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柴

田

増

實

繹
と
解
説

私

は

君

に
挨

拶

を

お
く

る
、

私

の
魂

と

水

と

の
子

よ
、

世

界

を
分

つ

一
枚

の
鏡

の

い
と

し

き
寳

よ
!

ポ

ー

ル

・
ヴ

ア

レ
リ

イ

「
ナ

ル

シ

ス
」

後
ほ
ど
暉
宗

と
い
う
名
の
下

に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な

つ
た
紳
秘
派

の
第

六
組

慧
能

(
六
三
八
-

七

=
二
)

に
よ

つ
て
、
そ

の
死
の
少
し
前
、
廣
東

の
北
、
紹

　

　

州

の
寺
院

の
法
堂

の
壇
上
に
於

て
説
か

れ
た
と

み
な
さ
れ
て
い
る
壇
経

の
序
論

の
中
で
、
彼

の
経
歴
の
初
め

に
、

つ
ま
り
暉
宗

の
第
五
祀
の
寺

に
米

を
砕
く
仕

事

を
あ

て
ら
れ
た

一
介

の
無
學

の
新

到
で
あ

つ
た
頃
、
慧
能
の
弟

子
達
が
暉
宗

第

六
租

の
稻
號
を
師

の
爲

に
引
績

い
て
孚
わ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
相
手

の
禰
秀

(
六
〇
六
i

七
〇
六
)

と
い
う
兄
弟
子
の

一
人

と
教
義
上

の
偶

を
や
り

と
り
し

た
次
第

を
慧
能

は
物
語
る
。

聯
秀

の
偶

は
次

の
よ
う
で
あ

つ
た
。

身
是
菩
提
樹
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慧
能
は
次

の
偶
に
よ
つ
て
こ
れ
に
答
え
た
。

菩
提
本
無
樹

..臼
、国
く
①出

⇔
①
8

日
℃
自
8

℃
。
一暮

α
、霞
訂
ρ

朋
鏡
亦
非
台

蜜

一。
巨

8
貯

9
p
ヰ

α
①
日
8

げ
霞
①
弓
舞
曾
一Φ
一一ρ

佛
性
常
清

浮

い
ρ

昌
暮
霞

①
-創
Φ
・】W
q
&

ロ
ρ
①
暮

簿
巽
器

一一①
日
。
暮

℃
母
。
●

何
塵
有
塵
埃

○
口

団

ρ
霞
9
汁
・旨

創
Φ
一ρ
b
。
器
ω一曾
亀
"、

(第
三
句

は
唐
代
の
敦
焼
本
よ
り

と
つ
た
。
普
通
に
は
本
來
無

一
物

国
○
口
。
一-

曾
①
日
①
暮

碧

。
邑

。
。
げ
o
ωo
口
、Φ
×
韓

①
と
す

る
)

こ
れ
ら

の
偶
は

シ
ナ
的
教
養

を
も

つ
た
す

べ
て
の
佛
教
徒

に
よ
く
知
ら
れ

て

い
て
、注
目

に
贋

い
す

る
解
繹

を
生
じ

て
來
た
。
そ
の
最
近
の
作
品
は

一
九
三

二

年

六
月
北
京

の
清
華
學
報

(同
ω一昌
αq
自
自
ρ
一
。
ロ
導

巴
)

に
現
わ
れ
た
陳
寅
恪

氏

(寓
・
日
o
げ
"Φ
旨

嘱
ぼ
慶
、o
)

(
ア
カ
デ
ミ
ア

・
シ

ニ
カ
會
員
)

の
論
読

で
あ

る
。

氏
は
現
代

シ
ナ
學

の
學
匠

の

一
人
で
あ
り

佛
教
學

で
は

シ
ナ
に
於

て
最
も
す
ぐ

れ
た
専
問

家
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
八
世
紀

の
後
孚

に
祠
會

(慧

能

の
弟

子
七
六

〇
年
獲
)
の
教

え
が

、反
理
性
主
義
者
の
方
向

に
む
か

つ
た
革
新
派

の
熱
情
的
な

運
動
を
ひ
き
お
こ
し

て
い
た
、
そ

の
あ
ま
り
學
植

の
な
い
環
境
か
ら
出

て
來
た

　

　

著
述
壇
経
の
多

か
れ
少
か
れ
民
間
的

な
起
源
が
跡
を
印
し
て
い
る
こ
れ
ら

の
句

の
ぎ
こ
ち

な
さ
を
き
わ
だ
た
せ
る
こ
と
に
同
氏

は
困
難
を
感
じ
な
か

つ
た
。
経

典

の
傳
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

諾

佛
が
そ
の

下
で
覧
を
得

る
と
い
う

菩
提
樹

は
、
古
典
的
な
佛
教

の
敷
多
く
の
術
語
が
新
し

い
又
屡

々
と
つ
ぴ
な
贋
値
で
以

て
解
繹
し
直

さ
れ
て
い
る
こ

の
書

の
中

に
於

て
さ
え
、
物
盟
が
實
有
な
き
こ
と

　

　

　

　

　

を
示
す
爲

の

像

と
し
て
は
思

い
も
か
け
な

い
も
の
で
軍
純

に
意
圖
か
ら
は

ず

れ
て

い
る
。
そ

こ
に
は
何
ら
の
堅
牢
な

る
實
髄
も
な
く
う
ち
破
れ
る

に
ま
か

さ
れ
て

い
る

芭
蕉

の

葉
が

こ
う

い
う

場
合

に

一
般

に
用

い
ら
れ
る
比
喩
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
に
關
し
て
は
、
陳
寅
恪
氏

は
曇
倫
輝
師

(
六
二
七
年
頃
残
)

