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今

ま
で
の
心
的
方
向
が
あ
る
契
機
に
よ
つ
て
突
然
全
く
新
し
い
心

的
方
向
に
攣
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
回
心

(0
8
ぐ
巽
ωδ
ロ
)
の

語
は
、
屡
々
特
に
宗
教
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。

あ
る
人
は
全
く

無
宗

教
的
な
心
的
状
況
か
ら
、
深

い
宗
教
的
な
心
的
状
態
に
入
る
も

の
も
あ
れ
ば
他
の
宗
教
に
入
つ
て
い
た
も
の
が
あ
契
機
に

一
つ
の
宗

教
に
改
宗
す
る
こ
と
も
あ
り
、
更
に
は
宗
教
的
に
修
養
を
つ
み
、

そ

の
宗

派
の
樺
威
と
な
り
な
が
ら
尚
自
己
の
信
仰
に
あ
き
た
ら
ず

途
に

大
き
な
回
心
を
経
験
し
た
例
も
あ
る
。
例
え
ば
パ
ウ
ロ
が

ユ
ダ
ヤ
教

徒
で
あ
り
な
が
ら
キ
リ
ス
'ト
教
に
改
宗
し
た
如
き
は
第
二
の
例
で
あ

り
、

メ
リ
ジ
ス
ト
派
の
始
租
ジ
ョ
ン
u
ジ
エ
ス
レ
リ
ー
が

路
上
に
於

て
大
き
な
回
心
を

経
験
し
た

如
き
は
第
三
の
例
に
属

す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
何
れ
も
大
き
な
回
心
の
例
で
あ
る
が
、

こ
の
キ
リ
ス
ト

者
等

に
共
通
し
て
云
え
る
こ
と
は
回
心
の
契
機
と
な
る
も
の
が
神
の

啓
示
で
あ
り
、
聖
蜜

(缶
・ξ

σqげ
・
ωけ)
の
告
示
で
あ
る
様
な
場
合
が

多
い
こ
と
で
あ
る
。
古
來
か
ら
の
輝
門
の
租
師
方
の
省
悟
も
そ
の
形

か
ら
云
え
ば
、

今
ま
で
の
心
的
方
向
が
轄
換
せ
ら
れ
る
と
云
う
意
味

で
、

一
つ
の
回
心
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、

神
の
啓
示
と
か
聖
璽
の
言
葉
に
よ
つ
て
導
か
れ
た
と
云
う
如
き

例
は
紹
え
て
な
い
様

に
見
え
る
。

さ
き
の
キ
リ
ス
ト
者
に
見
ら
れ
る

如
き
、

悪
く
云
え
ば
催
眠
術
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
に
見
え
る
回

心
の
状
態
は
輝
者
の
心
的
轄
換
と
は

同

一
に
論
ず
る
こ
と
は
出
來

ぬ

と
し
て
も
同
じ
く
心
的
方
向
轄
換
で
あ
る
と
云
う

意
味
に
於
て
共
に

回
心
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
、

私
は
こ
こ

で
、

斯
る
縄
の
心
的
方
向
韓
換
に
つ
い
て
塞
げ

得
る
特
徴
の
二
三
を

考
え
て
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

瞼
崖
に
手
を
撒
し
て
紹
後
に
再
び
甦
が

え
る
と
云
わ
れ
、

換
骨
の

妙
術
。
奪
命
の
神
符
と
云
わ
れ
る
庭
か
ら
し
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ

る
如
く
、

一
つ
の
断
緬
を
突
破
し
て
新
し
い
心
的

一
面
を
自
得
自
謹
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す
る
庭

に
暉
の
回
心
の
意
昧

の
あ
る
こ
と
は
宗
敏
的
回
心
の

一
般
的

形
と
決

し
て
異
つ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
臨
濟
大
師
の
如
き

も
黄
桀

の
三
十
棒
に
あ
い
な
が
ら
、

そ
の
眞
意
を
悟
り
得
ず
大
愚
の

こ

　
り

「黄
乗

與
腰

老
婆
」
の

一
旬
に
大
悟
し

「
元
來
黄
巣
佛
法
無
二
多
子
一」

と
喝
破

し
た
庭
に
大
師
の
回
心
が
成
立
し
、

徳
山
宣
鑑
縄
師
の
如
き

も
、

金
剛
経
の
講
曾
と
し
て
南
方
の
暉
を
慨
き
行
脚
し
て
龍
潭

に
参

じ
て
、

そ
の
紙
燭
吹
滅
の
慮
に
省
悟
し
。
翌
日

窮
二
諸
玄
辮
一。
若
三

一
毫
置
二
於
太
虚
。
蜴
二世
福
機
一。
似
三
一
滴
投
二於
巨
堅
一。
と
云
つ

て
金
剛
経
の
疏
を
焼
い
た
如
き
も
、

大
き
な
心
的
轄
換
で
あ
つ
た
と

云
う
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
し
、

斯
る
も
の
の
中
に
あ

つ
て
攣
ら
な

い
も
の
は
、

先
に
云

つ
た
キ
リ
ス
ト
者
の
そ
れ
の
如
く
、
神

の
啓
示

な
ど
と
云
つ
た
も
の
に
よ
つ
て
心
的
轄
換
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く

て
、
純
輝
に
哲
學
的
な
更
に
云
う
な
ら
ば
、

琿
的
轄
換
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
さ
て
暉
的
鱒
換
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

輝
は
輝
那
と
云
わ
れ

一
般
に
静
慮
と
繹
せ
ら
れ
る
。
そ
の
本
來

の

意
味
は
暉
定
と
か
三
昧
と
か
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

け
れ
ど
も
、
後
來
、

そ
の
輝
を
主
と
す
る
暉
宗
が
看
話
と
獣
照
を
彊

調
す
る
二
つ
の
流
れ
に
分
か
れ
た
如
く

「
静
(定
)」
と

「
慮
(
慧
)」

の
二
つ
の
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
て
本
來

は
定
慧
は
密
接
に

關
連

し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、

そ
の
樹
機

に
よ

り
、
そ

の
人
々
の
主
と
す
る
所
に
よ
つ
て
、

定
慧
何
れ
か
を
強
調
す

る
こ
と

に
な
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

獣
照
の
側
の
人
も
獣
照

一
本
で
通

す
こ
と
は
出
來

ぬ
で
あ
ろ
う
し
。

事
實
そ
の
側
の
人
々
に
よ
つ
て
多

く
の
公
案
の
拮
提
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
見

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

又
看
話
の
側
の
人
も
決
し
て
獣
照
の
面
を
無
覗
す
る
こ
と
は
出
來

ぬ

で
あ
ろ
う
。
私
等
は
香
巖
や
璽
雲
に
つ
い
て
、
そ
の
撃
竹
の
虚
、
見

桃
の
庭

に
大
悟
し
た
の
を
知
つ
て
い
る
が
、

こ
れ
な
ど
も
決
し
て
観

念
的
な
飛
躍
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
で
、
實
は
深

い
縄
定

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
省
悟
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一

