三
〇
頁
）。
こ
の
よ
う
な
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民
族
の
エ
ー
ト
ス
の
比
較
と
い
う
観
点
に
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
宗
教
社
会
学
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
７
）　

鈴
木
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
名
を
出
し
て
は
い
な
い
が
、ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
「
一
度
生
ま
れ
」
と
「
二
度
生
ま
れ
」

の
話
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。Cf. W

illiam
 Jam

es, T
he V

arieties of R
eligious E

xperience 

（T
he W

orks of W
illiam

 Jam
es

）, 
1985, H

arvard U
niversity Press. 

枡
田
啓
三
郎
（
訳
）『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
（
上
・
下
）』（
一
九
六
九
年
・
一
九
七
〇
年
、
岩
波
文
庫
）。

　
　
　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
第
四
～
八
講
に
お
い
て
、「
健
全
な
心
」
の
人
の
宗
教
形
態
と
「
病
め
る
魂
」
の
人
の
宗
教
形
態
と
を
そ

れ
ぞ
れ
に
モ
デ
ル
を
つ
く
っ
て
対
比
し
て
い
る
。「
健
全
な
心
（healthy-m

indedness

）」
の
人
間
は
、
楽
観
主
義
的
で
、
万
物
を
善
と
感
じ
、
神
を
厳

格
な
審
判
者
と
し
て
で
は
な
く
、
恵
み
深
い
者
と
し
て
見
る
。
彼
ら
は
、
た
と
え
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
良
心
の
呵
責
や
後
悔

を
つ
の
ら
せ
る
よ
り
も
、
す
み
や
か
に
再
び
善
に
も
ど
っ
て
健
全
な
心
を
保
つ
こ
と
を
優
先
す
る
。
一
方
、「
病
め
る
魂
（sick soul

）」
の
人
は
、
厭

世
主
義
的
で
、
世
界
の
本
質
を
悪
と
見
て
、
善
の
存
在
を
見
よ
う
と
し
な
い
。「
健
全
な
心
」
の
人
生
観
が
た
だ
ち
に
幸
福
に
な
ろ
う
と
す
る
と
い
う

意
味
で
「
一
度
生
ま
れ
（once-born
）」
だ
と
す
れ
ば
、「
病
め
る
魂
」
が
絶
望
を
い
っ
た
ん
経
過
し
た
の
ち
に
幸
福
に
到
達
す
る
の
は
「
二
度
生
ま
れ

（tw
ice-born

）」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（p.139, 

桝
田
訳
（
上
）
二
五
一
頁
）。

　
　
　
「
健
全
な
心
」
と
「
病
め
る
魂
」
と
表
現
す
る
と
、
前
者
が
ノ
ー
マ
ル
で
後
者
が
異
常
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に

は
優
劣
の
価
値
評
価
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
自
身
に
も
、「
病
め
る
魂
」
に
悩
み
、
精
神
的
不
安
を
体
験
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を

克
服
し
え
た
幸
福
を
も
実
体
験
で
き
た
。
悲
し
み
や
苦
し
み
や
死
に
対
し
て
注
意
を
払
お
う
と
し
な
い
「
健
全
な
心
」
の
体
系
は
そ
れ
ら
を
直
視
し
よ

う
と
す
る
立
場
に
比
べ
て
不
完
全
だ
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
述
べ
て
い
る
（p.138, 

桝
田
訳
（
上
）
二
四
九
～
二
五
〇
頁
）。

（
８
）　
「
大
地
は
自
分
で
あ
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
四
八
頁
）、「
吾
等
は
大
地
そ
の
も
の
で
あ
る
」（
鈴
木
全
集
八
巻
五
八
頁
）
と
い
う
境
地
は
、
か
つ
て
『
大
乗

仏
教
概
論
』
で
「
法
身
」
と
の
一
体
化
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
の
余
韻
を
感
じ
さ
せ
る
。

（
９
）　

鈴
木
は
「
永
遠
の
今
」
と
も
表
現
し
て
い
る
（
鈴
木
全
集
八
巻
二
〇
六
頁
）。
西
田
幾
多
郎
も
ま
た
「
永
遠
の
今
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
。

