
公

案

の

研

究

に

就

て

日

種

譲

山

}

純
主
槻
敏
と
見
ら

る
、
照

も
、
そ

の
宗

敏
的
機
能
を
達
成
す

る
に
は
、
種

々
な
る
機
關
が
備

は
ら
ね
ば
な
ら

漁
、

そ
し
て
、
そ
れ
等
の
機
關
が
自
然
的
に
合
整
せ
ら
れ
て
、

一
個

の
統

一
禮
と
な
り
て
、
内
的

に
も
外
的
に
も
飛
躍
す

る
所

に
、
繹
の
宗
激
的
機
能

が
見
世

さ
る
、
の
で
あ
る
。
所
が
そ
の
合
整
膿
に
は
、
合
整
の
中
心
と
な
り
て
、
他

を

そ
れ

に
合
整
す

る
カ
と
、
合
整
せ
ら
れ
た

る
者
を
生
命

つ
け
て
、
そ
れ
を
全
う
し
、
そ
れ
を
躍
動
せ
し
め
て
、
各
そ

の
任
務
を
達
成
せ
し
む
る
カ
と
な
る
者

が
な
く

て
は
な
ら

ぬ
。
之
あ
り
て
始

め
て
総
て
の
機
關
は
生
き
る
の
で
あ
り

宗

教
的
機
能

が
顯
現
す

る
の
で
あ
る
。
暉
の
所
謂
公
案
は
、
實

に
其
作
用
を
有
す

る
中
心
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
之

に
よ
り
て
総
て
が
合
整

せ
ら
れ
、
総

て
が
生
命

つ
け
ら
れ
て
、
各

の
そ
の
作
用
を
完
全
に
達
成
す
る
。
此

の
意
味

に

於
て
公
案
は
繹
の
生
命

の
主
要
分
子

で
あ
り
、
根
基
的
主
動
騰
で
あ
る
。
從

つ
て
繹
の
持
績
と
登
揚
と
は
、

一
に
公

案

に
か

、
り
て
、
他

は
灘
の
宗
敏
的
機
能
を
助
成
す

る
補
成
機
關

に
過
ぎ
な
い
Q
然
し
宗
敏
に
於
け
る
補
助
機
關
は

他

の
場
合
、
讐

へ
ば
疾
病
に
於
け

る
補
助
藥
の
や
う
に
、
簡
易
に
し
て
ま
た
安
債
な
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
、
そ

公
案
の
研
究
に
就
て

(
一
)
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公
案
の
研
究
に
就
て

(
二
)

の
補
成
機
關

に
よ
り
て
、
其
生
命
が
現
實
化
し
、
宗
教
的
使
命

が
達
成
し
得

る
か
ら

で
あ

る
。
け
れ
ど

も
、
補
助
機

關

の
完
備

と
登
達
と
に
從

ひ
、
圭
動
膿

の
公
案
が
輕
覗

さ
る
、
場
合
が
あ
る
、
時

に
に
ま
た
、
時
代
の
潮
流

の
み
に

囚
れ
て
、
そ
れ
に
慮
動
せ
ん
と
す

る
結
果
、
そ
れ
を
無
用
覗
し
て

一
顧
も
な
さ
な

い
者
も
あ
れ
ば
、
破
壊

を
敢
て
せ

ん
と
企

る
も
の
も
あ
る
。
若
し
繹
に
し
て
之
を
輕
親
し
之
を
破
壊
せ
ん
か
、
そ
の
成
立
の
根
基
は
こ
、
に
破
壊
せ
ら

れ
て
、
生
命
を
失

ふ
に
至

る
の
で
あ
る
。
内
面
的
で
あ

る
べ
き
宗
教
が
、
現
代

の
如
く
外
形
化
し
、
外
形

の
完
整

に

よ

つ
て
使
命
を
達
成
せ
ん
と
す

る
時
代
は
、

こ
の
病
弊
に
堕
在
し
易

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
繹
と
し
て
は
外
形
の

達
成
を
忌
な
に
は
あ
ら
ざ
る
も
、
外
形
の
達
成

は
、
内
的
生
命

の
飛
躍
す

る
所

に
顯
現
せ

る
外
形

に
し

て
、
始

め
て

生
命
あ
り
、
儂
値
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
形
の
達
成
は
内
的
生
命