撃

一
見
の
中
に
暉
定
の
眞
理
が
冷
暖
自
知
せ
ら
れ
從
來
の
あ
ら
ゆ
る

疑
問
が
解
清
し
た
の
で
あ
ろ
ら
。
更
に
こ
の
様
子
は
よ
く
引
用
さ
れ

る
、
倶
股

一
指
頭
の
輝
の
中
に
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
云

い
得
る
こ
と
は
、

す
べ
て
こ
れ
ら
の
心
的
轄
換

に
は
暉
定
が
基
礎
と

な
つ
て
い
る
こ
と
で
、

主
客
未
分
と
云
い
打
成

一
片
と
云
わ
れ
る
輝

定
の
眞
理
に
契
當
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、

こ
の
心

的
韓
換
が
眞
理

へ
の
所
入
の
門
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば

更
に
差
別
智

を
明
ら
め
る
た
め
に
多
く
の
心
的
輻
換
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
論
を

ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

古
來
多
く
の
人
が
苦
辛
し
て
求
め
た
の
は
寧

ろ
こ
れ
以
後
の
清
息
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
華

嚴
の

一
理
想
と
し
て
表
わ
さ
れ
た

童
子
善
哉
の

求
道
の
精
肺
も
ま

た
、

こ
こ
に
そ
の
要
黙
を
お
く
と
見
る
こ
と
が
出
來

る
で
あ
ろ
う
、

所
謂

意
に
参
ぜ
ず
し
て
句
に
参
ず
る
時
節
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
て
こ
こ
で
私
は
回
心

一
般
に
つ
い
て
そ
の
注
目
す
べ
き

一

二
の
黙
を
學
げ
元
い
と
思
う
。

先
づ
第

一
に
こ
の
回
心
の
構
造
で
あ
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る
が
、

先
き
に
も
瞼
匡
に
手
を
撒
し
て
維
後
に
再
び
甦
え
る
と
云
つ

た
が
、

よ
く
易

の
次
の
語
が
引
か
れ
る
。

「易
窮
則
攣
。
攣
則
通
、

通
則
久

」
と
云
わ
れ
る
。
窮
、
憂
、
通
、

は
回
心
の
構
造
の

一
面
を

表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
無
門
は

「参
琿
須
γ透
二
租
師
關
一。
妙

悟
要
下窮

=心
路
一紹
上
。」

と
云
い
。

(無
門
關

・
第

一
則
評
)
大

恵

は

　

こ

　

　
ぶ

「
士
太
夫
學
道
。
多
不
二著
實
理
會
一。
除
二却

口
議
心
思
鱒。
便
　
然

無
γ所
γ
措
一一手
足
一。
不
γ信
下
無
γ措
=手
足
一処
。
正
是
好
庭
上、

只
管

心
裏
要
二
思
量
得
到
一。

口
裏
要
二
読
得
分
曉
一。

殊
不
知
窺
了
也
」

(大
恵
書

・
答
二張
提
刑
一)
と
も

云
つ
て
い
る
。す
で
に
瞼
厘
に
手
を
撒

す
と
云

い
窮
と
云
う
と
き
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
意
味
で
通
じ
、
何
ら

か
の
鮎

で
理
念
し
得
る
な
ら
ば
そ
れ
は
瞼
圧
と
な
り
、
窮
と
は
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
云
わ
ば
連
績
黙
で
あ
つ
て
非
連
績
鮎
で
は
な

い
と
云
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
何
ら
か
の
手
段
が

可
能
で
あ

り
、

何

か
の
通
路
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、

鳥
飛
不
γ
渡
る
深
淵
と

は
な
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。

少
く
な
く
も
今
ま
で
知
つ
て
い
る
所
有

る
手
段

て
だ
て
を

紹
す
る
所
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
[師
ち
杳
紹
二機

宜
一す

る
所
が
な
く
て
は

な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
人
は
始
め
て

眞
の
瞼
匡
に
直
面
し
、
眞
の
窮
に
遭
遇
す
る
。

云
わ
ば
断
紹
に
到
達

す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
難
所
を
突
破
す
る
庭
に
回
心
の
意
味
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

公
案
と
構

せ
ら
れ
る
も
の
に
は
多
か
れ
少
か
れ

斯
る
難
所
を
含
ん
で
い
る
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
公
案
の
千
古

萬
古
人

に
與
え
て
見
せ
し
む
る
所
以
で
あ
り
、

租
師
爲
人
の
虞
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。

一
の
難
透
の
語
句
に
面
す

る
時
、

人
は
照
魔
鏡
の

鏡
面
に
直
面
す
る
如
く
、

自
己
の
飲
黙
を

あ
ま
す

庭
な
く

映
し
出

す
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

公
案
が
難
透
な
る
が
上
に
も
難
透
、

瞼
な
る
上
に
も
瞼
な
る
必
要
は
こ
こ
に
存
す

る
。

こ
の
公
案
に
直
面

し
て
自
己
の
力
を
磨
き
得
る
の
は
、

修
道
者
の
盟
當
り
の
誠
意
に
よ

る
。
人
は
自
己
の
努
力
だ
け
の
報
い
を
得
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由

は
、

紳
の
啓
示
や
聖
霞
の
告
示
に
よ
つ
て
導
か
れ
る

の
で

は
な
く

て
、
自
か
ら
の
内
奥
か
ら
探
り
出
し
掘
り

起
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

自
か
ら
の
寳
所
を
登
見
し
、

自
か
ら
の
能
力
を
呼
び
醒
す
こ
と
を
意

味
す
る
。
杳
と
し
て
機
宜
を
紹
す
る
所
以
は
自
ら
の
外
に
能
力
を
求

む
る
が
故
で
あ
る
。
内
奥
な
る
も
の
の
内
に

無
限
の
能
力
を
見
出
す

契
機
を
造
る
こ
と
は
揮
回
心
の
特
異
な
鮎
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
差
が
大
で
あ
る
か
少
で
あ
る
か

の
ち
が
い
が
あ
れ
、

心

的
獲
達
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、

斯
る
非
連
績

的
な
嚢
展
の
姿
を
示
す

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば

.、国
旨
一①げ
5
ロ
σQ
、、
..国
α
信
09
寸

δ
昌
、、
数
育
と
云
わ
れ
る
も
の
が
、

そ
の
語

の
本
來

の
意
味
の
如
く

自
己
の
力
を

「
引
き
出
す
」
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
や
は
り
、

こ
の
よ

う
な
非
連
績
的
な
方
法
の
上
に
行
わ
れ
る
の
が

望
ま
し
い
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
こ
こ
で
心
的
轄
換
に

一
つ
の
断
紹
が
前
提
と
な
る
と
云
つ
た

が
、

こ
の
断
紹
を
突
破
す
る
も
の
は
切
々
た
る
求
道
心
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