の

ぞ
　
　
　

え
　

も

の
と
さ
れ

て
い
る
暉
句
を
参
照
す
る
。
曇
倫
は
完
全

な
寂
静
主
義
者
で
あ

つ

て
方
丈

を

一
度
も
離
れ
る
こ
と
な
く
、

い
か
な
る
祭
事

を
と
り
行
う
こ
と
も
な

く
又
嘗

て
書
物

に
學

ぶ
こ
と
も
な
く
、

た
だ
深

い
輝
定
に
波
頭
し

た
。
彼

の
師

匠

は
反
封

に
漸
修
の
暉

を
構
揚

し
た
。
或

日
師
は
、
玉
ね
ぎ

の
皮

を
む
く
よ
う

に
行
じ
て
精
神

を
曇
ら
し
て

い
る
凡
悩
か
ら
自
己
を
澤
化
す
る

こ
と
を
學

べ
と

彼

に
忠
告

し
た
。
師
は
彼

に
言

つ
た
。

コ

皮

一
皮
と
各

々
む

い
て

い
つ
た
ら
何

を
お
前
は
見
出
す
か
?
ー
清
澤

。」

こ
れ
に
曇
倫

は
慮
酬
し
た
。

「
も
し
玉
ね
ぎ
が
存

在
し
て
い
る
も

の
と
し
た
ら
、
玉
ね
ぎ

の
皮
を
む
く
と

い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
し
よ
う
。
し
か
し
本
來
何
ら

の
玉
ね
ぎ
も
あ
り

ま
せ
ん

か
ら
、
む
く

べ
き
何
か
が
あ
り
ま

し
よ
う
か
?
」

陳
寅
恪
氏
は
七
世
紀
末
以
來
あ
る
高
信
傳

の
中

に
謹
言
し

て
あ
る

こ
の
討
論

の
中
に
慧
能

の
偶

の
源
の

一
を
見

る
。
地
理
的

理
由

の
爲

に
こ
こ
で
は
玉
ね
ぎ

が

芭
蕉

に
代

つ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
陳
寅
恪
氏

は
次

の
よ
う
に
言
う
。
鏡

の

比

喩
に
つ
い
て
は
や
は
り

八
世
紀
初
頭
の
あ

る
テ
キ
ス
ト
の
中

に
同
じ
く
見
出

さ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば

五
世
紀

の
或
る
祀
師
は
大
道
の
師
ち
絶
封

の
本
來
清

浄
性

を
、
曇
ら
し
て
い
る
も
や
が

い
や
し
く
も
晴
れ
さ
え
す

れ
ば
自
か
ら
顯
現

す

る
太
陽

の
光
に
、
或

い
は
鏡
面
を
お
お
う
塵
埃
を
拭
え
ば
自
つ
と

こ
れ
も
亦

そ

の
完
全

に
純
粋
な
状
態
で
輝
き
出
る
青
銅

の
鏡

の
輝
き

に
な
ぞ
ら
え
た
も
の

の
如
く

で
あ

る
。

教
義
的
に
は
肺
秀

と
慧
能

の
偏

の
意
味
は
明
白
で
あ
る
。
最
古
本

の
完
全
な

　

　

る
書
名

に
於
て
は

「
頓
教
」
の
説
明

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
壇
経

の
冒
頭
に
あ

た
か
も
銘

の
如

く
位
置
し
て

い
る
こ
れ
ら

の
偶
は
慧
能
の
こ
の
頓
教
を
肺
秀
の

「
漸
教
」
に
婁
立

さ
せ
る
。
本

當
を
言
え
ば

こ
の
二
人

の
師

の
間
で
教
義
上
の
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鏡盤

封
立
が
事
實
こ
れ
ほ
ど
は

つ
き
り
と
き
わ
だ

つ
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
か
で
な

い
。
疑

い
も
な
く
後

代
に
つ
け
く
わ
え
ら

れ
た

傳
統
が

こ
の

場
合
寧
ろ

問
題

ぎ

　
　
　

　
　

に
な
る
。
寂
静
主
義
が
あ
ま
り

に
も
過
剰
に
な
る
の
を
避
け
よ
う
と
す

る
配
慮

　

　

が
壇
経
の
中
で
は
ま
だ
感
じ
ら
れ
る
。
又
傳
統
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
師
慧
能
に

鋸
さ
れ
る

「頓
宗
」
の
勝
義
の
弘
通
者
と
さ
れ
て
い
る
耐
會
は
敦
焼
で
再
護
見

　

　

さ
れ
た
彼
の
語
録

の
手
筆
の
断
片

の
中
に
次

の
よ
う

に
述

べ
た
。

　

「
人
が
自
己
自
身

に
於
て
佛
性
を
見
る

こ
と
を
得

る
の
は
唯
だ
良
き
縁

の
下

に
於

て
の
み
で
あ
る
。
地
下
水

を
得
る

に
は
掘

る
努
力

を
必
要
と
す
る
。
寳
石

　

　

　

(B
塑
巳
)
も
磨
か
ぎ

れ
ば

清
ら
か
で
な
い
。
.
浬
葉
経

に
日
く
、
衆
生

は
諸
佛

・
諸
菩
薩

・
諸

良
友

の
導
き

の
こ
れ
ら

の
縁
な
く
ば
佛
性

を
成
ず
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
…
…
。」

　

又

一
切
衆
生
が
佛
性
を
所
有
す
る
と
す
れ
ば
、
自
己
に
於
て
佛
性
を
見
る
衆

　

生

と
そ
れ
を
見
な
い
他

の
衆
生
と
あ
る
の
は
何
故
か
と
或

日
問
わ
れ
た
時

紳
會

は
答
え
た
。

「
そ

れ
は
宛
も
寳
石

の
様
で
あ
る
。
寳
石

は
明
浮
の
性

を
所
有
す
る
け
れ
ど

も
そ
れ
を
磨
く
人
が
い
て
初

め
て
明
浮

で
あ
る
。
同
様
に
衆
生

に
覧
心
を
生
ぜ

　

し
め
る
爲

に
は
諸
佛
・諸
菩
薩
・
諸
良
友

の
こ
れ
ら

の
縁

に
遇
わ
な
け
れ
ば

衆
生

　

は
自
己
に
於

て
佛
性
を
見
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る

。」

「
頓
」
教

に
く
み
す

る
者

に
と

つ
て
は
絶
封

の
我
々
自
身

に
於
け
る
圓
渦
現

　

　

成
せ
る
見

は
時
間
的

な
・因
果
的

な
・
或
は
他

の
・
あ
ら
ゆ
る
縁

の
将
外

に
「
頓
」

　

的
な
仕
方

で
生
じ
、
完
成

で
き
な

い
様
な
仕
方
で
前
以
て
佛
性

を
看
る

こ
と
は

特

に
必
要

で
は
な

い
。
蜘

(梵
語
で
は

団
ロ
σQ
ρ
℃
暮

プ

ラ
ト
ン
派

の

①
×
巴
℃
7

冨
。。)
と
い
う
語

に
よ

つ
て
実
在

の
綜
合
的
な
理
解
力
と
直
接

・
瞬
間
的

・
同
時

に
永
遠

で
も
あ
る
無
時
間

・
な
ど

の
哲
学

と
に
結
合
さ
れ
た
救
済

の
全
盟
を
ひ

つ
く
る
め
た
相
を
了
解
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
師
ち
そ

こ
で
は
事
物
が

一
畢

に

・

直
観
的

に

・
無
條
件
的
に

・
攣
革
的

に
み
ら
れ
て
い
る
。

一
方

「漸
宗
」

つ
ま

り
分

析
的
な

教
え

は

漸
々

(梵
語
で
は

国
吋
p
白
磐

H
葬

為

プ
ラ
ト

ン
派

の

9

げ
。
落
。。)