の
延
長
又
は
そ
の
顯
現
た

る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
澱
。
是
れ
古
今
の
先
徳

が
、
公
案

の
研
究

に
生
命
を
捨
て

〉
没
頭

し
だ
所
以
で
あ
る
。

=

眞
實

の
意
味

よ
り
云

へ
ば
暉

の
研
究

と
は
實
際
的

の
騰
験

で
あ
つ
て
、
膿
験

の
外
に
眞

の
意
味

に
於
け

る
研
究

は

な

い
。
從

つ
て
灘

の
講
説
と
云

へ
ば
、
提
唱
の
外

に
眞

の
意
味
を
有
す

る
講
説
は
な

い
。
然
ら
ば
何
も
の
を
提
唱
し

何
物
を
隆
験
す

る
か
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
先
徳

の
提
示

せ
る
公
案

で
あ
る
。
公
案

の
提
唱
及
び
禮
駿
は
、

つ
ま
り
は

「
佛
心
」
の
提
唱
「
佛
心
」
の
禮
験

で
あ
る
。
暉
の
枯
弄
と
云
ひ
、
詳
唱
と
云
ひ
、
悉
く
公
案

で
あ

つ
て
、
他

に
は
何
物

.も
存
在
し
な
い
。
古
今

の
先
徳
が
上
堂
又
は
小
墾
に
於
て
、
學
徒
に
示
せ
る
語
を
見
る
と
、
何
も
公
案

で
あ
っ
て
、
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公
案
以
外

に
は
何
等
の
説
示
も
評
唱
も
な
い
。
殊
に

佛
教
の
典
籍
中
最
も
歎
量
に
富
め
る
も

の
は
、
租
師
方
の
暉
録

で
あ

る
が
、
そ
の
内
容
は
悉
く
公
案

の
評
唱
や
拮
弄

に
過
ぎ
な

い
。

叉
暉
宗
猫
特

の
観
あ
る
偶
碩
も
経
典

に
記

さ
れ

て
あ

る
。

そ
れ
と
は
異

つ
て
、
文
字

の
裏
面
に
公
案

の
意
義

の
含
蓄
し
て
ゐ
な
い
者
は
殆
ん
ど
無

い
と
云

つ
て
よ

い
。

暉
の
敢
法
は
此
の
如
く
公
案
を
以
て
動
き
、
公
案
を
以
て

一
貫
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
若
し
之
を
他

の
藪
宗

に
比
す

る
な
ら
ば
、
敏
宗

に
は
所
依

の
経
典

あ
り
、
経
典

に
依

つ
て
漱
相
あ
り
、
そ
の
経
典

に
よ
る
の
駿
相
は
、
所
依
の
立

脚
を
明
に
す

る
者
で
あ

つ
て
、
之

に
よ
り
て
教
宗
は
成
立
し
て
ゐ
る
。
繹
は
自
ら
敢
外
別
傳
と
稻
し
、
経
典
は
所
依

と
せ
ざ
る
も
、
暉

の
公
案

は
恰
も
敢
宗

に
於
け
る
経
典

の
如
き
観

が
あ
る
。
勿
論
其
内
容
よ
り
云

へ
ば
、
各
濁
特
の

黙
あ
り
て
、
悉
く
相

一
致
す

る
者

に
は
あ
ら
ざ

る
も
、
全
然
異

っ
た
も
の
で
あ

る
と
も
云
ひ
得
な

い
o
そ
れ
は
「
法
」

が
先
徳
の
禮
験
を
透
し
て
そ
の
個
性
に
盛
ら

れ
、
そ

こ
に
「
喝
」
や
「
嘆
」
が
顯
現
し
て
居

る
所

に
「
法
」
が
濁
自
付
け
ら

れ
て
、
濁
目
の
法
と
し
て
の
動
き
と
な
つ
て
居

る
か
ら
、

こ

、
に
繹
濁
特
の
公
案
が
顯

は
れ
、

そ
し
て
暉

の
根
基
的

主
動
謄
と
な
り
生
命
と
な
つ
た
の
で
、
繹
は
公
案
を
除

い
て
は
理
解

せ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
然
ら
ば
公
案
と
は
如

何
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
か
、
叉
如
何
な

る
意
味

に
於
て
そ
れ
が
根
基
的
主
動
膿
で
あ

る
か
、

こ
の
二
問
題

に
就

い

て
考
察

を
進

め
ね
ば
な
ら
ぬ
そ
れ

に
は
先

づ
先
徳
の
提
示
せ
る
解
説
を
黙
槍
す

る
こ
と
が
解
答
の

一
方
法
で
あ
り
そ

し
て
先
徳

の
解
説
は
今
人

の
解
説
の
や
う

に
自
己

の
學
・的
意
識
に
よ
り
て
勝
手
に
裁
断

し
た
の
で
な
い
か
ら
、
公
案

提
示
者

の
意
志
が
能
く
酌
ま
れ
て
ゐ
る
故
、
先

づ
中
峰
和
爾

の
そ
れ
を
引
用
す

る
こ
と
に
す

る
。

公
案
の
研
究
に
就
て

(
三
)
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公
案
畠
硲
究
に
就
て

(四
)