香
巖
や
璽
雲
の
長
い
摸
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の

索

の
過
程
に
も
或
は
三
登
九
至
と
云
わ
れ
る
雪
峰
の
修
道
の
中
に
、

或
は
臨
濟
、

徳
山
の
求
道
の
中
に
も
か
か
る
切
々
た
る
も
の
が
あ
つ

た
で
あ
ろ
う
し
、
又
そ
れ
あ
る
が
故
に
こ
そ
、

そ
の
光
大
な
る
も
の

が
あ
つ
た
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

又
こ
の
行
脚
求
道
の
範
團
は

江
西
湖
南
と
云
わ
れ
た
如
く
、
廣
く
到
る
所
に
道
を
尋
ね
、

法
を
求

め
た
こ
と
で
あ
る
。

蓋
し
す
で
に
童
子
善
哉
の
求
道
過
程
に
も
見
る

如
く
、
異
質
的
な
人
格
が
、
そ
の
法
を
嵩
め
、

道
を
進
め
る
契
機
と

な
る
の
で
あ
る
。
古
人
が
江
湖
に
道
を
求
め
て
行
脚
し
、

到
る
慮
に

道
を
磨

い
た
こ
と
は
私
等
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

一

つ
の
人
格
と
は
或
は

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
の
如
き
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

一
つ
の
宇
宙
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
は
無
窓
で
あ
る
。

一

つ
の
人
格
と

一
つ
の

人
格
の
間
に
は
や
は
り
断
繕
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
の
断
紹
を
渡
り
得
る
も
の
は
や
は
り

先
述
の
求
道
の
誠
心
で

あ
ろ
う
。

到
る
庭
に
異
質
的
人
格
に
鯛
れ
て
自
か
ら
を
高
め
る
よ
す

が
と
し
た
こ
と
は
ま
た
古
の
道
の
高
か
つ
た
所
以
で
あ
る
と
思
う
。

世
に
云
う
辮
詮
法
的
嚢
展
と
云
わ
れ
る
も
の
も
、

斯
る
異
質
的
精
神

に
鯛
れ
て
議
展
す
る
過
程
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
出
來

る
。

こ
こ
に

辮
謹
法

(冒
巴
oo
註
oω)
は
語
源
的
に

(象
巴
Φ閃
江
閃
α
)

(論
孚
の
技

術
)
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

當
然
か
く

云
う

こ
と
が

出
來

る
と
思

う
。
こ
こ
で
正
反
合
と
云
う
も
、

こ
の
正
と
反
と
の
間

に
は
隔
紹
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
隔
紹
の
止
揚
と
し
て
、

こ
の
合
が
始
め
て
新
し

い
生
成
を
意
味

し
、
省
悟
を
意
味
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

語
録
と
云
い

問
答
商
量
と
云
い
斯
る
も
の
の
間
に
は
以
上

の
如
き
辮
詮
法
的
關
係

が
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

師
ち
異
質
的
人
格
に
鯛
れ
る
こ
と
に

よ
つ
て
自
己
内
面
の
深
化
が
は
か
ら
れ
回
心
が
行
わ
れ
て
行
く
の
で

あ
る
。

自
己
内
面
の
深
化
は
當
然
封
象
的
な
紹
封
者

(神
)
と
云
う
如
き

も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

佛
教
に
於
け
る
佛
と
は
自
覧
艦
を

意
味
す
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
封
象
的
に
考
え
ら
れ
る
時
、
否
定

さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

キ
リ
ス
ト
者
の
回
心

の
如
き
は
柿

へ
の
紹
封

的
信
愚
を
前
提
と
す
る
。

暉
者
は
封
象
的
な
租
や
佛
を
殺
す
の
で
あ

る
。
臨
濟
大
師
は

「有
鴫二

般
學
人
一。
向
二
五
墓
山
裏
蝋求
=文
殊
嚇。

こ

早
錯
了
也
。
五
毫
山

無
=文
殊
一。
爾
欲
7識

二交
殊
一腰
。

舐
爾
目
前

用
庭
始
終
不
γ異
。
庭

々
不
γ疑
。

此
箇
是
活
文
殊
。」

(臨
濟
録
)
と

云
い
。
更
に

「
爾
與
二
祀
佛
一不
上
γ別
。

但
莫

二外
求
一。
爾

一
念
心
上

清
溜
光
。
是
爾
屋
裏
法
身
佛
。
爾

一
念
心
上
無
分
別
光
。

是
爾
屋
裏

法
身
佛
。

爾

一
念
心
上
無
差
別
光
。

是
爾
屋
裏
化
身
佛
。」

云
々
と

云
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
斯
る
内
面
の
自
覧
盟
が
佛
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
に
心
的
轄
換
に
よ
つ
て
紹
後
再
生
し
た
人
間

が
佛
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

聴
法
底
是
也

と
云
わ
れ
る
如
く
。

能
見

・
能
謹
の
主
燈
を
さ
す
の
で
あ
つ
て
、
封

象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

も
し
敢
え
て
存
在
を
認
め
る
と
す
れ
ば

只
自
覧
す
る
よ
り
他
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
回
心
に
あ
ら
わ
れ
る
。
紹
後
再
生