（
10
）　

鈴
木
大
拙
に
お
け
る
個
と
超
個
と
の
「
即
非
」
的
関
係
（
西
田
の
言
葉
で
は
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
関
係
）
に
つ
い
て
、『
日
本
的
霊
性
』（
一
九
四
四
年
）

の
ほ
か
に
『
禅
の
思
想
』（
一
九
四
三
年
）
と
『
臨
済
の
基
本
思
想
』（
一
九
四
九
年
）
に
依
拠
し
て
竹
村
牧
男
が
考
察
し
て
い
る
。
竹
村
牧
男
『
西
田
幾

多
郎
と
鈴
木
大
拙
―
―
そ
の
魂
の
交
流
に
聴
く
』（
二
〇
〇
四
年
、
大
東
出
版
社
）
第
二
部
第
四
章
「
鈴
木
禅
学
と
西
田
哲
学
―
―
個
と
超
個
の
思
想
を
め

ぐ
っ
て
」、
三
三
三
～
三
五
三
頁
。

（
11
）　

竹
村
牧
男
は
「
個
即
超
個
・
超
個
即
個
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
個
即
非
超
個
・
超
個
即
非
個
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
竹
村
牧

男
『
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
』（
前
掲
）、
三
五
二
頁
。
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（
12
）　

私
個
人
の
連
想
で
あ
る
が
、
旧
約
聖
書
の
「
ヨ
ブ
記
」
で
、
自
ら
に
及
ん
だ
不
慮
の
災
難
を
め
ぐ
っ
て
、
三
人
の
友
人
た
ち
の
通
り
一
遍
の
「
一
般

的
」
な
神
観
の
お
し
つ
け
を
拒
否
し
て
、
あ
く
ま
で
も
自
分
が
納
得
で
き
る
よ
う
な
神
観
を
求
め
続
け
た
ヨ
ブ
の
姿
勢
は
、
ど
こ
か
こ
の
「
親
鸞
一
人
」

の
立
場
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

（
13
）　

菊
藤
明
道
『
鈴
木
大
拙
の
妙
好
人
研
究
』（
二
〇
一
七
年
、法
蔵
館
）
は
、善
導
・
親
鸞
に
よ
る
「
妙
好
人
」
と
い
う
語
の
使
用
、江
戸
時
代
以
来
の
「
妙

好
人
伝
」
の
系
譜
、
浅
原
才
市
の
生
涯
と
信
心
、
そ
の
自
筆
ノ
ー
ト
群
の
行
方
な
ど
を
説
明
し
た
上
で
、『
宗
教
的
経
験
の
事
実
―
―
庄し

ょ
う
ま松

底
を
題
材

と
し
て
』（
一
九
四
三
年
）、『
日
本
的
霊
性
』（
一
九
四
四
年
）、『
妙
好
人
』（
一
九
四
八
年
）、『
神
秘
主
義
―
―
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
仏
教
徒
』（
一
九
五
七

年
）
な
ど
に
表
現
さ
れ
た
鈴
木
大
拙
の
「
妙
好
人
」
研
究
に
つ
い
て
、
柳
宗む

ね
よ
し悦

や
楠
恭き

ょ
う

と
い
う
鈴
木
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
妙
好
人
研
究
と
と
も
に
克
明

に
考
察
し
て
い
る
。

（
14
）　

お
そ
ら
く
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ら
こ
れ
を
〝
「
世
俗
逃
避
的
神
秘
主
義
」
で
は
な
く
「
世
俗
内
的
神
秘
主
義
」
〟
だ
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
。

（
15
）　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
書
か
れ
た
の
が
、Zen Buddhism

 and its Influence on Japanese Culture 

（1938

）［
北
川
桃
雄
訳
『
禅
と
日
本
文
化
』、

一
九
四
〇
年
、『
続　

禅
と
日
本
文
化
』、
一
九
四
二
年
、
い
ず
れ
も
鈴
木
全
集
一
一
巻
所
収
］、
お
よ
び
そ
の
増
補
改
訂
版Zen and Japanese Culture 

（1959

）

で
あ
る
。

（
16
）　

鈴
木
大
拙
の
『
仏
教
の
大
意
』（
一
九
四
六
年
の
講
演
）
に
は
大
拙
自
身
に
よ
る
英
語
版
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
即
非
の
論
理
」（
鈴
木
全
集
七

巻
三
二
頁
）
に
は
、>the logic of self-identity<
と
い
う
英
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。D

aisetz T
eitaro Suzuki, T

he E
ssence of Buddhism

, 
second edition, 1968, K

yoto: H
ozokan, p.33.