或
人
問
ふ
、
佛
租
の
機
繰
世
に
公
案
と
稽
す

る
者
は
何
ぞ
や
。
幻

(中
峰
〉
曰
く
公
案

と
は
乃
ち
公
府

の
案
膿

に
喩

ふ
る
な
り
、
法
の
所
在

に
し

て
王
蓮

の
治
謝
實

に
こ
れ
に
係
れ
り
。
公
と
は
乃
ち
聖
賢
其
轍
を

一
に
し
て
天
下
其
途

を
同
う
す

る
の
至
理
な
り
、
案

と
は
帥
ち
聖

賢
理
を
爲
す

こ
と
を
記
す

る
正
文
な
り
。

凡
そ
天
下
を
有

っ
者
は
未
だ

嘗

て
公
府

な
く
ん
ば
あ
ら
す
、
公
府
を
有
す
る
者
は
未

だ
嘗

て
案
腰
な
く
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し
取
り
て
以
て

法

と
な
し
而
し
て
天
下
の
不
正
を
断
せ
ん
と
欲
す

る
者
な
り
。
公
案
行
は

る
れ
ば
帥
ち
理
法
用
ひ
ら
れ
、
理
法
用
ひ

ら
る
れ
ば
期
ち
天
下
正
し
、
天
下
正
し
け
れ
ば
帥
ち
王
遊
治
ま
る
な
り
。

夫
れ
佛
租
の
機
縁
之
を
目
け
て
公
案
と
云
ふ
も
亦
然
り
、
蓋
し

一
人
の
臆
見
に
あ
ら
す
。
乃
ち
霞
源
に
會
し
、
妙

旨

に
契
ひ
、
生
死
を
破
り
、
情
量

を
越
え
て
、
三
世
十
方
の
開
士
と
同
じ
く
稟

る
所
の
至
理
な
り
。
且
く
義
を
以
て

解
す

べ
か
ら
す
、

言
を
以
て
傳

ふ
べ
か
ら
す
。
文
を
以
て
詮

ぷ

べ
か
ら
す
、
識
を
以
て
度

る
べ
か
ら
す
。
塗
毒
鼓
の

如
し
、
聞
く
者
皆
喪
す
。
大
火
聚

の
如
し
、
之

に
嬰

る
れ
ば
則
ち
燈
る
◎
故

に
霊
山
に
之
を
別
傳
と
云

ふ
は
、
之

を

傳

ふ
る
な
り
、
少
林
に
直
指
と
云
ふ
は
、
此
を
指
す
な
り
。
南
北
宗
を
分
ち
、
五
家
派
を
列
ね
て
よ
り
以
來
、
諸

の

善
知
識
其

の
所
傳
を
操
り
、
其

の
所
指
を
負

ふ
、
賓
叩
き
主
癒
じ
、
牛
を
得

て
馬
を
還
す

頃
に
お
い
て
、
轟
言
細
語

口
に
任

せ
て
捷
出
し
迅
雷
の
耳
を
掩

ふ
を
容
れ
ざ

る
が
如
し
o
…
…
…
世

に
長
老
と
稽
す

る
者
は
帥
ち
、
叢
林
公
府

の
長
吏
な
り
。
其
の
燈
を
編
し
録
を
集
む

る
者
は
、
師
ち
其

の
激
揚
提
唱

の
案
贋
を
記
す

る
な
り
。
…
…
:
・

夫

れ
公
案
は
、
帥
ち
、
情
識
の
昏
暗
を
燭
す
慧
炬
な
り
、
見
聞
の
腸
膜
を
掲

る
の
金
箆

な
り
、
生
死
の
命
根
を
断
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つ
の
利
斧
な
り
、
聖
凡
の
面
目
を
鑑
む

る
の
暉
鏡
な
り
。
租
意
之
を
以
て
廓

明
に
し
、
佛
心
之
を
以

て
開
顯
す
。
其

の
全
超
遍
脱
大
達
同
謹

の
要
、
此
よ
り
越
え
た

る
は
な
し
。
…
…
…
(中
峰
廣
録
山
房
夜
話
上
『
原
漢
丈
』
)