は
内
面
の
無
前
提
の
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飛
躍

で
あ
る
が
故
に
恰
か
も
藝
術
作
品
に
似
だ

創
造
性
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
白
隠
が

塊
安
國
語

の
中
で
雲
門
關
字

こ

こ
り
　

の
垂
示

に
附
け
て
い
る
言
葉
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

「
属

之
人
夜

孚
生
=其
子
一。

遽
取
γ火
而
覗
レ之
。
汲
々
然
唯
恐
二其
似
ツ己
也
。
宗

師
家
喝
下
出
γ人
。
頻
下
=毒
手
一見
γ之
遽
々
然
唯
求
一一其
勝
フ己
也
」

と
云

つ
て
い
る
。

又
雪
賓
は

「
我
愛
紹
陽
新
定
機
。

一
生
與
γ人
抜

釘
レ抜
レ懊
。」

(租
英
集
)
と
雲
門
を
讃
し
て
い
る
。

雲
門
の
後
世
に

遺
し
た
語
句
の
如
き
ま
さ
に
彫
琢
を
加
え
た
至
上
の
藝
術
作
品
に
も

比
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
否
雲
門
に
限
ら
ず

祀
師
方
の
語
句
は
ま

さ
に
斯
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
に
關
連
し
て

「見
齊
7師

則
減
二師
牛
徳
一。
見
過
γ師
方
堪
二傳
授
一。
」
と
云
わ
れ
る
。

師
承
は

一
器

の
水
を

一
器
に
移
す
と
云
わ
れ
る
が
、

己
れ
に
似
た
る
弟
子
を

作
る
こ
と
は
進
歩
嚢
展
を
約
束
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

事
實
ま
た
實
際

の
場
合
に
は
法
は
己
れ
と

全
く
違
つ
た
性
格
の
人
に
嗣
が
れ
る
時
が

多
い
。
人
は
こ
の
回
心
の
噺
噺
に
直
面
し
て
自
分
の
力

で
、
自
分
の

型
に
し
た
が
つ
て
こ
れ
を
突
破
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に

創
造

の
世
界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
意
味
に
於

て
私
は
日
本
輝
の
中
興
者
と
し
て
の
白
隠
を
高
く
評
償
す
る
。
彼
の

隻
手
音
聲
の
如
き
今
は
全
く

陳
腐
な
法
財
に
な
り
了
つ
で
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
當
時
は
多
く
の
人
々
を

惹
き
つ
け
得
た
清
新
な
る
法
財

で
あ

つ
た
に
ち
が
い
な
い
。

軍
に
古

い
傳
統
を
傳
え
る
の
み
で
な
く

時
代
と
共
に
新
た
な
法
財
に
よ
つ
て
多
く
の
人
々
を

惹
き
つ
け
得
る

よ
う
な
創
造
的
な
輝
者
の
出
現
を
望
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
断
纒
か
ら
の
飛
躍
が
可
能
と
な

つ
た
と
し
て

こ
れ
に
許

諾
を
與
え
、

こ
の
眞
理
で
あ
る
こ
と
を

許
す
の
は

誰
れ
で

あ
ろ
う

か
。
或
は
師
で
あ
る
と
答
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

い
や
師
に
ち
が
い

な
い
。

「
威
音
王
以
前
師
得
。
威
音
王
以
後
。
無
師
自
悟
。

蓋
是
天

然
外
道
。」

(東
陽
玄
策
輝
師
の
語
)
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
師
に

許
し
を
得
た
と
肯
う
底
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
す
で
に
自
律
的
で
あ

り
、
自
己
の
内
面
を
深
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の

飛
躍
を
贋
値
づ
け
、
正
當
化
す
る
も
の
は
最
も
内
奥
な
る
も
の
の
聲

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
師
に
許
し
を
得
、

他

の
評
贋
を
受
け
る
こ
と

は
是
非
共
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
最
後
の
も

の
は
實
は
肯
心
自
か
ら

許
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
こ
の

自
か
ら
許
す
こ
と
が
、

自
か
ら
の
思
い
あ
が
り
で
あ
つ
た
り
、

空
元
氣
で
あ
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。
し
か
し
前
述
の
如
く
こ
の
断
紹
を
超
え
て
回
心
を
可
能
に

す
る
も
の
は
實
は
切
々
た
る
求
道
心
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の

中
に
實
は
内
奥
な
る
も
の
の
評
贋
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自

か
ら
の
力
足
ら
ず
、
自
か
ら
の
未
だ
悟
ら
ぎ

る
を
知

つ
て
、

更
に
道

に
進
ま
ん
と
す
る
内
な
る
要
求
こ
そ
は
、

實

は
自
か
ら
の
力
を
評
便

し
眞
儒
を
剣
定
す
る
。
内
奥

の
自
覧
が
成
立

つ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
斯
る
意
味
で
我
々
は
自
か
ら
の
最

も
深
き
内
な
る
も
の
の

最
後
の
評
贋
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
向
上

一
路
。

千
聖
不

傳
。
と
も
云
い
ま
元
千
聖
共
行
。

と
云
わ
れ
る
が
こ
こ
に
も
ま
た
同
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の輝

じ
姿
が
見
得
る
の
で
あ
る
。

さ
て
斯
る
自
か
ら
の
評
贋

と
云
う
こ
と

と
師
承

と
云
う
こ
と
と
は
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
師

の
許
諾

を
得
る
こ
と
は
是
非
共
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
心
的
遍

歴
の
最
後
の
決
を
下
す
も
の
は
自
己
内
奥

の
最
も
誠
實
な
る
剣
定
あ

る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
我
國
で
は
紹
え
て
な
い
が
中
國
の

宗
師
家
は
自
か
ら
が
最
も
適
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
嗣
法
の
香
を

焼

い
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
興
化
存
奨
輝
師
は
臨
濟
。
三
聖
。
大
覧

に
見
え
な
が
ら

「
此

一
注
香
。
若
爲
二
三
聖
一
三
聖
爲
γ我
大
孤
。
若
爲

ひ
　

　
　

大
覧
=
、
大
覧
爲
γ我
太

除
。
不
γ如
供
=養
我
臨
濟
先
師

一。」

(正
宗

讃
よ
り
引
用
)
と
云
つ
て
臨
濟
に
嗣
法
の
香
を
焼
い
た
こ
と
は
有
名
で

あ
る
。

更

に
内
奥
の
評
贋
に
關
連
し
て
信
と
云
う
問
題
が
起
る
。
超

　
　
　

越
的
な
聯
が
存
在
し
。
そ
の
眞
の
存
在
を
知
る
由
も
な
い
が
、
但

希

蹟
を
通
じ
て
、
救
世
主
を
通
し
知
る
と
云
う
と
き
そ
れ
は
信
ず
る
他

に
な

い
と
さ
れ
る
。
所
が
冷
暖
自
知
し
、

自
律
的
に
自
か
ら
を
覧
す

る
と
さ
れ
る
暉
の
省
悟

(
心
的
轄
換
)
に
は
信
と
云
う

言
葉
は
不
用

で
あ
る
と
云
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
乍
ら
自
己
内
面
の
自

覧
は
誰
か
ら
も
詮
せ
ら
る
べ
く
も
な
く
、

こ
れ
を
封
象
化
し
て
詮
明

す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

そ
の
意
味
で
自
己
内
面
の
自
箆
は
繕
封
確

實
な
る
自
覧
と
信
ず
る
と
云
う
よ
り
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

無
前
提

の
自
覧
は
唯
信
と
云
う
よ
り
他
は
な
い
と
思
う
。

臨
濟
は
自
信
不
及

の
語
を
置
い
だ
が
、
多
く
の
租
師
方
が
信
に
つ
い
て
語

つ
て
い
な
い

の
は
信

に
漏
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
を
客
観
的
な
側
か

ら
語
る
な
ら
ば
信
に
瀧
ち
た
る
自
覧
と
云
う
よ
り
他
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。二

 