（
17
）　
「
矛
盾
の
自
己
同
一
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
ほ
か
、
鈴
木
全
集
八
巻
二
一
一
頁
、
鈴
木
全
集
五
巻
四
一
三
、四
三
五
頁
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　
「
心
意
倫
理
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
倫
理
思
想
』
第
二
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
19
）　

上
田
閑
照
・
柳
田
聖
山
『
十
牛
図
―
―
自
己
の
現
象
学
』（
一
九
九
二
年
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）、
参
照
。

（
20
）　

鎌
田
茂
雄
『
華
厳
の
思
想
』（
一
九
八
八
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
）、
一
八
四
～
二
〇
一
頁
。

（
21
）　

築
山
修
道
「
鈴
木
大
拙
の
霊
性
的
自
覚
の
一
考
察
」（
日
本
宗
教
学
会
編
『
宗
教
研
究
』
第
三
六
五
号
、二
〇
一
〇
年
九
月
、所
収
）
が
現
代
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
」
と
鈴
木
大
拙
の
「
霊
性
」
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
て
い
る
。

（
22
）　
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
絶
対
無
の
場
所
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
、
聖
霊
論
的
思
考
の
論
理
に
対
応
す
る
」（
三
二
〇
頁
）
と
い
う
立
場
を
と
る
小
野

寺
功
は
、
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
鈴
木
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」
論
に
着
目
し
て
い
る
。
小
野
寺
は
「
西
田
幾
多
郎
・
田
辺
元
ら
の
日
本
近
代

の
哲
学
を
、大
拙
の
い
う
日
本
的
霊
性
の
自
覚
の
論
理
と
捉
え
つ
つ
、い
か
に
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
日
本
的
展
開
を
図
る
か
を
模
索
し
た
」（
三
二
六
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～
三
二
七
頁
）。
そ
し
て
、「
日
本
精
神
史
の
統
合
原
理
で
あ
る
『
霊
性
』
を
人
間
観
の
中
核
に
据
え
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
統
合
原
理
で
あ
る
三
位

一
体
の
『
聖
霊
』
と
結
び
つ
け
、こ
れ
ま
で
至
難
と
さ
れ
て
き
た
『
日
本
的
聖
霊
神
学
』
の
確
立
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
っ
た
」（
三
二
七
頁
）。
鈴
木
の
「
大

地
の
思
想
」（
親
鸞
に
代
表
さ
れ
る
）
に
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
大
地
の
思
想
」
に
つ
な
が
る
発
想
が
あ
る
（
三
二
九
頁
）
と
い
う
小
野
寺
の
指
摘
も

興
味
深
い
。
小
野
寺
巧
「
西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ
―
―
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
論
を
媒
介
と
し
て
」（
同
『
随
想　

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ
』、

二
〇
一
五
年
、
春
風
社
、
所
収
）。

（
23
）　
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
を
軸
に
吉
満
義
彦
や
鈴
木
大
拙
を
考
察
し
た
論
考
と
し
て
若
松
英
輔
『
霊
性
の
哲
学
』（
二
〇
一
五
年
、
角
川
選
書
）
が
あ
る
。

（
24
）　

桐
田
清
秀
「
大
拙
の
仕
事
と
『
日
本
的
霊
性
』
の
世
界
」（
鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』、
二
〇
〇
八
年
、
中
央
公
論
新
社
、
所
収
）、
一
六
～
一
九
頁
。

（
25
）　

末
木
文
美
士
「
解
説
」（
鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性　

完
全
版
』、
二
〇
一
〇
年
、
角
川
文
庫
、
所
収
）、
四
五
五
～
四
五
七
頁
。

（
26
）　

大
谷
大
学
（
編
）『
清
沢
満
之
全
集
』
第
三
巻
（
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書
店
）、
所
収
。