先
徳

の
説
示
極

め
て
明
瞭
、
公
案

の
眞
意
義
説

き
得

て
籐
薔

な
し
と
云
ふ

べ
き
で
あ

る
。
同
時
に
公
案
が
灘
の
根

基
的
主
動
騰
『

叉
は
生
命

と
も
云
ふ
べ
き
こ
と
は
明
で
あ

る
Q
同
時
に
又
公
案

の
使
命
も
適
確
簡
潔

に
示

さ
れ
て
あ

る
。
此

に
よ
つ
て
見

る
と
、
公
案
と
は
先
徳
の
提
唱
せ
ら
れ
た

る
正
文
と
云
ふ
意
味

で
、
而
も
其
の
正
文
に
は
聖
賢

の
盤
得

せ
る
眞

理
が
盛
ら
れ
て
居

る
に
よ

つ
て
、

之
を
準
縄

と
し
て
邪
輝
邪
法
を
観
照
し

て
、
其
不
正
な
る
者
を
断

滅
し
て
正
暉
正
法
を
傳

へ
ん
と
す

る
に
在
る
こ
と
は
知

り
得
ら

る
。
而
し
て
公
案

の
作
用

は
、法

の
本
源
に
徹
し
佛
租

の
解
脱
境
に
現
は
れ
た
る
妙
旨

に
契
合
し
、
佛
租
と
同

一
境
涯

に
入
ら
し
め
、
之
を
反
面
よ
り
云

へ
ば
、
吾
人
の
自

ら
以
て
意
識
と
せ
る
情
量
を
超
越
し
て
、
情
量

の
上
に
築
き
あ
げ
た

る
生
死
の
城
廓
を
撃
破
し
て
、
無
生
死
無
分
別

智

の
眞
智
を
得

せ
し
め
て
、
佛
と
眉
を
結
び
紳

と
肩
を
交

へ
で
遊
戯
自
在

の
境
に
入
ら
し
む

に
あ
る
こ
と
は
明
瞭

で

あ
る
。
是
れ
中
峰
先
徳

が
「
情
識
の
昏
暗
を
燭
す

る
の
慧
炬
な
り
、
見
聞
の
騎
膜
を
揚

る
の
金
箆
な
り
、
生
死

の
命
根
を

断

つ
の
利
斧
な
り
、聖
凡
の
面
目
を
鑑
む
る
の
繹
鏡
な
り
」
と
提
唱
せ
ら
れ
し
所
以

で
あ
る
。
先
徳
が
公
案
を
提
示
し

て
學

者
の
悟
境
を
槍
謹
せ
ら
れ
し
例
は
、
輝
録

の
在

々
慮

々
に
見
る
所
で
あ
る
が
、
卑
近
な
る

一
例
と
し
て
藤
門
垣

途

の
話
題

に
上

る
念
佛
上

入
と
獅
湛
暉
師
と
の
商
量
を
記
す

る
と
、
輝
師

一
日
上
人

に
問
ふ
て
曰
く

「
師
は
何
宗

の

行
者
な
り
や
」
、
上
人
曰
く
「
浮
宗
」
、
禮
　師
曰
く

「
彌
陀

の
年
幾
干
ぞ
」
、
上
人
曰
く
「
吾
れ
と
同
じ
う
す
」
、
暉
師
更

公
案
の
碑
究
に
麟
て

(
五
)
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公
血乗
の
硯
究
に
、就
て

(
山ハ)

に
曰
く
「
上
人
年
幾
干
ぞ
」
、
曰
く
「
彌
陀
と
同
年
」
、
暉
師
追
究
し
て
曰
く
「
帥
今
彌
陀
何
れ
の
慮
に
か
在

る
」
、
上
人

は
L
黙
然
と
し
て
左
手
を
畢
げ
ら
れ
た
L
、
以
上

の
商
量

は
詞
に
好
箇
の
商
量
で
あ
る
。
若
し

こ
の
商
量
を
浄
宗

の
仁

士
よ
り
見
た
な
ら
ば
、
如
何

に
も
妄
談
で
あ
り
滑
稽
談
で
あ
り
、

一
笑

に
も
債

ひ
せ
す
と
思
は
る

、
で
あ
ら
う
が
、

機
法

一
膿
と
云
ひ
、
信
心
獲
得
と
唱
畢
す

る
以
上
は
、
自
己
の
上
に
顯
現
す

る
の
で
な
く
て
は
、

一
膿
で
も
獲
得

で

も
な
い
、
観
念
の
世
界

に
影

を
宿
し
て
居

る
に
過
ぎ
な
い
。
是
に
於
て
灘

は
之

れ
聖
な
り
や
凡
な
り
や
と
繹
鏡

に
照

し
て
判
別
す

る
の
で
あ

る
。
是
聖
凡
を
鑑

む
る
の
繹
鏡
な
り
と
公
案

の

一
作
用
を
拮
提
し
た
の
で
あ
る
。
其
他
租
師

の
心
境
を
朗
然
と
鑑
照
し
、
自
己
佛
心
を
開
顯
す

る
の
紳
秘
的
鍵

は
、
實

に
公
案
中
に
秘
め
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
る
。

故

に
黄
桀
希
運
繹
師
は
「
既

に
丈
夫
の
漢
な
ら
ば
箇
の
公
案
を
看
よ
」
と
示
さ
れ
て
居

る
。
「
看
よ
」
と
は
看
見
の
意
味

北
あ
ら
す
し
て
、
都
ち
看
破

の
意
味

で
あ
る
。
そ
れ
は
公
案

に
墾
究
し
て
其
源
底

に
達
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
か

ら
、
元
よ
り
安
債
な
看
破
で
は
な
い
。
暉
は
此
の
如
く
公
案
の
看
破

に
よ
り
て
始

め
て
自

己
を
看
破
し
、自
己

の
看
破

に
よ
り
て
公
案
の
眞
意
義
を
看
破
し
、
公
案
と
自
己
と
不

一
二

騰
と
な
h
一て
始

め
て
看
破
せ
ら
る

、
の
で
あ

る
か
ら
、

藤

の
見
性
を
見
即
性
と
云

へ
る
如
く
、
不

二

一
燈
と
な
れ
る
と
こ
ろ
に
公
案

の
眞
生
命
は
見
出
さ
る
、
の
で
あ
る
。

三

.

古
來
繹
宗
を

一
に
座
暉
宗
と
云
つ
た
人

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
確
か

に
暉

の

一
面
を
道
破
せ
し
命
題

で
あ

る
。
公
案

の
騰
達
に
は
必
ら
す
坐
縄

が
俘

つ
て
居

る
。
何
故

に
坐
暉
が
伴
ふ
か
な
れ
ば
、

そ
れ
に
は
先

づ
吾
人

の
意
識
駿
態
を
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槍
照
し
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
吾
人
の
現
在
の
意
識
状
態