の
手
順

に
よ

つ
て

・
あ
ら

ゆ
る
種
類

の

行
爲

(道
徳
的
祭
式
的
実

践

・
瀞

秘
的
な
行

・
智
的

な
學
問

な
ど
、
救
濟
の
條
件

と
な
る
け
れ
ど
も

た
だ

絶
封

の
受
動
的
な
経
験

の
み
に
し
か
鰍
身
す
る
こ
と
を
主
張
し
な

い

「
頓
悟
派

の
人
々
」
が
う
け
が
わ
な
か

つ
た
あ
ら

ゆ
る
能
働
的

な
働
き
)

の
前

進
的

な
織

績

に
よ

つ
て
絶
封

に
導
く
と
主
張
す
る
。

一
面
、
悟
り

・
救
濟

に
み
ち
び

く
認

識

・
覧

(ぴ
o
畠
三
)

は
無
始
以
來
我

々
各
人

に
於

て

現
在

で
あ
る
限
り

に
於

て

「本
覧
」

(ho
昌
o
一〇H
)

の
相

の
下
に
み
ら
れ
、

他
面
覧
が
實
現
し

「
始
」
め
る

爲

に
精
肺

を
暗
く
し
て

い
る
お
お
い
か
ら
我

々
の
精
帥

を
解
放
す
る
こ
と
が
我

々
に
必
要

な
限
り

に
於
て
覧
は

「始
覧
」

(ヨ
8
℃
窪

)

の

相

の
下
に
み
ら

れ

る
。
哲
學
的

に
は
こ
れ
ら
頓
漸
の
教

え
は
雨
者

い
ず

れ
も
精
聯

の
清
澤
性
そ
れ

自
盟

へ
の
信

に
基

い
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
本
性

に
於

て
は
清
浮
な
心
も

「
凡

悩
」
に
よ

つ
て
け
が
さ
れ
て

い
る
。
漸
宗
は

こ
れ
ら

の
外
か
ら
來
る
不
純
な
も

の
を
心
か
ら
は
ら

い
の
け
る
爲
に
、

「
鏡
を
彿
拭
す
る
」
爲

に
必
要
な
努
力
を

強
調
す
る
。
頓
宗

は
心
の
本
質
的
な

清

浮
性
し
か

考
慮
に

入
れ
よ
う

と
し
な

い
。
そ
れ
は
不
浮
性

の
存
在
を

ー
た
と
い
そ
れ
を
除
く
爲

で
あ

つ
て
も
ー

認

め
る

こ
と
を
拒
絶
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
何
故
な
ら
清
浄
性
と
不
浄
性
と

の
隔
別

は
既

に
ま
さ
し
く

二
元
論

・
あ
ら
ゆ
る
限
定

を

「
空
」
じ
て
い
る
絶
封

の
述
語

不
可
能
性
と
は
反
鉗

の
相
封
主
義
を
包
含

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
若
し
佛
性

(ぴ
賃
&

げ
㊤
醇
、
佛

に
な
る
潜
在
的
な
能
力
、

こ
れ

は

一
切
衆
生

に
生

れ

つ
き

か
ら
あ
り
、
こ
れ
に
よ

つ
て
衆
生
は
絶

対
の
本
質
そ

の
も
の
で
あ

る
諸
佛

の
本

性

を

可
能
性
に
於

て

わ
か

つ
て
い
る
)
、

或

い
は
絶
封
が

佛

の
名

の

一
つ
で
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あ
る
か
ら

絶
封

と
い
う
な
ら
、
若

し
絶
封
が

「
永
遠
に
澤
清
」
で
あ
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
絶
封
が
不
浄
や
塵
埃

と
異
な

つ
て

い
る
と
い
う
意
味

に
於
て
で
は

な

い
、
寧
ろ
そ
れ
は
縄
封
は
自
己
自
身

に
完
全

に
自
己
同

一
で
あ
る
と

い
う

こ

と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題

は
印
度
の
古
典
佛
教

に
も
親
し
い
も

の
で
あ

つ
た
。
例
え

ば

キ
リ

ス
ト
紀
元

六
世
紀

の
偉
大
な
教
學
者
無
著

の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
次

の

詩
句

の
中

に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。

若
し
彼
雑
染
あ
ら
ぎ
ら
ん
か
、

一
切

の
有
身

は
解
脱
し
た
る
な
る
べ
し
。

若
し
彼
清
浄
あ
ら
ざ
ら
ん
か
、

功
力
無
果
た
る
べ
し
。

空
性
は
染
に
も
あ
ら
ず
不
染
に
も
あ
ら
ず
、

そ
は
又
浮
不

浮
に
も
あ
ら
ず

。

心
は
本
性
明
浄
な
り
、

偶
來

の
煩
悩

に
よ
り

て
染
り

た
り
。

(
山

口
釜
博

士
澤
)

　

　

　

　

　

こ

こ

に
引

用

し

た

無
著

の
偶

の
原

典

は

中
邊

分

別

論

(寓
ρ
自

為

暮

卑
く
一亨

轟

唄
P

冨

昏

。
ユ
巨

塁

江
。
印

・
暑

。

5

巨

濠

鐸

・
二

・。・
・
×
ゆみ
墓

・
・)

と

名
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
故
に
こ
れ
ら

の
偶
は
問
題
の
邊

(ρ
昌
叶p
)

を
な
す
諸
項

「
1
師
ち
清
潭

と
煩
簡
、
縄
封

と
相
封
-

の
間

の
中
道

(日
9
魯

囮
ρ
)
か
ら

　

　

璽
感
を
得
て

い
る
。
壇
経

の
中
で
慧
能

の
偶
と
神
秀

の
偶
が
そ

れ
ぞ
れ
關
る
の

は
こ
れ
ら
の
二
項

に
で
あ
る
。
慧
能

は
鏡
並
び

に
鏡
を
汚

し
て
い
る
塵
埃

の
存

在
そ

の
も
の
を
も
否
定
す
る
。
神
秀

は
鏡

を
清
め
て
塵
埃

を
佛
う
た
め
に
考
慮

に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
な
程
度

に
於

て
鏡

の
存
在
を
認
め
る
。

こ
の
塵
と
い
う

比
喩

は
、

佛
書
の
中
國
人

の

醗
繹

家
達

の

術
語

表
の
中

で

「
外
か
ら
來

る
凡

悩
」

(鋤
αq
p
暮
q
閃
甲
匹
Φ
ωげ
p
)
に
あ
て
ら
れ
た
繹
語
が

「
客
塵
」

(掲
。
β
ωω
δ
増
Φ
ω

α
Φ
℃
霧
ω
p
σq
①
)