（
27
）　V

gl. Im
m

anuel K
ant, K

ritik der praktischen V
ernunft 

（1788

）

 , in: K
antʼs W

erke, Band V
, 1913, 1974 nachgedruckt, Berlin: Georg 

Reiner, S.122. >die U
nsterblichkeit der Seele<

は「
心
の
不
死
」と
訳
さ
れ
て
い
る
。
宇
都
宮
芳
明（
訳
）『
実
践
理
性
批
判
』（
一
九
九
〇
年
、以
文
社
）、

三
〇
四
頁
。

（
28
）　

註
16
で
挙
げ
た
『
仏
教
の
大
意
』
の
英
語
版
を
参
照
す
る
と
、「
霊
性
の
世
界
」（
鈴
木
全
集
七
巻
七
～
一
六
頁
）
に
は
、>a w

orld of spirit<

と
い

う
英
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。D

aisetz T
eitaro Suzuki, T

he E
ssence of Buddhism

, pp.1-14. 

『
日
本
的
霊
性
』（
第
四
篇
ま
で
）
に
は
英
訳
書

が
あ
り
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は>Japanese Spirituality<
で
あ
る
。D

aisetz Suzuki 

（translated by N
orm

an W
addell

）, Japanese Spirituality, 
1972, M

inistry of Education, Japan. 

鈴
木
大
拙
が『
ス
エ
デ
ン
ボ
ル
グ
』と
い
う
小
著
作
の
中
で
、今
日
通
常「
霊
魂
」と
訳
さ
れ
る>soul<

を「
霊

性
」
と
訳
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
高
橋
和
夫
「
鈴
木
大
拙
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
」（『
鈴
木
大
拙
全
集
』
月
報
二
三
、二
〇
〇
一
年
、岩
波
書
店
）、

七
頁
。

（
29
）　

ヴ
ェ
ッ
タ
ー
リ
ン
グ
や
エ
ド
マ
ン
ズ
に
関
し
て
は
、
次
の
論
考
を
参
照
し
た
。T

hom
as A

. T
w

eed, 

“Am
erican O

ccultism
 and Japanese 

Buddhism
: A

lbert J. Edm
unds, D

. T
. Suzuki, and T

ranslocative H
istory

” （Japanese Journal of R
eligious Studies, 32/2, 2005, N

anzan 

Institute for Religion and Culture, pp.249-281

）, 

桐
原
健
真
、
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
（
訳
）「
米
国
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
日
本
仏
教
―
―
Ａ
・
Ｊ
・

エ
ド
マ
ン
ズ
と
鈴
木
大
拙
、
そ
し
て
ト
ラ
ン
ス
ロ
カ
テ
ィ
ヴ
な
歴
史
叙
述
」（『
年
報　

日
本
思
想
史
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
一
～
三
一
頁
）。
吉

永
進
一
「
大
拙
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
―
―
そ
の
歴
史
的
背
景
」（『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
二
二
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
～
五
〇
頁
）。

（
30
）　A

nnual R
eport of the Sw

edenborg Society 1912, 1912, London, pp.31-34. 

吉
永
進
一
訳
（「
大
拙
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
―
―
そ
の
歴
史
的



七
四

背
景
」、
前
掲
、
三
九
～
四
一
頁
）。

（
31
）　

那
須
理
香
『
鈴
木
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」
―
―
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ　

新
井
奥
邃
と
の
対
比
か
ら
』（
二
〇
一
七
年
、春
風
社
）
で
は
、

鈴
木
大
拙
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
と
の
接
点
を
中
心
と
し
て
、「
霊
性
」概
念
の
形
成
過
程
が
探
究
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
く
。

　
　
　

私
見
に
よ
れ
ば
、
六
歳
の
と
き
父
を
亡
く
し
た
あ
と
苦
労
し
て
鈴
木
を
養
育
し
て
く
れ
た
最
愛
の
母
が
鈴
木
十
九
歳
の
と
き
に
死
去
し
た
こ
と
が
、

鈴
木
に
と
っ
て
強
烈
な
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

　
　
「
母
の
死
か
ら
直
感
し
た
『
霊
の
不
死
』
の
感
覚
が
後
ま
で
鮮
明
に
記
憶
さ
れ
、
鈴
木
の
『
霊
性
』
概
念
を
着
想
し
た
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ

の
体
験
は
、
鈴
木
の
『
霊
性
』
に
関
す
る
感
受
性
を
芽
生
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、『
霊
性
』
を
中
心
に
据
え
た
宗
教
観
の
構
築
を
決
定
づ
け
た
出