は
波
動
形
を
な
し
て
居

る
、

こ
の
波
動
形
の
高
低

に
よ
り
て

一
切

の
矛
盾

が
創
爲
せ
ら
れ
て
居

る
。
例
せ
ば
善

の
意
志
と
悪
の
意
志
、
普
遍
的
意
志
と
個
別
的
意
志
、
公
人
的
意

志
と
私
人
的
意
志
、
其
他
眞
備
、
正
不
正
、
生
死
迷
悟

と
云

へ
る
如
き
二
面
の
波
動
に
よ
り
て
、

こ
、
に
矛
盾
を
生

じ
、
入
生
の
苦
惜
を
生
み
出
し

て
居

る
の
で
あ
る
。
約
言
す

れ
ば
意
識

の
分
裂

に
よ
り
て
矛
盾

が
出

で
、
分
化
作
用

が
進
展
的
に
行
は
れ
ぬ
こ
と
に
よ
り
て
苦
憐
が
生
す

る
の
で
あ
る
。
元
來
意
識
自
身
は

一
の
統

一
膿
で
あ

る
。
そ
れ

が
分
化
作
用
を
起
す

こ
と
に
よ
つ
て
進
展
す

る
の
で
あ
る
。
宗
敏
上
の
永
遠

の
生
命
も
こ
、
に
存
す
れ
ば
、
佛
敢
哲

學

の
不
憂
眞
如
随
縁
興
如
も
こ
の
外

に
な
い
の
で
あ
る
。
意
識

の
舜
化
は
眞
如
の
随
縁
作
用
で
あ
り
、
意
識
の
統

一

禮
は
不
鍵
眞
如
自
身

で
あ
る
。

而
も

こ
の
二
は

一
禮

の
二
面
で
あ
る
か
ら
、
不
獲
眞
如

の
外

に
随
縁
眞
如
な
く
、
統

一
膿

の
外

に
分
化
意
識
は
な
い
、
分
化
意
識

が
帥
統

一
意
識
で
あ
り
、
随
縁
眞
如
が
即
不
鍵
眞
如
で
あ

る
。
所
が
意

識

の
分
裂
は
、
こ
の
統

】
禮

に
整
合
作
用
の
行
は
る
、
間
は
起
ら
な
い
が
、
其
統

一
膿
が
分
化
し
て
整
合
作
用

の
行

は
れ
ざ
る
場
合
に
分
裂
は
生
す
る
、
何
故

に
整
合
作
用
が
行
は
れ
な

い
か
な
れ
ば
、
分
化
せ
し
意
識
が
客
観
化
し
て

樹
象
の
形
を
持

つ
た
時
、

必
す
相
封
的
と
な
り
て
、

こ
、
に
分
裂
を
生
す

る
。
よ
し
や
そ
れ
が
、
概
念
で
あ
ら
う
が

観
念
で
あ
ら
う
が
、
客
観
化
し
て
封
象
と
な
つ
た
時
は
、
相
醤
的
意
識
と
な
り
て
生

き
ん
と
す

る
意
識
自
身

の
機
能
は

厘

止
せ
ら
る
、
の
で
、
そ

の
機
能
を
全
う
す

る
こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。

こ
、
に
意
識
は
死
滅

の
状
態
に
陥

る
。

意
識

の
苦
悔

は
こ
、
に
在

る
。

こ
の
苦
惜
を
救

ひ
て
意
識
を
活
現
せ
し
め
ん
と
す
る
所

に
、
坐
繹

の
必
要
も
あ
れ
ば

公
案
の
研
究
に
就
て

(七
)
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公
案
の
研
究
に
就
て

戸八
)

'