さ
て
こ
こ
で
回
心
の
心
的
轄
換
と
し
て
の
意
味
を
考
え

一
つ
の
断

紹
の
超
越
と
し
の
意
味
を
考
え
て
見
た
。

し
か
し
こ
こ
れ
が
断
紹
と

す
る
な
ら
ば
、
當
然
越
え
得
ぬ
も
の
の
は
ず

で
あ
る
。

斯
る
不
可
能

事
を
可
能
に
し
た
の
は
切
々
た
る
求
道
心
で
あ
つ
た
が
、

眞
に
如
何

な
る
手
段
を
構
ず
る
も
こ
の
断
紹
が
こ
え
え
ぬ
場
合
は
如
何
に
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
断
絶
を
肯
定
し
、

こ
れ
を
許
す
以
外
に
手
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

勿
論
そ
れ
は
手
を
鑑
し
て
あ
ら
ゆ
る
手
だ
て
を
爲
し

つ
く
し
た
後
で
あ
る
。

「
無
邪
氣
は
邪
氣
で
あ
る
」

(
へ
ー
ゲ
ル
)
と

云
わ
れ
る
。
現
實
を
軍
に
肯
定
し
て
無
邪
氣

に
こ
れ
を
受
け
容
れ
る

こ
と
は
、
そ
れ
が
反
省
の
誠
實
さ
を
散

い
て

い
る
と
云
う
意
味
に
於

て
悪
し
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
あ
ら
ゆ
る
反
省
手
段
を
つ
く
し
て

な
お
超
え
得

ぬ
も
の
に
封
し
て
は
、

我
々
は
決
し
て
強
が
り
で
な
く

て
こ
れ
を
う
け
容
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
最
後
の
断
噺
の
超
克

が
起
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
人
間
の
無
力
さ
を
思
考
性
に
よ
つ

て
超
え
ん
と
し
た
。

(考
え
る
葺
)

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は

「
死
に
到
る
病
」
の
絶
望
を
読
い
た
。

五
祀
は

「馨
如
三水
粘
牛
過
二窓
橘
一。

頭
角
四
蹄
都
過
了
。
因
二甚

慶
一。
尾
巴
不
γ得
。」
と
問
う

の
で
あ
る
。

果
し
て

「
尾
巴
過
得
」
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な
ら
ば
問
題
は
な
い
。
過
不
得
る
所
に
問
題
が
存
す
る
。

私
は
常
に

五
租

の
公
案
を
見
て
思
う
の
で
あ
る
が
、

東
山
下
の
暗
号
密
令
の
宗

旨
が
如
何
な
る
者
で
あ
る
か
は
今
暫
く
お
く
も
、

師
以
前
に
は
甚
だ

透
明
で
あ
つ
た
宗
旨
の
取
扱
い
が
師
に
至

つ
て
、

極
め
て
不
透
明
な

要
素
を
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
五
祀
は

「古
人
道
。

若

有
二
一
人
幽。
登
レ眞
婦
7源
。
十
方
虚
空
悉
皆
潰
須
。
隻
泉
則
不
γ然
。

若
有
一二

人
一。
嚢
γ眞
蹄
レ源
。
十
方
虚
空
。
築
著
礁
著
」
と
云
う
上

堂
を
し
て
い
る
。
又
碧
巖
の
十
八
則
、

忠
口
師
無
縫
塔
の
頒
…
…
澄

潭
不
許
蒼
龍
蠕
…
…

の
評

に
五
租
が

「
雪
寳
頒
古

一
冊
。

我
只
愛
二

　

　

他
澄
潭
不
γ許
蒼
龍
蠕

一
句
一。」
と

云
つ
た
こ
と
を

あ
げ

て
い
る
。

東
山
の
法
の
中
に
は
從
來
の
透
明
さ
と
は
ち
が
つ
た
も
の
が
入
る
の

を
知
る
の
で
あ
る
。
不
透
明
と
は
先
に
述
べ
た
断
紹
の
解
決
が
從
來

極
わ
め
て
明
快
に
行
わ
れ
得
た
の
に
封
し
て

五
租
に
至
つ
て

一
つ
の

不
解
決

の
解
決
を
含
む
に
到

つ
た
が
故
で
あ
る
。

極
め
て
明
快
に
解

決
さ
れ
た
と
は
断
紹
が
自
か
ら
無
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

云
わ
ば

主
客
未
分
の
中
に
解
浴
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
断
緬
と
こ
れ

を
超
え
得
ざ

る
も
の
と
の
封
立
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

こ
と
は
先
に
累
げ
た
、

盧
空
消
損
の
語
に
封
し
て
築
著
礒
著
の
語
で

も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
空
で
な
く
所
有
る
意
味
に
於
け
る
有

の
存
在
が
現
れ
、

そ
の
存
在
の
意
味
を
得
て
來
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
決
し
て
私
は
暉
の
後
退
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。

寧
ろ

一
つ
の
進

歩
で
あ
り
、
諸
法
実
相

へ
の

一
歩
前
進
で
あ
る
と
考
え
度
い
の
で
あ

る
。
例
え
ば
死
の
問
題
が
あ
る
。
あ
る
古
人

は

「
似
二鴫
捉
フ鳩
」
と

　
べ

　
　

か

「
燭
腰
前
験
始
知
γ眞
」
と
か
或
は

「
符
到

奉
行
」
と
か
と

云
う

如
く
。
死
の
前
に
死
を
深
く
肯
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

死
を
死
と
す
る

所
に
そ
の
解
決
が
あ
る
と
云
え
る
。
我
々
は
超
克
し
得
ざ
る
断
縄
に

直
面
し
て
こ
れ
を
深
く
肯
う
こ
と
に
な
る
と
こ
こ
に

封
象
と
し
て
の

存
在
が
現
れ
、
自
己
の
如
何

と
も
な
し
が
た
き
も
の
と
し
て
立
つ
。

こ
れ
は
他
の
人
格
を
認
め
る
端
緒
と
な
り
。
更
に
は
、

封
象
的
な
宗

教
的
存
在
を
認
め
る
根
撮
と
な
る
。

輝
の
立
場
か
ら
無
神
論
が
構
え

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
西
欧
的
な
無
限
縄
封
的
な
超
越
的
聯
格
の
如