と
い
う
語
で
あ
る
だ
け

に
な
お

正
し

い
も
の
と
さ
れ

て
い
た
。

現
象
界

・
そ
の
汚
れ

・
そ

の
凡
悩
を
さ
し
示
す
爲

の
語

「
塵
」
は
道
教

の
哲
學

者

の
古

い
用
語
か
ら
借
り

て
来
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

ヴ

ェ
ダ

ン
タ
の
膣
系

の
解
繹
學
者

シ
ャ
ン
カ
ラ
は

「
頓
宗
」
に
傾

い
て
い
た

が
、
彼

に
よ
れ
ば
縄
封

(σ
Hρ
げ
ヨ
ρ
】μ
》
6
叶日
ρ
⇔
)
と
合

一
す
る
こ
と
に
あ

る
解

睨

は
認
識
と
關
り
あ
る
事
柄
で
あ

つ
て
作
爲

の
事
柄

で
は
な
い
か
ら
、
我

々
の

側
の
い
か
な
る
能
働
的
な
努
力

に
よ

つ
て
も
そ
れ
に
達
す

る
こ
と
は
出
來

な
い

　

　

　

　

　

で
あ

ろ
う
と
主
張
し
て
い
た
。
彼
は
解
脱

は
我

々
の

ア
ー
ト

マ
ン
に
固

よ
り
内

在

し
て
い
る
も

の
だ

と
言

つ
て
い
た
。
若

し
我

々
の
無
明

の
た
め
に
我

々
に
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

解
脱
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
し

て
も
、

「
鏡

に
固
有
の
輝
き
が
鏡
を
清
め
る
こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と
に
よ
つ
て
目

に
見
え
る
も

の
と
な
り
得

る
よ
う
に
」
、
我

々
自
身

の
努
力
で

　

　

　

　

　

ア
ー
ト

マ
ン
を
浮
化
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
解
脱
が
開
か
れ
得
る
と
考
え
る

の
は

　

　

　

　

　

誤
り
だ

ろ
う
。
實
際
、
ア
ー
ト

マ
ン
は

い
か
な

る
働
き
か
け
の
蜀
象
と
も
な
り

得
な

い
で
あ
ろ
う
。
何
故

な
ら
劉
象

に
も
た
ら

さ
れ
る
凡
ゆ
る
働
き
か
け
は
こ

　

　

　

　

　

の
封
象

の
攣
様

を
引
き
起
す
が
、

ア
ー
ト

マ
ン
は
永
遠

に
不
攣
化

で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
佛
教
徒

で
は
な
か

つ
た
が
そ

の
思
想
は
佛
教

の
刻
印
を
う
け

て
い
た

こ
の
印
度

の
哲
學
者

の
こ
れ
ら

の
論
説
は
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
千
年
頃
中
國

の
琿

宗

の
あ
る
祀
師
が
頓
宗

の
教

理
を
要
約
し
た
生
彩
あ
る
次

の
詩
句
の
註
繹
と
し

て
役
立
ち
得
る
。

　

　

　

　
「
鏡
を
拭
う

こ
と

に
よ

つ
て
人

は
鏡

に
あ
と
を
つ
け
る
、

わ
ざ

あ
ま
り

に
も
た
く
み
な
る
業

は
自
然

の
ま
ま

の
玉
を
台
な
し
に
す
る

。」

(警

玄
九
四
三
ー

一
〇

二
七

の
偶
)
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故

に
上
述
し
て
來
た
よ
う
な
こ
と
が
ら
が
壇
経
の
偶
が
提
起
す
る
哲
學
的

・

宗
教
的
な
デ

ィ
レ
ム
マ
で
あ
る
。
こ
の
デ
ィ
レ
ム

マ
は
決
し

て
中
國

に
固
有

の

も

の
で
は
な

い
が
、
中
國
人
は
常

に
そ

の
鋭

い
意
識
を
抱
き
績
け
て
來

た
。

八

世
紀

に
は
と
り
わ
け
全
て

の
中
國

の
哲
学

は

「
頓
宗
」

と

「
漸
宗
」
と
の
佛
教

的
論
孚
を
め
ぐ

つ
て
轄
回
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
孚

い
は
勲
世

紀
に
わ
た

つ

て
申
國
思
想
の
本
質
的
な
或
る
面

(℃
①
円
。。℃
。
。怠
く
¢
ω)

を
他

の
名

の
下

に
支
配

し
て
來
た
と
言

い
得
る
。
從

つ
て

留
玄
け
一ω
ヨ
①

(頓
宗
)
σq
雷
α
舜

一一。。8
Φ

(漸

宗
)
と
い
う
語

は
フ
ラ

ン
ス
語

に
探
用
な
れ
る
だ
け

の
ね
う
ち
が
あ
る
と
私
に

は
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
ら

の
語
は
優
雅
さ
を
欠
き
、
更

に
悪

い
こ
と
に

は
フ
ラ

ン
ス
語

の
知
ら

な
い
複
雑
な
意
味

の
封
立

を
鯨
り

に
も
文
字
通
り
の
意

味

に
し
か
表
現
し
な
い
。
し
か
し

℃
。
ほ
。9
ぞ
冨
ヨ
①
圓
成
主
義

一日
℃
Φ
昧
①。
学

一く
冨
日
①
未
圓
成
主
義
、
或

い
は

什
o
富
年

錠
冨
白
①
全
艦
主
義

ひく
o
巨
試
o
昌
艮
?

日
①
進
化
主
義

の
方

が
よ
い
と

い
う

こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
か
ら
、
私
は
し
ば
ら

く

。。
ロ
玄
汁
冨
8
①
と

σQ
茜
α
g
巴
一ωヨ
①
と
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
私
が
こ
こ
に
廣
範
園

に
亘

つ
て
研
究
し
よ
う
と
志
し
て

い
る
の
は
こ

　

　

の
教

義
上

の
問
題
で
は
な

い
。
た
だ
私

は
壇
経

の
偶

の
中

で
重
要
な
役
を
演
じ

て

い
る
鏡

の
比
喩
を
そ
れ

に
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
に
註
を

つ
け
、
同
時

に
中
國
的

で
も
あ
り
佛
教
的

で
も
あ
る
そ
れ
の
先
行
形
態
を
探

究
し
更

に
ア
ジ
ァ
外

の
地

域
に
ま
で
そ
れ
と
封
照
す
る
も
の
を
さ
が
す

こ
と
に
止
め
て
お
く
。
恐
ら
く

こ

の
よ
う
な
問
題
の
お
し
進
め
方

に
よ
つ
て
却

つ
て
逆
に
は

つ
き
り
し
た
形

で
記

憶
さ
れ
る
に
贋
す

る
教
義
上

の
事
實
が

い
く
ら
か
現

わ
れ
て
來
る
で
あ
ろ
う
。

　