使
命
も
あ
る
。
然

る
に
軍

に
坐
す

る
こ
と

の
み

に
よ
り
て
、
分
裂
を
し
て
分
化
に
、
分
化
を
し
て
整
合
的
統

一
騰

に

還
元
せ
し
む
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
か
と
云

へ
ば
全
然
不
可
能
に
は
あ
ら
ざ

る
も
、
そ
れ
は
絶
大
な
意
力
を
有
す

る

者

に
し
て
始

め
て
可
能
で
あ

つ
て
、
普
通
の
人

に
は
殆
ど
不
可
能

に
近

い
の
で
あ

る
。
況
や
意
識
は
常

に
封
象
を
求

め
て
生

き
よ
う

と
し
、
進
展
し
よ
う
と
す

る
、
是
意
識
膚
身

の
駅
態
で
あ
る
と
云

つ
て
も
不
可
は
な
い
。

こ
の
意
識

自
身

の
微
妙

の
作
用
を
把
握

し
て
、
本
然

の
禮

に
還
元

せ
し

め
ん
が
爲

に
公
案
が
創
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然

し

こ
れ
の
み
を
以
て
公
案
の
全
作
用

と
見
る
の
は
早
計
の
甚
し
き
者
で
あ
る
。
實
は
公
案

の

一
作
用

に
過
ぎ
な

い
の
で

公
案
と
し
て
は
第

一
歩
の
踏
出
し
で
あ

る
。
更

に
云

へ
ば
、
善
悪
生
死
昏
沈
悼
翠

の
二
元
的
封
立
的
分
裂
的
意
識
に

一
の
公
案
を
與
ふ
る
と
、
意
識
は
そ
れ
を
自
己

の
封
象
と
し
て
、
死
滅
状
態
よ
り
復
活

し
て
活
動
を
起

し
、
知
性
が

先

づ
先
鋒
と
な
り
て
分
別
考
慮

の
限

り
を
盤
し
て
、
樹
象

の
解
決

に
全

力
を
鑑
す

の
で
あ

る
が
、
元
よ
レ
知
性

の
解

決
し
得

べ
き
性
質

の
者
で
な
い
か
ら
、
科
學
哲
學
に
よ
り
て
精
錬
せ
ら
れ
た
知
も
、
.
途
に
破
産
の
境
遇

に
堕
し
て
影

を
潜
む
と
、
意
志
が
第
二
軍
と
な
り
て
、
鋭
意

に
突
進
し
て
正
面
抗
撃
に
移

り
、
途

に
は
樹
象
と
意
志
と
が
入
b
鼠

れ
て
混
戦

の
朕
態
に
堕
し
て
、
進
退
爾
難
に
陥

る
時
、
更

に
捨
身

に
な
り
て
組
打
の
状
態

に
移
る
と
、
意
志
と
公
案

と
が
か
ら
み
合

っ
て

一
膿
と
な
り
、
何
れ
が
意
志
で
あ
る
か
何
れ
が
公
案
で
あ

る
か
医
別
し
難
き
場
合
に
到
達
す
る
、

之
を
大
疑
團
と
幕
す
、
之
は
暉

の
第

一
關
を
破

る
鐵
團
で
あ
る
が
、
之
が
極
慮

に
達
し
て
爆
登
す

る
と
き
意
識
全
禮

は
復
活
す

る
、
是

に
於
て
始
め
て
知
情
意
の
三
は

一
の
統

一
禮

の
う

ご
め
き
で
あ
り
、
分
化

で
あ
り
、
李
等
膿
中

の

78



差
別
で
あ
り
、

一
切

の
差
別
は
李
等
膿

の
う
ご
め
き
で
あ

り
、
勢
化

で
あ

つ
て
、
生
死
は
佛

の
生
命
で
あ

つ
た
こ
と

が
明
瞭
に
悟
得
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
同
時
に
叉
そ
の
李
等
禮
は
時
間
室
時
を
没
し
て
、
普
遍
的
大
我

で
あ
つ
た

こ

と
も
知
り
得
ら
る
、
、
而
し
て
復
活
後

の
知
情
意
は
現
常

の
そ
れ
と
異
り
、
統

一
膿

の
現
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基

本

に

一
の
統

一
禮
を
有

し
、
統
制
あ

る
知
情
意
と
な

つ
て
居

る
か
ら
、
相
互
の
矛
盾
と
本
末
の
障
壁
は
全
く
除
か
れ

て
、
湛
然
圓
寂

に
し
て
而
も
活
達
無
碍

の
意
識
に
輻
換
し

て
居

る
の
で
あ

る
。
中
峰
先
徳

の
全
超
遡
脱
大
達
同
謹

の

一
部
分
は
確
實

に
こ

、
に
把
握

せ
ら

る
》
の
で
あ
る
。

以
上
の
説

明
中
現
常

の
意
識
駿
態
及
び
公
案
槍
討
中
叉
は
復

活
後

の
意
識
状
態

の
説
明
は
極

め
て
約
言
し
て
わ
つ

か
に
、
其

一
端
を
記

せ
し
に
過
ぎ
な
い
か
ら
快

明
を
訣
ぎ
、
闇
中
模
索

の
如
き
観

な
き
に
し
も
あ
ら
ざ

る
も
、

一
は

早
急
の
場
合
な
る
と
、

一
は
坐
暉

に
於
け

る
心
理
現
象

の
研
究

が
主
題

に
あ
ら
ざ
る
た

め
、
概
説
に
留

め
た
の
で
不

完
全
な
る
は
寛
恕
を
乞

ふ
の
外
な
い
。
然
し
坐
輝
に
公
案
の
件

ふ
所
以

と
、
公
案

の
禮
現
に
は
坐
繹

の
映
く

べ
か
ら

ざ
る
所
以
は
、
大
略
明
瞭
と
な

つ
た
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
此

の
如
く
灘

の
公
案
は

一
面
よ
り
云

へ
ば
意
識
薯
換

の
要

求

に
よ
り
て
現
は
れ
、
又

一
面
よ
り
云

へ
ば
悟
後
の
機
用
を
完
成
す

る
た

め
に
、
差
別

の
法
門
を
膿
現
せ
し
む
る
爲

に
現
れ
た

る
者
で
あ
る
か
ら
、

つ
ま
り
は
根
本
智

と
後
得
智

.
差
別
と
李
等
、
薗
畳
と
他
畳
と
の
爾
面
を
達
成
せ
し

む
る
爲

の
者
で
あ

つ
て
、
公
案
が
繹

の
根
基
的
主
動
騰

な
る
理
由
も
帥
ち

こ
、
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

四

公
案
の
研
究
に
就
て

ハ九
)

79



公
案
の
研
究
に
就
て

(
一
〇
)

佛
敢
の
諸
問
題

の
中
、
普
通

の
立
場
か
ら
観
察
し
て
、
暉
の
公
案
ほ
ど
不
可
解
な
者
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て

そ
の
不
可
解
な
公
案

は
、
全

く
師
家

の
室
内

の
墾
究
題

目
と
の
み
せ
ら
れ
て
、
室
内

に
封
じ
込
ま

れ
て
、
室
内

の
参

究

の
み
に
定
限
せ
ら
れ
た
形
と
な
つ
て
居

る
。

そ
れ
は
室
外
の
研
究

の
封
象

と
す

べ
き
性
質

の
者
で
な
く
、
實
参
賃

究
以
て
悟
視
す

べ
き
者
で
あ

る
と

の
理
由
に
よ

つ
て
、
自
然
的
に
室
内

に
封
入
せ
ら
れ
て
、
室
外

の
研
究
を
不
可
能

親
し
、
外
湛
視
す

る
や
う
に
な

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
勿
論
灘
の
膿
験
的
立
場
及
び
公
案

の
眞
義
よ
り
云

へ
ば
、
元
よ

り
當
然
で
あ

つ
て
、
そ

こ
に
異
義

は
な

い
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
傳
統
的
精
紳
に
支
配
せ
ら
れ
、
灘
本
來