き
は
抽
象
的
な
思
惟
の
産
物
と
し
て
勿
論
琿

の
立
場
か
ら
は
認
め
ら

れ
な
い
。
そ
れ
は
無
佛
無
衆
生
、
無
古
無
今

と
云
う
に
等
し
い
。
し

か
し
自
他
が
魑
別
さ
れ
、
封
概
念
が
存
在
く
る
所
、

佛
と
衆
生
と
の

樹
立
も
生
じ
る

の
で
は

な
い
で

あ
ろ
う
か
。

世
法
の
中
に
佛
法
な

し
。
佛
法
の
中
に
世
法
な
し
と
云
う
が
。
世
法
を
超
え
た
佛
法
は
、

更
に
佛
法
の
中
に
世
法
を
撮
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
斯

る
意
味
で

五
祀
の
宗
旨
は
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
斯
る
超

え
得
ぎ
る
断
繕
を
超
え
得
ざ
る
も
の
と
し
て
、

他
に

一
箒
を
許
す
と

こ
ろ
に
も

一
つ
の
立
場
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
百
丈
は
不
落
因
果
、

不
昧
因
果
の
則
が
あ
る
が
、

佛
教
で
は
因
果
は
現
象
説
明
の
根
本
原

理
で
あ
り
擾
無
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
封
概
念
の
中
に
も

現
實
を
現
實
と
し
て
許
容
す
る

一
つ
の
見
方
が

成
立
つ
と
云
え
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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の

更
に
斯
る
心
的
轄
換
と
自
覧
と
の
關
連
を
考
え
た
い
と
思
う
。
我

々
は
素
朴
な
思
惟
過
程
に
於
て
は
樹
象
と

一
つ
に
な
つ
て
い
る
と
思

う
。
恰
も
眞
空
の
中
を
走
る
物
艦
に
も
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ

こ
に
は
何
の
抵
抗
も
あ
り
得
な
い
。

子
供
が
何
の
自
己
矛
盾
も
感
じ

な
い
で
外
界
に
適
鷹
し
て
行
く
の
は
斯
る
状
態
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

自
我
の
内
面
的
な
嚢
展
が
行
わ
れ
る
に
つ
れ
て
、

次
第
に
自
己
の
意

慾
を
も
ち
封
象
と
の
相
剋
が
現
わ
れ
る
に
順
が
つ
て
封
象
を
意
識
し

自
己
を
意
識
す
る
に
到
る
。

し
か
し
て
瞼
崖
に
直
面
し
、
難
透
の
ア

ポ
リ
ア
に
遭
遇
に
到
つ
て
、
自
己
と
封
象
と
、

或
は
世
界
と
自
己
と

を
明
確
に
意
識
す
る
に
到
る
。
こ
こ
で
我
々
は
あ
る
意
味
で
意
識
の

底
に
到
達
す
る
と
云
え
る
。
し
か
し
て
こ
の
瞼
崖
を
超
え
、
難
透
の

ア
ポ
リ

ア
を
透
過
す
る
庭
に
真
の
意
味
の
自
覧
が

成
立
す
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
我

々
は
素
朴
に
生
老
病
死
を
肯
け
が

い
、
そ
の
流
れ
の
中
に
身
を
委
ね
て
い
る
時
、

私
等
に
あ
ま
り
問
題

は
生
じ
な
い
。
し
か
し

一
度

こ
の
四
苦

に
疑
問
を
懐
き
、

こ
れ
を
何

ら
か
の
意
味
で
超
え
や
う
と
す
る
時
、

こ
こ
に
生
老
病
死
は
嚴
と
し

て
我
々
の
前
に
立
ち
塞
が
り
。
不
可
避
の
現
實
と
し
て
、

不
可
越
の

障
壁
と
し
て
立
つ
で
あ
ろ
う
。
人
は
こ
こ
で

生
に
対
し
て
は
肚
會
科

學
的
に
、
老
や
病
に
封
し
て
は
馨
學
的
に
、

死
に
樹
し
て
は
既
成
の

宗
教
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
解
決
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
或

は
そ
の
何
れ
を
取

つ
て
も
、

我
々
の
意
志
に
封
し
て
完
全
に
あ
ら
ゆ

る
鮎
で
満
足
に
解
決
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

も
し

解
決
し
得
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
こ
の
断
崖

を
越
え
得
、

ア
ポ
リ
ア

を
解
決
し
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ

し
て
こ
こ
に

一
つ
の
自

覧
が
成
立
し
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

更
に
し
か
し
既
成
の

あ
ら
ゆ
る
手
だ
て
に

漏
足
し
得
な
い

な
ら

ば
、
我
々
は
こ
こ
で
銑
成
の
あ
ら
ゆ
る
科
學

や
宗
教
に
封
し
て
疑
問

を
懐
き
、
更
に
こ
れ
を
越
え
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
・こ
に
我
々

は
更
に
高
い
自
覧
の
場
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

斯
く
考

え
る
な
ら
ば
、
我
々
の
意
識
の
あ
る
庭
、

所
有
ゆ
る
庭

に
我
々
は
断

紹
を
意
識
し
こ
れ
を
超
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と

云
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

實
は
斯
く
し
て
自
覧
が
成
立
し
、

斯
く
の
如

き
意
識
構
造
が
出
來
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
後
で
燭
れ
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
輝
の
面

で
こ
の
こ
と
を
考
え
た
い

の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、

古
來
の
公
案
は
こ
の
心
的
断
匡

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
つ
た
が
、

こ
の
超
克
の
中

に
眞

の
自
覧

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

自
覧
に
淺
深
と
か
次
第
と
か
が
あ
る
も
の

か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、

心
理
學
の
方
法
等
に
用
い
ら

れ
る
如
く
、
自
か
ら
の
出
ず
る

意
識
を
反
省
自
覧
す
る
と
云
う
意
味

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、

更
に
は
暉
定
を
覧
す
る

と
云
う
意
味
に
明
て
自
他

ご
禮
の
覧
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
何
れ
に
も
せ
よ
、
覧
さ
れ
る
も
の
と
覧
す
る
も
の
と

の
封
立
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
自
[他
不

二
の
覧
の
如
く
全
く
能
・
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覧
と
所
覧
が

一
と
な
る
紹
封
卒
等
の
覧
か
ら
、

更
に
そ
れ
と
は
全
く

異
な
り
、
そ
こ
に

一
つ
の
安
協
も
許
さ
ぬ
紹
封
的
な
隔
紹
の
覧
ま
で

あ
ら
ゆ
る
段
階
の
覧
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

千
七
百
則
と
云
わ
れ
る
公

案
も
ま
た
、

か
か
る
自
覧
の
展
開
で
あ
る
と
も
見
得
る
で
あ
ろ
う
。

自
他
不

二
平
等
の
自
覧
だ
け
が
唯

一
つ
の
覧
と
す
る
こ
と
は
、
正
位

に
尻
を
す
え
る
偏
見
と
す
る
の
は
私
だ
け
の
濁
断
で
あ
ろ
う
か
。

自

覧
と
は

こ
こ
で
私
は
骨
に
徹
し
騰
に
徹
し
血
と
な
り
肉
と
な
つ
た
こ

と
を
云

い
た
い
の
で
あ
る
。

自
覧
か
實
践
に
つ
な
が
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
云
う
な
ら
ば
ま
さ
に
か
く
實
践
に
つ
な
が
る
べ
き
自
覚
を
云
つ