　

清
華
學
報
の
論
説

の
中
で
陳
寅
恪
氏
は
壇
輕
よ
り
も
そ
れ
ほ
ど
古
く
は
な

い

繹
宗

の
い
く
ら

か
の
文
書
を
こ
の
鏡

の
比
喩

の
源
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
文
書

は
そ
れ
自
身
、
そ

の
深

い
源
は
遙
か
遠
く
に
先
づ
第

一
に

佛
教
以
前

の
申
國

の
哲
學

の
中

に
と
り

わ
け
道
教

の
哲
學

の
中

に
求
め
ら
れ
ね

ば

な
ら
な

い
と
こ
ろ
の
流
れ
が
後
世
再
び
現
れ
た
に
す

ぎ
な

い
。
暉
と
構

さ
れ

る
佛
教

の
宗
派
は
印
度
佛
教
か
ら
と
少
く
と
も
同
じ
程
度

に
道
教
か
ら
も
塞
感

を
得

て
い
る
。

キ
リ

ス
ト
紀
元
前
三
〇
〇
年
頃
、
荘
子
は
自
然
に
反
鷹
す
る
が
決

し
て
自
分

自
身

の
意
圖

で
爲
そ
う
と
は
し
な
い
道
家

の
聖
者

の
無
感
動

・
受
働
性

・
無
情

念

・
無

關
心
を
具
罷
的

に
説
明
す

る
爲

に
屡
々
鏡

の
比
喩
に
訴
え
て
い
る
。
荘

子
は
次
の
様

に
書

い
て
い
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「
至
人

は
心
を
用
う
る
こ
と
鏡

の
ご
と
く
で
あ
る
。
彼
は
事
物

の
あ
と
を
お

く

つ
て
行
き
も
せ
ず

迎
え
も
し
な

い
。
彼

は
事
物

に
鷹
ず

る
が
、
そ
れ

に
こ
だ

わ
ら

な
い
。

こ
の
故
に
能
く
す

べ
て
の
事
物

に
た
え
え
て
そ
れ
に
傷
け
ら
れ
な

い
。

…
…
」

(荘
子
第
七
)　

ぶ

　
　
　

「
聖
人

の
静
は

(
そ
の
無
情
念
は
)

人
が
静

は
善
な
り

と
い
う
意
味
に
於
て

静

な
の
で
は
な

い
。
萬
物

(
い
か
な
る
感
覧
的
或

い
は
限
定

さ
れ
た
存

在
も
)

も
彼

の
心
を
か
き
齪

す
に
足
り
な

い
と

い
う
事
實

に
よ

つ
て
聖
人

の
静
は
明
確

　

　

　

に
さ
れ
る
。
静

か
な
水
は
髪
や
眉

の
毛
ま

で
照
ら
す

(或

は
う

つ
す
)

ほ
ど
明

る
い
。
水
は
李
衡
が

と
れ

る
と
工
匠

に
水
準
器
と
し
て
役
立
ち
得
る
程
正
確
で

あ
る
。
若
し
静

か
な
水

の
明
る
さ
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
ま
し
て
況
ん
や

　

　

　

　

精
耐

の
明
る
さ
を
や
!
静
か
な
る
か
な
聖
人

の
心
、
そ
れ
は
天
地

の
鏡
に
し
て

事
物

の
あ
ら
ゆ
る
多
様

を
う

つ
す
!
」

(荘
子
十
三
)

心
が
宇
宙
の
鏡
で
あ
る
爲

に
は
、
荘
子

に
從

え
ば

心
を
李
静

に
す
る
こ
と
心

か
え

を
無
情
念
の
状

態
に
還
す

こ
と
が
故

に
重
要
で
あ
る
。
か
よ
う

に
し
て
心
は
そ

の
眞

の
本
性
で
あ
る

「
天
徳
」
に
同
化
す
る
。
清

澤
に
し
て
李
静

、

一
に
し
て

不
攣
、
無
關
心
に
し
て
無
爲
、
心
は
水

に
等
し

い
。

(荘

子
十

五
)
と
こ
ろ
で
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水
は
鏡
で
あ
る
、
し
か
し
水

が
卒
静
で
外
か
ら
何
ら
か
き
齪
さ
れ
な
い
と
い
う

条
件

に
於
て
で
あ

る
。
同
様

に
聖
人

は
自
己

に
外
的

で
あ
る
全
て
か
ら
離

れ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

「
事
物
が
彼

に
住
ま
る
こ
と
な
く
し
て
彼

自
身

と
し

て
あ
る
者

に
と
つ
て
は

事
物

は
そ

の
あ
る
が
ま
ま

に
現
わ
れ
る
。
彼
の
動

は
水

の
動

の
様

に
(無
情
念
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

で
あ
り
、
彼

の
不
動

は
鏡

の
そ
れ
で
あ
り
、
彼
の
鷹
ず

る
や
も
の
の
響

の
如
く

で
あ
る
。
…
…
未
だ
か

つ
て
他
人
に
先
ん
ぜ
ず
常

に
人

の
あ
と

に
随
う

、」

(荘

子
三
十

三
)

感
魔
的
限
定

の
世
界

の
あ
ら
ゆ
る
多
様
な
雑
多
性

は
彼

に
と

つ
て
は
軍

一
に

還
元
さ
れ
る
。
彼

は
攣
化
の
眞
中

に
あ

つ
て
み
だ

さ
れ
ず
、
死
も
生
も
彼

の
心

を
動
か
さ
な

い
、
そ
し
て
ホ
ラ
ー
ス
に
於
け
る
如
く

「
よ
し
宇
宙
が
崩
壊
す
る

と
も
彼
の
心
を

引
き
入
れ
る
こ
と
は

出
來
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
從

つ
て
彼

の
卒

静
そ

の
も
の
が
人
々
を
ひ
き

つ
け
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「
人
々
が
自
分

の
姿
を
映
す

の
は
流
水

に
於

て
で
は
な
く
し
て
止
水

に
於

て

で
あ
る
。
止
水

の
み
が
能
く
そ
の
止

に
よ

つ
て

(水

に
姿
を
映
す
爲

に
)
そ

こ

に
立
止
る
す

べ
て
の
人

々
を
止
め
得

る
…

…
」
。
(湛
子
五
)