の
自
由
な
立
場
を
忘
却
し
て
、
憺
板
漢
の
弊
に
堕
し
て
居
る
で
は
な
か
ら
う
か
、
特
に
今
日

の
如
く
知
識

の
進
歩

せ

し
時
代

に
、
繹
の
み
奮
習
を
墨
守
し
て
、
そ
れ
以
外
に
出
で
な

い
こ
と
が
許

さ
る
、
で
あ
ら
う
か
、
恐
ら
く
そ
れ
は

許

さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
、
既

に
門
外
の
學

者
に
よ
り
て
灘
の
公
案

が
研
究
せ
ら
れ
、
公
表

せ
ら
れ
て
居

る
書

も

二
三
に
止
ま
ら
な

い
、
此
等
は
皆
出
來
得

る
限

り
學
的

に
研
究
し
て
、

そ
の
具

理
を
明
に
せ
ん
と
せ
し
も
の
で
あ
る
、

し
て
見
れ
ば
、
我
暉
門
内

よ
り
紳
秘
の
幕
を
切

り
落
し
て
其
眞
實
性
を
明
示
す

る
こ
と
が
、
現
代
的
の
動
き
方
と
見

な
け
れ
ば
な
ら

漁
、
此

の
意
味

よ
り
し
て
吾
人
は
可
能
な
範
團

に
於
て
學
的

に
研
究
し
て
、
其
眞
理
を
明
か
に
し
其

償
値

の
表
示
と
共

に
、
繹
的
解
脱
道

へ
の
門
を
打
開
し
て
、
求
溢
者
に
進
路
を
示
す

と
同
時
に
、
輝

に
婁
す

る
疑
念

を
除
却
す

る
こ
と
が
現
代
輝
者
の
任
務
で
あ
ら
う
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

か
く
云

へ
ば
守
株
的
な
人

は
必
ず
云

ふ
で
あ

ら
う
、
繹
は
學
的

に
研
究

し
得

べ
き
性
質

の
者

に
あ
ら
す
、
只
管

打
坐
以
て
實
墾
す

べ
き
者
で
あ
る
と
。
然

り
輝

は
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打
坐
實
参
す

べ
き
者
で
あ
る
。
然
れ
ば
則
ち
其
打
坐
實
参

の
外
進
路
な
き
理
由
を
學
的

に
明
示
す
る
の
も
、
是
れ

一

の
暉

の
現
代
的
研
究
で
あ
b
、
叉
禮
験

者
自
身

が
自
己
の
膿
験
せ
し
公
案
を
、
學
的

に
可
能

な
範
園
に
於
て
明
示
す

る
こ
と
も
、
是
れ
亦
現
代
的
研
究

の

一
で
あ
る
。
或
は

】
則
の
公
案

に
於
て
其
禮
験

の
方
法
と
眞
理
性
を
豫
示
す

べ

き
こ
と
も
、
亦
現
代
的
研
究

の

一
で
あ
る
。
此

の
如
く
思
考
し
來

る
時
は
、
學
的

に
研
究

の
可
能

な
園
範
は
多

々
存

在
す

る
の
で
あ
る
。
例
せ
ば
園
悟

の
碧
岩
集

に
於
け

る
詐
唱
の
如
き
、
萬
松
老
人
の
從
容
録

に
於
け
る
評
唱

の
如

き

其
他
塊
安
國
語
、
無
門
關
、
五
家

参
詳
要
路
門

の
如

き
は
、
先
徳
が
時
代
適
慮

の
提
示
を
な
し
て
學
者
の
参
究
の
便

に
供
し
た
者
で
あ

る
。
然

れ
ば
則
ち
現
代
は
現
代
と
し
て
適
雁
の
提
示
の
不
可
能
な
る
理
由
は
認

め
ら
れ
ぬ
。
文
學

的
特
殊
昧
よ
り
云

へ
ば
、
漢
文

に
は
そ
れ
の
特
殊
昧

あ
り
て
、
繹
の
提
示
に
適
慮

な
黙

な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
そ
れ

は
問
題
と
す

る
ほ
ど

の
重
要
味
を
有
し
て
居
な

い
、
既

に
邦
丈

に
書
か
れ
た
る
法
語
類

の
多
歎
に
存
在
す

る
黙
よ
り

見
て
も
、
現
代
適
慮
の
提
示

の
不
可
能
な
る
理
由
は
認

め
ら
れ
訟
の
で
あ
る
。
故
に
吾
人
は
守
株

の
弊
を
破
)
、
奮

習
を
越
え
て
現
代
的

に
可
能
な
る
範
園

に
就

い
て
之
を
表
明
し
た

い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

五

元
來
繹
の
公
案
は
頗

る
高
踏
的
で
あ

つ
て
順
次
的
で
な
い
、
從

つ
て
之
を
論
理
形
式
よ
り
見

る
時
は
、
全
く
そ
れ

等

の
形
式
を
離
れ
た
説
示
で
あ

る
、
甲

の
問

に
封
し
て
乙
が
答
ふ
る
場
合

に
、
束
を
問

へ
ば
西
を
以
て
答

へ
、
又
は

南
北
を
以
て
答
ふ
る
如
き
こ
と
が
少
く
な
い
、
所
謂
木

に
つ
ぐ
に
竹
を
以
て
す

る
如

き
こ
と
が
枚
學

に
逞
な
き
迄
輝

公
案
の
研
究
に
就
て

(
一
一)
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公
案
の
研
究
に
就
て

(
.輔
二
)