て
い
る

の
で
あ
る
。

た
と
え
自
他
不
二
卒
等
の
大
輝
定
に
入

つ
た
と

と
云
い
高

い
自
覧
的
立
場
口で
あ
る
と
い
つ
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
、
意

味
が
な

い
と
思
う
。
私
等
は
常

に
自
他
の
封
立
に
苦
し
み
、

物
心
の

相
剋

に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
こ
そ
、
自
他
不
二
、

丞
-等
の
自
覧
が
尊
い
も
の
と
な
つ
て
來

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

人
或
は
宗
敏
の
上
で
は
物
を
紹
封
的
に
考
え
る
べ
き
だ
と
云
う
か
も

し
れ
な
い
。
主
客
未
分
が
あ
つ
て
、

主
客
封
立
が
あ
る
と
云
う
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
等
が
常
に
語
り
、

常
に
考
え
る
場
は
實
は

主
客
甥
立
の
立
場
で
あ
つ
て
主
客
未
分
の
中
で
は
紹
言
紹
慮
が
最
も

ふ
さ
わ
し
い
の
み
で
あ
る
と
思
う
。

と
も
か
く
私
は
こ
こ
で
心
的
轄

換
に
際

し
、
断
紹
に
當
面
し
、

そ
こ
に
回
心
が
行
わ
れ
る
所
に
明
ら

か
な
自
覧
が
成
立
す
る
こ
と
を
云
い
度
い
の
で
あ
乃
。

三

 

更
に
こ
こ
で
人
は
心
的
轄
換

(回
心
)
の
語
に
よ
つ
て
般
若
波
羅

密
の
文
字
を
思
い
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

智
慧
到
彼
岸
の
意
で

あ
る
こ
の
語
は
、
正
に
心
的
轄
接
と
考
え
ら

れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

心
的
韓
換
と
し
て
の
般
若
波
羅
密
は
、

「
空
」
の
思
想
を

以
て
、
あ

ら
ゆ
る
劉
立
を
解
決
し
て
行
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
故
に
、
も

し
暉
と
の
差
異
が

考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば

縄
定
と

空
の
差
異
で
あ

り
、
縄
定
と
空
と
が
窮
極
に
於
て
は
相

一
致

す
る
と
す
れ
ば
、
暉
は

般
若
波
羅
密
多
と
何
ら
攣
る
こ
と
が
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

只
暉

は
自
か
ら
眞
理
を
艦
得
し
覧
し
て
い
る
の
に
封
し
て
、

般
若
が
論
ぜ

ら
れ
る
の
は
少
く
も
客
観
化
さ
れ
た
智
慧
で
あ
り

概
念
的
に
論
ぜ
ら

れ
る
哲
學
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
こ
そ
琿
で

は
且
ハ艦
的
に
生
活
に
邸
し
現
實
の
場
か
ら
語
ら
れ
、

示
さ
れ
る
の
に

封
し
て
、
般
若
は
理
論
的
哲
學
的
に
、

或
は
腱
系
的
に
論
ぜ
ら
れ
る

と
考
え
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、

理
論
と
實
践
と
の
差

が
考
え
ら
れ
、
慧
と
定
の
問
題
に
還
元
さ
れ

る
と
も
云
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
周
知
の
如
く
般
若
の
空
は

一
切
の
實
在
の
否
定

か
ら
始
ま
つ
て
あ
ら
ゆ
る
者
に
及
ぶ
。

八
不
論
百
非
論
は
こ
の
否
定

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
。

實
在
を
執
す
る
も
の
に
は
そ
の
否

定
を
あ
た
え
、
虚
無
に
執
す
る
も
の
に
は
そ
の
虚
無
の
否
定
を
あ
た

え
、
諸
法
實
相
の
眞
理
に
肉
迫
し
や
う
と
す

る
。

師
ち
有
と
無
の
否
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の

定
的
韓
換

に
よ
つ
て
眞
理
の
彼
岸
に

到
達
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
封
し
て
全
く
同
じ
意
味
を
も
つ
様
に
見
え
る
の
で
あ
る

が
、
暉
定
の
側
か
ら
の
出
獲
黙
は

一
貼
異
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
白
隠
の
心
経
著
語
な
ど
に
般
若
を
観
念
的

な
否
定
道
と
と
ら
な
い
で
定
の
上
に
於
け
る

因
地

一
下
の
端
的
、
盧

空
消
損
鐡
山
催
の
正
位
と
見
て
い
る
。

「
隻
耳
如
γ聾
眼
如
γ盲
。
虚

空
夜
孚
失
二全
身
一不
γ容
γ令
一噌鶯
子
親
見
一戻
脚
波
斯
過
=別
津
齢。」
と

は
般
若
の
語
に
つ
け
ら
れ
た
白
隙
の
順
で
あ
る
。

又
色
不
異
空
空
不

異
色
の
語
に

「
色
、
不
遮
空
、
空
髄
色
空
非
γ破
γ色
色
身
空
、
色
空
不

二
法
門
裏
、
破
竈
梯
γ眉
立
一一晩
風
一」
の
頒
を

つ
け
て

い
る
の
も

打

成

一
片

の
端
的
か
ら
頒
し
出
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

或

は
碧
巖
九
十

則
に

出
て
來
る
、

智
門
般
若
禮

に
し
て
も
、

雪
寳
が

「
一
片
盧
凝
繕
一一謂
情

こ

と
願
し
て
い
る
黙
よ
り
見
て
、
暉
門
の
側
か

ら
の
般
若
の
見
方
は
こ
こ
で
般
若
艦
と
尋
ね
て
い
る
か
ら

爾
更
で
あ

ろ
う
が
、
多
分
に
暉
定
の
立
場
に

立
つ
て
い
る
と

思
わ
れ

る
の

で

あ
る
。
慧
の
面
、
定
の
面
何
れ
に
も
せ
よ
、

心
的
轄
換
を
通
じ
て
眞

理
の
彼

岸
に
到
達
せ
ん
と
し
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

次
に
私
は
こ
の
回
心
が

時
間
性
と
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
か
に
つ

い
て
少

し
考
え
て
見
た
い
。
す
で
に
四
十
二
章
経
の
如
き
奮
い

(小

乗
部
的

な
)
経
文
の
中
に
次
の
如
き
文
が
あ
る
こ
と
を

見
る
の
で
あ

る
。
佛
問
沙
門
。
人
命
在
二幾
間
一
。
封
日
。
敷
日
間
。
佛
言
。子
未
レ

知
γ道
。
復
問

一
沙
門
。
人
命
在
二幾
間
一。

封
日
。
飲
食
間
。
佛
言
。

子
未
γ知
γ道
。
復
問
一二

沙
門
隅。
人
命
在
二幾
間
一。
封
日
。
呼
吸
間
。

佛
言
。
善
哉
。
子
知
γ道
　
。
と
あ
り
、

又
刹
那
と
云
う

如
き

思
想

も
佛
教
の
中
に
あ
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
あ
げ

ら
れ
た
人
命
在
二呼
吸
間
一
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

實
存

哲
學
な
ど
の
中
に
も
時
間
性
と
死
の
不
安
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