或

い
は
更

に
、
聖

に
近
づ

く
人

は
誰
で
も
聖

の
徳
を
う

つ
す
が

、
し
か
し

こ

れ
は
人
が
自
分

に
固
有
の
露

鏡
を
清

め
る
と
い
う
條
件

に
於
て
で
あ
る
。
そ
し

　

　

　

　

て
次

の
様

に
鏡
上

の
塵

の
象
徴
も
あ
る
。

「
鏡
が
明
か
な
時

に
は
塵
が
そ
れ

に
つ
い
て

い
な
い
。
若
し
塵

が
あ
れ
ば
鏡

は
明
か
で
な
い
。
久
し
く

賢

人
の
か
た
わ
ら
に
い
る

者

は

誰
で
も

過
ち
が
な

い
。」

(荘
子
五
)

　

　

　

荘
子
の
こ
れ
ら

の
論
題
の
大
部
分

は
准
南

子
の
中

に
、
議
展
し
た
あ

か
ら
さ

ま
な
か
た
ち
で
再
び
探
用
さ

れ
て

い
る
。
准
南
子

は
漢

の
帝
室

の

一
王
子
が
庇

護
し
て

い
た
文
人

の
グ

ル
ー
プ
に
よ

つ
て
キ
リ

ス
ト
紀
元
前

二
世
紀
坐
-ば
頃
編

纂
さ
れ
た
哲
學
的
試
論
集
で
あ
る
。
鏡

の
比
喩
は
道
教
的
璽
感
の
こ
の
著
作

の

　

　

　
そ
　

中

に
常

に
現
わ
れ
て
來
る
。
凡
ゆ
る
想
、
凡
ゆ
る
念
ま

で
除
く
無
情
念

の
状
態

の
大
丈
夫
は
自
然
と

一
艘

を
な
し
て
い
る
も
の
と
し
て
そ

こ
に
は
叙
述

さ
れ
て

い
る
。

「
天
を
車
の
蓋

と
す
れ
ば
彼
を
お
お
わ
な

い
も
の
は
何
も
な

い
。
地
を
車

の

禮

と
す
れ
ば
彼

を
運
ば
な

い
も
の
は
何
も
な

い
。
四
季
を
駿
馬
と
す
れ
ば
彼

の

御

に
し
た
が
わ
な
い
も

の
は
何
も
な
い
。
…
…
故
に
彼

は
揺
れ
動
く
こ
と
な
く

　

し
て
迅
速
で
あ
り
、
疲
れ
る

こ
と
な
く

遠
く

に
行
く
。
道

の
本
質
と

い
う
桿
柄

を
持
し
て
、
彼

は
地
上

の
無
限
の
中

で
游
行

に
身
を
ゆ
だ

ね
る
。
世
の
事
柄

に

能
働
的

に
介
入
す

る
ど

こ
ろ
か
、
事
柄

を
そ

の
自
然
な
動
き

の
方
向

に
押

し
進

め
る
。

存
在
の
千

の
変
形
を

測
り
究

め
よ
う
と

求
め
る
ど

こ
ろ
か
、

全
て
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

本
質
的
な
傾
向

へ
と
も
た
ら
す
こ
と
を
努

め
る
。
鏡
も
水
も
事
物
と
の
接

鯛
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

於

て
は
知
性
も
映

そ
う
と

い
う
意
向
も
必
要
と
し
な

い
。
し
か
も
方
圓
曲
直

の

い
ず
れ
も
そ
れ
ら

を
逃
れ
る

こ
と
は
出
來
な

い
。
響
の
鷹
ず

る
や
ほ
し

い
ま
ま

に
で
は
な
く
、
物

を
映
す

や
常

に
同
じ
も

の
が
現
れ
る
の
で
は
な

い
。」

(准
南

子
、
原
道
訓
上
大
丈
夫
)

荘
子

に
於
て
と
同
じ
く
、
同
時
に
最
高

の
統
治
力
で
も
あ
る
こ
の
受
働
性
は

無
情
念

に
よ
る
解
脱

と
魂

の
李
静

と
を
條
件
と
し
、
し
か
も

こ
れ
が
魂

の
自
然

の
状
態

で
あ
る
。
即
ち
凡
そ
動
揺
と

い
う
も

の
情
念
と

い
う
も
の
は
全
て
本
來

魂

に
は
無
縁

の
も
の
で
あ
る
。

「
人

は
生
れ

つ
き
寂

で
あ
る
。
こ
れ
は
人
が
天
か
ら
受
け

る
本
性
で
あ
る
。

事
物

の
影
響

の
下
に
動
が
人

に
於
て
生
ず

る
。

こ
こ
に
人
間
本
性

の
破
壊
が
存

す

る
。
そ

の
魂
は
現
前
す
る
事
物

に
慮

じ
、
か
く
て
そ
の
知

は
動

に
移
る
。
こ
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鏡

の
動
く
知

に
よ

つ
て
人
は
事
物

と
の
接
燭
状
態

に
も
た
ら
さ
れ
、

か
く

て
人

に

愛
憎
の
念
が
生
じ
、
こ
れ
故
に
人
は
事
物

を
實
艦
的

に
と
ら
え
る
。
外

の
方

に

ひ
か
れ
た
知
は

も

は
や
自
分

自
身

に

も
ど
る
こ
と

は

出
來
な

い
。

こ
の
よ
う

　

に
し
て
人
に
於

て
は
天
理
が
こ
わ
さ
れ
る
。
道

に
達
し
た
人
々
は
天
性

を
人
性

と
と

つ
て
か
え
る
よ
う
な

こ
と
は
し
な
い
。し

(同
上
)

天
は
人
間

の
本
性
で
あ

つ
て
、

こ
れ
を
賢

人
は
人
間

の
情
念

に
よ

つ
て
抹
殺

す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な

い
。
實
際
、

こ
の
人
間
情
念

は
自
然

の
全
蹉
部

ち
天

せ

　　

　

　

　

理

へ
の
人
間
参
與
の

感
情

を
失
わ
し
め
る
。
理
と
い
う
言
葉

は
こ
こ
で
は
宇

宙

の
全
封

の
秩
序

を
指
し
、
こ
れ
は
全
て

の
個
々
の
存
在
を
包

み
統
括
す

る
。

　

そ
れ

は
殆
ん
ど
道

と
い
う
語
と
同
義
語
で
あ
る
。
佛
教
以
前

の
支
那
思
想
の
中

に
於
て
は
常

に
そ
う
で
あ

つ
だ
様

に
、
そ
れ
は
璽
的

・
超
絹
的
な
本
質

と
し
て

で
は
な
く
、
そ
こ
に
於
て
世
界

の
差
別
が
統

一
さ
れ
る
普
遍
性
と
し
て
、

ほ
ぼ

ス
ト

ア
主
義
の
様
な
仕
方
で
考
え
ら

れ
た
縄
封
で
あ
る
。

　