録

の
中

に
記

さ
れ
て
居

る
。
如
何
な
る
理
由

に
よ
つ
て
非
論
理
的
形
式
を
執

つ
た

の
で
あ
ら
う
か
。
灘
の
公
案
を
解

す

る
「に
最
も
必
要
な
黙
は
こ

、
に
存
在
す

る
。
論
理
形
式
は
も
と
物
自
禮
で
な
く
、
知
盲
禮
で
は
な
い
、
何
等
か
の

劃
象
を
持
ち
何
等
か
の
概
念
を
持

つ
、
饗
象
及
び
概
念
の
世
界
に
は
、
知

の
自
動
的
光

は
な

い
。
換
言
す
れ
ば
知
自

禮

の
自
動
で
な
く
て
他
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
普
遍
性
や
自
由
性
は
全
く
殺
却

せ
ら
れ
て
、
唯
形
式
よ
り
形
式
に
移

り

型
よ
り
型
を
追

ふ
て
、
自
由

の
分
は
な
い
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
暉

は
概
念
を
越
え
、
樹
象
を
越
え
、
知
自
膿

の
自

動
的
機
用
を
把
握

せ
し
め
、
實
践

せ
し
め
ん
が
爲

に
、
高
踏
的
な
立
場
よ
り
反
省
を
促
し
、
又
は
概
念
知
を

一
刀
下

に
戴
断
せ
ん
と
す

る
の
で
あ

る
。
而
し
て
甲
を
自
由
な
る
知
者
た
ら
し
め
ん
と
す

る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
更

に

云

へ
ば
日
常
生
活
の
差
別
的
事
象

ζ
帥
し
て
、
卒
等

的
普
遍
的
本
膿
を
燈
認

せ
し

め
て
、
差
別
的
概
念
的
偏
執
知
を

解
放

せ
し
め
て
、
差
別
自
身
が
軍
等

の
う
ご
め
き
で
あ
り
、
生
死
自
身

が
浬
盤
の
妙
境
で
あ

る
こ
と
を
得
せ
し

め
ん

が
爲
で
あ
る
。
故

に
藤

の
知

に
は
相
野
も
絶
樹
も
な
く
、
任
蓮
法
爾

の
光
あ
る
の
み
で
あ
る
。
相
樹
と
い
ひ
絶
封

と

い
ひ
共
に
概
念

の
上
に
築
造

し
た
哲
學
的
概
念
の
塔

に
過
ぎ

ぬ
。
從

つ
て
こ
の
塔
は
も
と
相
樹
絶
樹

の
こ
を
越
え
た

地
上

に
立
て
ら
れ
タ
概
念
的
遊
戯
の
塔
た

る
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
層

三
層

と
築

き
あ
げ
て
、
其
高

さ
に
見
と
れ

其
視
界
の
堕
廓
な
る
に
驚
き
て
大
地
を
忘
却
し
た
の
が
佛
教
の
哲
學
者
で
あ

る
。
古
來
佛
駿
哲
學

が
、
眞
如
叉
は
法

性
に
て
行
き
詰
り
と
な

つ
た
の
は
こ
れ
が
爲
励
で
あ
る
。
解
脱
の
爲
め
の
眞
理
探
求

が
、
眞
理
に
纒
傳
せ
ら
れ
て
自

由

を
失

へ
る
の
も
之
が
爲

め
で
あ
る
。

こ
、
に

一
轄
機
を
與

へ
て
、
翼
理
の
纒
傳
を
離
れ
、
哲
學

の
高
塔
を
下
り
て
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沃
野
天

に
連

な
る
大
地

に
自
由

に
舞
踏
せ
し
む

る
爲
に
、
非
論
理
的
形
式
を
取
り
て
、
高
踏
的
な
立
場
よ
り
突

き
落

す

手
段
を
取

つ
た

の
で
あ
る
。
是
れ
木
に
つ
ぐ
に
竹
を
以
て
す
る
が
如
き
問
答
を
生
み
出
し
た
所
以
で
あ
る
。
ヲ若
し

繹
知

の
立
場
帥
ち
地
上
自
身

よ
り
云

へ
ば
、
哲
學

の
眞
理
塔
も
、
天
上

の
樂
園
も
、
如
來

の
浮
土
も
、
藝
術
も
、

一

の
舞
踏
と
し
て
創
爲
し
元

の
で
あ
る
か
ら
、
創
爲
も
可
な
り
、
不
創
爲
も
可
な
う
、
何
等
停
住
す

る
所
は
な

い
の
で

あ

る
。
無
碍
の
世
界
、
永
遠
の
世
界
は
、
實

に
こ
、
に
存
在
し
て
、
荘
嚴
極

ま
り
な
き
者
で
あ
る
。
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