私

は
こ
の
人
命
在
呼
吸
間
を
回
心
の
所
で
云
つ
た

断
縄
と
結
び
つ
け
た

い
の
で
あ
る
。
念
々
我
々
は
漸
紹
に
遭
遇
す

る
。

我
々
の
意
志
に
封

立
す
る
も
の
と
し
て
断
紹
が
現
わ
れ
る
。

そ
こ
に
我
々
は
到
る
所
に

我
々
に
封
立
す
る
封
象
を
嚢
見
す
る
。

我
々
の
出
ず
る
意
志
に
封
し

て
抵
抗
が
現
れ
、
そ
こ
に
外
界
の
封
象
性
が
成
立

つ
。

臨
濟
大
師
は

「
若
能
歓
二得
念
々
馳
求
心
一。
便
與
二祀
佛
一
不
γ別
。」
と
云
つ
た
が
、

こ
の
事
は
逆
に
念
々
馳
求
の
心
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の

抵
抗
の
内
部
的
な
意
識
の
中
に
時
間
が
成
立

し
、

そ
の
外
部
的
な
抵

抗
の
中
に
空
間
の
意
識
が
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
も

出
來

る
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
時
間
と
空
間
と
は

相
關
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
に
氣

つ
く
が
、
近
代
物
理
學
な
ど
に
於
て
も
時
間

と
空
間
は

決
し
て
無
關

係
な
も
の
と
考
え
な
い
で
密
接
な
相
關
性
に
於
て

語
ら
れ
る
様

で
あ

る
。
前
掲
の
語
め
如
く
臨
濟
は

「
歓
=得
念

々

馳
求
心
一。

便
與
二租

佛

一不
γ別
」
と
い
い
、
又
他
の
箇
所
で
は

「
心
随
萬
境
轄
、
轄
虜
實

能
幽
。
随
流
認
得
性
。

無
喜
亦
無
憂
。」
の

語
を
あ
げ
て
い
る
が
念

々
馳
求
心
を
漱
得
す
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、

勿
論
こ

れ
は
少
乗
的
に
灰
心
滅
智
と
云
う
こ
で
は
な
く
て
と

一
念
不
生
と
か
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或
は

「
心
随
萬
境
轄
」
の
如
く
不
印
不
離
の
妙
境
を
表
わ

し
た
と
す

る
も
、

こ
こ
で
何
ら
の
抵
抗
が
表
わ
れ
な
け
れ
ば
時
聞
性
の
概
念
は

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
荘
子
の
全
牛
の
話
の
如
き
も

同
じ
く
時
間

性
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
こ
で
前
に
云
う
如
く
念
々
の
断

紹
の
前

に
時
間
性
の
意
識
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、

こ
れ
が
西
欧

の

實
存
的

な
考
え
の
如
く
神
に
關
わ
り
、
永
遠
な
も
の
、

繕
封
的
な
も

の
に
關

わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
は
、

抽
象
的
な
時
間
性
は

出
て
來

て
も
、
且
ハ燈
的
な
歴
史
性
は
出
て
來
な
い
で
あ
ろ
う
。

(田
邊
元
、
哲
學
入
門
、
補
論
第
一
、
歴
史
哲
學
の
項
参
照
)

こ
こ
で
老
}え

た
い
こ
と
は

「漱
得
念
々
馳
求
心
。

便
與
租
佛
不
別
。
」
の
祀
佛
が

果
し
て
、
永
遠
に
關
わ
り
紹
蜀
に
關
わ
る
。

西
欧

の
神
の
如
き
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

佛
租
は
實
に
人
間
の
中
に

具
禮
化

さ
る
べ
き
理
想
艦
で
あ
る
。
そ
れ
は
實
は
自
か
ら
の
自
覧
の

中
に
具

現
化
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

私
は
前
に
こ
の
断
紹
を

超
え
得

る
も
の
は
唯
切
々
た
る
求
道
心
で
あ
る
と
云
つ
た
が
、

こ
の

求
道
心

こ
そ
は
、
實
に
時
間
性
の
中
に
更
に
歴
史
性
を
與
え
る
者
で

な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
こ
で
抽
象
的
に
上
求
菩
提
下
衆
生
と
云
う
如

き
理
念
が
考
え
ら
れ
て
い
る
間
は
時
間
は
抽
象
性
を
脱
し
得
な
い
。

し
か
し
諸
佛
は
各
々
自
か
ら
の
出
世
の
本
懐
で
あ
る
成
佛
國
土
の
因

縁
を
も

つ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
諸
佛
は

そ
の
淺
深
貴
賎
の
差
こ
そ
あ

れ
、
自
か
ら
の
潭
土
を
も
ち
そ
の
澤
土
實
現
た
た
め
に

出
世
し
た
も

の
で
あ
る
。
或
は
こ
れ
を
大
悲
の
願
心
と
云
に
得
る
な
ら
ば
、

こ
の

大
悲
の
願
心
の
實
現
の
過
程
の
申
に
時
間
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
特
に
歴
史
性
は
具
膣
的
な
諸
佛

の
願
心
の
中
に
あ
る
考

え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
因
果
の
連
鎖
と
云
う
も

軍
に
機
械
的
に
無

目
的
に
動
く
も
の
で
は
な
い
。
世
界
に
は
世
界
の
願
心
が
あ
り
、

一

個
の
批
會
に
は

一
個
の
肚
會
の
願
心
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

個
人
に
は

個
人
の
願
心
が
あ
り
、
諸
佛
に
は
諸
佛
の
願

心
が
あ
る
。

こ
こ
に
個

人
的
な
歴
史
性
が
あ
り
、
世
界
の
自
己
實
現

の
た
め
の
歴
史
が
、

或

は

一
杜
會
の
歴
史
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
こ
こ
で
歴
史
と

時
間

性
と
の
差
を
如
何
に
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
こ
れ
は

一
般
的

な
存
在
意
欲
の
抵
抗
の
中
に
時
間
性
が
あ
ら

わ
れ
、

そ
の
上
に
實
現

せ
ん
と
す
る
具
艦
的
な
理
想
の
追
求
の
中
に

歴
史
性
を
見
た
い
と
思

う
。
)
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