　

　

准
南
子

に
於
け
る
受
働
性
は
故

に

一
種
の
縄
封

に
關
す
る
受
働

性
で
あ

る
。

何
故
な
ら
秩
序
づ
け
ら
れ
そ
れ
に
於

て
意
味
づ

け
ら

れ
る
相
封
的
な
諸
存
在

に

封
立
し
た
こ
の
普
遍
性

こ
そ
ま
さ
に

一
つ
の
紹
封
で
あ
る
。
そ
し
て
決

し
て
こ

　

　

う　

　

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
縄
封

の
・道

の

感
情

を
失
わ
な

い
聖
人

は

「
そ
こ
で
は
全
て
が
は

つ
き
り

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

　

見
ら
れ
る
完
全
に
清
澤
な
鏡
」

に
、
或

い
は
他
の
映
す
表
面
印
ち
翻

か
な
水

に

比
較
さ
れ
る
。

「
本
性
上
水

は
脅

々
と
し

て
清
浄
で
あ
る
、
し
か
し
泥
に
よ

つ

て
齪
さ
れ
う
る
。
同

じ
く
人
間
本
性
も
安
静

に
し
て
寂

で
あ
る
、
し
か
し
欲
望

　

　

　

ぬ　

が
そ
れ

を
動
揺
さ
せ
う
る
。」
全
て
の
人
々
は

「
天
か
ら
同

じ

惰

を
受
け
て

い
る
、
即
ち
耳

と
眼

は
音

と

色

を

感
じ
う

る
、

口
と
鼻

は
味

と

香
り
や
悪
臭

を
、
皮
膚
は
冷
暖

を
。」
若
し
他
の
人

々
は

精
紳
上
の

闇

黒
師
ち

「
愚
行
を
避

け
得

な
い
」

の
に
或
る
人

々
は

「
魂
の
光
明
」

に
参
與
す

る
と
し
た
ら
、

そ

れ
は
人

々
が

「
そ
の
情
念
を
制
御
す

る
仕
方

に
於
て
」
異

な
る
か
ら
で
あ
る
。

…
:

「
魂
は
知
性

の
根
源
で
あ
る
。

こ
の
根
源
が
純
粋
で
あ

る
時

は
、
知
性
は

明
晰
で
あ
る
。
知
性

は
思
想
の
集

る
場
所

で
あ
る
。
知
性
が
公
李
で
あ
る
時

に

　

　

　

は
、
思
想
は
正
し
い
。
流
れ
の
泡
沫
に
人

は
自
分

の
姿

を
映

さ
な

い
。
静
止
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
水

に
人

は
姿
を
映
す
、
何
故
な
ら
そ
れ
は
寂

で
あ
る
か
ら
。
人
は
顔

を
精
練

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ
れ
て
い
な

い
鐵
に
映
し

て
見
よ
う
と
は
し
な

い
。
明
か
な
鏡
に
映

し
て
顔
を

　

　

見
る
、
何
故
な
ら
そ
れ
は
携

々
と
し
て

い
る
か
ら

。」

(准
南
子
上
、
傲
眞
訓

下
、

淫
人
之
學
)

こ
の
こ
と
は
、
先
づ
第

一
に
精
練
き
れ
て
い
な

い
鐵
を
直

覗
し
こ
れ
を
磨
く

必
要

か
ら
出
獲
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
、
と

い
う

こ
と
を
言

つ
て

い
る
の
だ
ろ

　

　

　

　

　

　

　

う
か
?

准
南
子
は
こ
こ
に
は
つ
き
り
と
頓
宗

の
徒
た
る
こ
と
を
示
す
、
し
か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

こ
れ
を
慧
能
の
偶

の
用
語
そ

の
も
の
で
述

べ
る
。

「
明
ら
か
な
鏡
は
塵
埃

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

つ
て
汚
さ
れ
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
清
ら
か
な
魂

は
嗜
欲
に
よ

つ
て
齪
さ
れ

る
こ
と
は
出
來
な

い
。
外
部

に
散
る
塊

を
積
極
的

に
働
き
か
け

て
も

と
に
戻
そ

う
と
欲
す
る
の
は
根

を
閑
却
し
て
枝
末
を

(蘇
生
さ

せ
る
こ
と
を
)
求

め
る
に

等

し
い
。
内
と
外
の
間

に
い
か
な
る
呼
鷹
も
な

い
の
に
事
物

と
の
接
鯛

に
入
ろ

う
と
欲
す
る
こ
と
は
、
こ
の
様

に

(魂
の
)
紳

秘
的
な
光
を
清

耗
し
て
、
耳
目

に
よ

つ
て
認
識
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
は
、
灯
火

を
捨
て
て
闇

の
中

に
歩
む

に

　

等
し
い
。
そ
れ

は
道
の
心
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。」

(潅
南
子
上
、
傲

眞
訓
下
、

聖
人
之
游
)

　

こ
の

「
魂

の
光
」
を
、
統
御
術

に
於
け
る
無
情
念
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
准

　

　

南
子
の
他

の
章

は
鏡
の
全
く
受
働
的
な
輝
か
し
さ
に
な
ぞ
ら
え
て

い
る
。
鏡
は

釣
象
に
影
響
し
よ
う
と
お
も
う

こ
と
な
く
し
て
封
象

を
映
す
。
同
様

に
、
す
ぐ

れ

た
君
主
は
天
運

の
供
す
る
境

遇
の
ま
ま

に
導
か
れ
る
だ

ろ
う
。

「
井
戸
の
縁



鏡蜜165

石

を
と
り
園
む
柵
に
も

た
れ
て
井
戸
の
底
に
自
分

の
姿
を
映

そ
う

と
欲
す
る
者

は
皆
、
た
と

い
そ
の
人
が
物

を
透
す
様
な
硯
力
を
持

っ
て

い
た
と
し
て
も
、
自

分

の
瞳

の
影
を
そ
こ
に
見
出
す

こ
と

は
出
來

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
若
し
人

　

ゐ

　

　

が
姿

を
映
す
爲

に
鏡
の
輝
き
を
借
り
る
し
た
ら
、
寸
分
ま
で
も
入
は
そ

こ
に
見

分
け

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様

に
明
君
は
耳

目
を
螢
す
る
こ
と
も
な
く
又
精

力

心
魂
を
費
す
こ
と
も
な
く
事
物
を
到
ら
し
め
て
は
事
物

の
象
を
観
じ
、
事
實

を
來
ら
し
め
て

は
事
實

の
攣
形

に
從

い
行
く
。

…
…
僥
倖

の
作
爲

に
頼

る
こ
と

　