来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」（
一
二
八
頁
）

　
　

と
ま
で
言
え
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　

初
期
の
著
作
（
山
本
へ
の
書
簡
、『
安
心
立
命
の
地
』、『
新
宗
教
論
』）
に
お
け
る
「
霊
性
」
概
念
の
分
析
（
五
一
、一
二
八
～
一
三
〇
、二
二
三
～
二
三
四
頁
）

に
関
し
て
は
、『
日
本
的
霊
性
』
時
代
の
「
霊
性
」
概
念
の
内
実
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。「
人
心

奥
秘
の
処
に
深
く
蔵
め
ら
れ
た
る
一
種
の
魔
力
」
や
「
宇
宙
的
生
命
」
を
「
霊
性
」
と
等
置
す
る
見
方
（
二
二
三
、二
九
四
～
二
九
五
頁
）
は
誤
解
で
あ
る
。

ま
た
、「『
個
多
』
で
あ
る
人
間
が
、
全
体
的
存
在
で
あ
る
『
宇
宙
霊
』
か
ら
『
霊
の
生
命
』
と
し
て
の
『
霊
性
』
の
力
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

を
営
む
存
在
で
あ
る
と
い
う
鈴
木
の
と
ら
え
方
」（
五
三
頁
）
と
い
う
世
界
観
は
―
―
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
見
ら
れ
た
か
つ
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

的
な
世
界
観
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
―
―
『
日
本
的
霊
性
』
に
お
け
る
鈴
木
の
世
界
観
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
い
う「
霊
魂（soul

）」と
は「
人
間
の
心
な
い
し
精
神
の
最
深
部
な
い
し
最
内
奥
に
あ
る
超
意
識
的
な
高
次
の
領
域
」（
二
六
三

頁
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の>soul<

に
鈴
木
は
「
霊
性
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
。
そ
れ
は
、「
霊
魂
」
の
実
在
を
説
く
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
立

場
に
つ
い
て
、「
霊
魂
」
の
実
在
を
否
定
す
る
仏
教
徒
が
誤
解
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
二
三
九
頁
）。
し
か
し
、
註
27
で

示
し
た
よ
う
に
、>soul<

を
「
霊
性
」
と
訳
す
こ
と
は
『
新
宗
教
論
』（
一
八
九
六
年
）
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
著
作
の
翻

訳
に
際
し
て
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
へ
の
一
時
期
の
鈴
木
の
傾
倒
は
、
鈴
木
の
「
霊
性
」
概
念
を
方
向

づ
け
る
上
で
影
響
力
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
那
須
の
次
の
よ
う
な
見
解
は
正
当
で
あ
る
。

　
　
「
鈴
木
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
神
学
で
示
さ
れ
た
『
霊
界
』
の
著
述
の
中
で
、
仏
教
的
世
界
観
に
共
通
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
『
真
実
』
で

あ
る
と
し
て
受
け
入
れ
た
も
の
の
、『
多
く
の
仮
想
』
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
宗
教
概
念
と
し
て
同
意
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と

を
自
覚
し
つ
つ
鈴
木
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
を
日
本
に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
当
時
退
廃
し
て
い
た
日
本
の
仏
教
界
を
活
性
化
す



鈴木大拙の『日本的霊性』についての考察　（上）

七
五

る
媒
介
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。」（
二
一
九
頁
）

　
　
「『
霊
性
』
は
鈴
木
の
宗
教
的
直
観
か
ら
産
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
に
出
会
っ
た
こ
と
が
直
接
的
な
要
因
で
は
な
い
。

し
か
し
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
の
訳
語
と
し
て
『
霊
性
』
と
い
う
語
を
用
い
た
こ
と
が
、
鈴
木
の
独
自
の
概
念
を
『
霊
性
』
と
し
て
提
示
す

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
が
鈴
木
の
『
霊
性
』
概
念
形
成
の
一
部
を
担
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
。」（
二
四
五
～
二
四
六
頁
）

（
32
）　

中
村
元
・
紀
野
一
義
（
訳
註
）『
般
若
心
経
・
金
剛
般
若
経
』（
一
九
六
〇
年
、
岩
波
文
庫
）、
長
尾
雅
人
・
戸
崎
宏
正
（
訳
）『
大
乗
仏
典
１　

般
若
部
経

典
―
―
金
剛
般
若
経
／
善
勇
猛
般
若
経
』（
二
〇
〇
一
年
、
中
公
文
庫
）。

（
33
）　

大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
委
員
会
（
発
行
）『
大
正
新
脩　

大
蔵
経
』（
一
九
二
四
年
、一
九
六
三
年
再
刊
、大
蔵
出
版
株
式
会
社
）
第
七
巻
九
八
〇
～
九
八
五
頁
、

第
八
巻
七
五
二
～
七
七
五
頁
、第
二
五
巻
七
六
七
～
七
八
一
頁
。
縮
刷
大
蔵
経
刊
行
会
（
発
行
）『
大
日
本
校
訂　

大
蔵
経
』
第
十
帙
（
一
九
三
八
年
）、月
九
、

四
一
～
四
六
枚
目
。
前
掲
岩
波
文
庫
『
般
若
心
経
・
金
剛
般
若
経
』
一
八
九
～
一
九
〇
頁
、
参
照
。

（
34
）　
『
金
剛
般
若
経
』
に
は
「
Ａ
で
あ
る
」
で
は
な
く
「
Ａ
と
呼
ば
れ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
谷
口
富
士
夫
は
強
調
し
て
い
る
。

　
　
「『
Ａ
が
Ａ
で
あ
る
』
こ
と
と
『
Ａ
が
Ａ
と
呼
ば
れ
る
』
こ
と
は
、
似
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
全
く
別
の
こ
と
を
指
す
。
…
…
『
Ａ
が
Ａ
と
呼
ば

れ
る
』
と
い
う
文
に
お
け
る
︿
Ａ
﹀
と
い
う
語
の
場
合
、
最
初
の
︿
Ａ
﹀
は
Ａ
と
い
う
対
象
を
指
し
て
お
り
、
後
の
︿
Ａ
﹀
は
︿
Ａ
﹀
と
い
う
語
を

指
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
即
非
の
文
に
お
け
る
第
３
の
︿
Ａ
﹀
、
す
な
わ
ち
、『
Ａ
と
呼
ば
れ
る
』
と
い
う
場
合
の
︿
Ａ
﹀
は
、
名
称
で
あ
っ
て
、

そ
の
名
称
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
『
対
象
』
で
は
な
い
。」（
谷
口
富
士
夫
「『
金
剛
般
若
経
』
に
お
け
る
言
語
と
対
象
」、『
佛
教
学
』
第
三
〇
号
、

一
九
九
一
年
三
月
、
三
三
頁
）

（
35
）　
「
仏
土
を
荘
厳
す
」
が
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
漢
訳
の
書
き
下
し
、
か
っ
こ
内
の
「
国
土
の
建
設
」
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か
ら
の
邦
訳
、
英
数
字
は

コ
ン
ゼ
校
訂
本
の
節
番
号
。
以
下
同
様
。
訳
語
は
岩
波
文
庫
版
に
依
拠
す
る
。

（
36
）　
「
Ａ
は
非
Ａ
な
り
」
と
は
、「
事
物
a
は
現
象
（
相
）
で
あ
る
が
、実
体
な
ら
ず
（
非
相
）」
の
意
味
と
解
す
べ
き
だ
と
末
木
剛
博
が
指
摘
し
て
い
る
（
末

木
剛
博
『
日
本
思
想
考
究
―
―
論
理
と
構
造
』、
二
〇
一
五
年
、
春
秋
社
、
第
八
章
「
鈴
木
大
拙
の
非
大
拙
的
理
解
」、
二
五
二
頁
）。
末
木
剛
博
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
「
空
（
非
実
体
的
全
体
性
）
と
相
（
現
象
的
個
別
性
）
と
の
相
即
」
と
い
う
「
理
事
無
礙
」
の
立
場
は
、
む
し
ろ
「
抽
象
的
な
理
を
否
定

し
て
、そ
れ
を
個
々
の
具
体
相
に
お
い
て
再
認
す
る
」
も
の
と
し
て
の
「
真
人
の
行
為
」
と
い
う
「
事
事
無
礙
」
の
立
場
へ
と
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
（
同

書
二
六
一
頁
）。
そ
れ
は
、『
仏
教
の
大
意
』
に
お
け
る
「
大
智
」
と
「
大
悲
」
と
の
両
面
に
対
応
し
て
お
り
（
同
書
二
六
二
頁
）、「
真
人
の
行
為
」
を
「
個

別
性
の
優
位
」
と
い
う
観
点
か
ら
掘
り
下
げ
た
の
が
『
臨
済
の
基
本
思
想
』
だ
と
い
う
（
同
書
二
六
三
頁
）。



七
六

　
　
　

ま
た
、
立
川
武
蔵
は
、「『
Ａ
は
非
Ａ
で
あ
る
』
と
は
、『
Ａ
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
際
に
は
非
存
在
な
る

も
の
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、『
Ａ
は
Ａ
以
外
の
も
の
で
あ
る
』
を
意
味
し
な
い
」
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
「
逆
説
が
仏
教
の
本
質
を
語
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
立
川
武
蔵
「『
金
剛
般
若
経
』
に
見
ら
れ
る
『
即
非
の
論
理
』
批
判
」（『
印
度
學
佛
敎
學
研
究
』
第

四
一
卷
第
二
號
、
一
九
九
三
年
三
月
、
九
八
四
～
九
八
七
頁
）。

（
37
）　

長
尾
雅
人
「
解
説　

金
剛
般
若
経
」（
前
掲
『
大
乗
仏
典
１　

般
若
部
経
典
―
―
金
剛
般
若
経
／
善
勇
猛
般
若
経
』、
所
収
）、
三
二
六
～
三
二
七
頁
。

（
38
）　

逆
接
で
は
な
く
順
接
に
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
谷
口
富
士
夫
も
着
目
し
て
い
る
。

　
　
「
な
ぜ
『
Ａ
１
は
Ａ
２
で
は
な
い
』
と
『
Ａ
１
は
︿
Ａ
３
﹀
と
呼
ば
れ
る
』
を
つ
な
ぐ
接
続
詞
が
『
に
も
か
か
わ
ら
ず
』
で
は
な
く
『
そ
れ
故
』
で

あ
る
の
か
。
も
し
二
つ
の
命
題
が
客
観
的
事
実
の
み
を
表
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
後
半
部
は
前
半
部
と
反
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
か
ら
、
逆
接

の
接
続
詞
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
順
接
で
は
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
即
非
の
文
は
客
観
的
事
実
を
述
べ
た
文
で
は
な
く
、
実

践
的
な
勧
誘
を
説
い
た
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
仏
の
側
か
ら
言
え
ば
、
自
ら
の
言
葉
が
意
味
す
る
こ
と
が
ら
は
弟
子
た
ち
が
そ

の
言
葉
に
よ
っ
て
一
般
的
に
考
え
る
こ
と
が
ら
と
異
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
高
み
に
ま
で
弟
子
た
ち
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
説
法
し
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
即
非
の
文
に
お
い
て
前
半
と
後
半
を
つ
な
ぐ
『
そ
れ
故
』
は
、
決
し
て
客
観
的
な
論
理
を
示
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
仏
の
側
に
立
場
を
置
い
て
、
仏
が
説
法
を
弟
子
た
ち
の
た
め
に
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
必
然
性
を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。」（
谷
口
前
掲
論
文
、
三
七
～
三
八
頁
）

（
39
）　

末
木
文
美
士
『
仏
教
―
―
言
葉
の
思
想
史
』（
一
九
九
六
年
、
岩
波
書
店
）。

（
40
）　

谷
口
富
士
夫
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
「
鈴
木
大
拙
氏
の
所
説
は
、『
金
剛
般
若
経
』
の
文
意
か
ら
解
釈
し
た
と
い
う
よ
り
は
、『
金
剛
般
若
経
』
と
中
国
や
日
本
の
禅
思
想
の
間
に
つ
な
が
り

を
見
付
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
の
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
、
す
な
お
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。」（
谷
口
前
掲
論
文
、
三
二
頁
）

（
41
）　

蜂
屋
邦
夫
（
訳
注
）『
老
子
』（
二
〇
〇
八
年
、
岩
波
文
庫
）。

　

紙
幅
の
制
約
の
た
め
、
第
四
～
六
章
は
次
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。