な
く
、
道

の
必
然

に
從

い
行
く

。」

(准
南
子
上
、
主
術
訓

下
、
御
)

　
ず

　
　

　
　
　

　

無
情
念

の
成
果
で
あ
る
聖
人

の

無
私
無
欲

は
そ

の
到
断
に
全
て
の
人
か
ら

受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
け

の
贋
値
を
附
與
す
る
。「
こ
の
世
間
で
は
誠
實

の
人

に
こ

と
敏
か
な

い
。
し
か
し
財

を
管
理
し
富
を
分
配
す

る
に
當

つ
て
は
分
前

を
決
め

る
爲

に
計
算
票

に
頼
る
。

こ
れ

は
公
正
に
關

し
て
は
思
慮
を
與
え
ら
れ

て
い
る

も

の
よ
り
も
無
心
の
も

の
を
人
は
好
む
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
世
間

で
は
清
廉
な

人

に
は
こ
と
敏
か
な
い
。
し
か
し
貴
重
な
寳

を
守

る
に
當

つ
て
は
必
ず

や
戸
口

に
棒

を
固
定
し
封
印
を
確
か

め
る
。

こ
れ
清
廉

に
關
し
て
は
欲
を
與
え
ら
れ
て

い
る
も
の
よ
り
も
無
欲

の
も

の
を
好
む

か
ら

で
あ
る
。
あ
る
人
が
あ
な
た
の
敏

　

　

　

　

　

　

　

　

た

　

黙

を
述

べ
る
時
に
は
、
.あ
な
た
は
そ
の
人
を
怨
む
。
鏡
が
醜

い
も

の
を
見
せ
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

め
る
時
に
は
、
あ
な
た

は
こ
の
鏡
が
す
ば
ら
し

い
こ
と
を
嚢

見
す
る

。」

(推
南

子
下
、
詮
言
訓
、
勝
)

り　

　

　

故

に
聖
人
は

い
か
な

る
利
害
心
も
ー

も

つ
と
適
切

に
言
え
ば
凡
そ

心

は

何
で
あ
れ
1

知

る
も

の
と
知
ら

れ
る
も

の
と

の
聞
に
介
入
し
來
ら
な

い
人
で

あ
る
。
そ
の
知
覧

は
鏡

の
反
映

の
様

に
直
接

で
あ
る
。
道
徳
的
公
明
正
大
の
條

件

は
完
全
な
無
感
動
で
あ
る
、

い
か
な

る
個
人
的
偏
差
も
精
肺

の
建
設
的

な
公

明
正
大
を
侵
犯
し
て
到
断
を
狂
わ
し
に
來
な

い
か
ら
。

「
太
鼓

は
音
に
よ

つ
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

懐
さ
れ
な

い
、

こ
の
故

に
そ
れ
は
鳴
り
響
く
。

鏡
は
反
映

に
よ

つ
て
懐
さ
れ
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
、
こ
の
故

に
そ
れ

は
反
映
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

…
…
聖
人
は
自
分
自
身

の

分
を
守

つ
て
、
事
物
よ
り
先
走
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
事
柄
が
到
る
と
聖
人
は

そ
れ
を
制
御
す

る
。
事
物
が
到
る
と
聖
人
は
そ
れ
に
鷹
ず
る

。」

類
似
の
観
念

は
水
鏡

の
比
喩
と
共

に
年
代
的

に
は
荘
子
と
潅
南

子
の
間

や
や

荘
子

に
近
く
位
置
し
て

い
る
他

の

一
人

の
哲
學
者

・
荷
子

(
ほ
ぼ
三
〇
〇
ー

二

三
〇
)

に
も
見
出
さ
れ
る
。
あ
ま
り

に
も
と
り

い
そ

い
で
解
繹
さ
れ
た
数
節

や

若
干
の
用
語

に
基

い
て
、
人
は
葡
子
を
合

理
主
義
者
と
見
倣
そ
う
と
し

た
。
次

に
引
用
す
る
句

は
荷
子
が
荘

子
に
近

い
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
彼

の
名

を
冠
し

て

い
る
著
作

の
主
な
章

の

一
・
解
蔽
と
題
さ
れ
て
い
る
章
の
抜
葦

で
あ

る
。

こ

れ
は
精

騨
を
塞
蔽
し

「
大
理
」
・
即
ち
個
々
の
存
在
を
そ
れ
ら
相

互
間

の
關
係

に
於
て
支
配

し
説
明
す
る
こ
の
普
遍
性

・
「
に
盲
目
」

に
す
る

一
面
的
部
分
的

な
見
方
を
精
肺
か
ら
と
り
除
く
に
特
有
な
方
式
の
説
明
で
あ
る
。

人
間
精
聯

は

そ
こ
で
は
水
盤

の
水

に
比
較
さ
れ
て
い
る
。
若

し
水
盤
が
ま

つ
す

ぐ
置

か
れ
人

が
そ
れ
を
動

か
さ
な

い
と
し
た
ら
、
不
純
な
部
分
は
水

の
下
方
に
沈
澱

し
、
水

の
上
部

は

「
ひ
げ
や
眉

の
毛

に
い
た
る
ま

で
そ

こ
に
見
え
皮
膚

の
組
織
さ
え
も

そ
こ
で
検
す

る
こ
と
が
出
來

る
程
」
純
粋

で
あ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
微

風
が
水

面
を
よ
ぎ
る
と
直
ち

に
底

の
不
純
な
部
分

は
動
き
始
め
、
表
面

は
も

は

や
人
間
全
禮

の
正
確
な
像
を
そ

こ
に
辮
別

さ
え
も
し
な

い
程
混
齪

し
て
來
る
。

「
同
様

に
精
袖
も
、

若
し
そ
れ
が
理

(叶
O
げ
巴
)

の
感
覧

に
よ

つ
て

導
か
れ
純

粋
性

で
養
わ
れ
れ
ば
、
眞
儒

を
き
め
あ
ら

ゆ
る
疑

い
あ
ら
ゆ
る
問

い
を
断

つ
こ

と
が

出
來

る
。
し
か
し
た
と
い
僅
か
で
も
外
の
些
細
な
封
象

に
よ

つ
て
引
離
さ

れ
る
と
、
精
紳

の
李
衡
は
外

に
ひ
り
ず
り

こ
ま
れ
精
神

は
内
的

に
ひ

つ
く
り
か

え
さ
れ
、
最
も
粗
大
な
特
徴
さ
え
も
到
断
す
る
こ
と
が
不
可
能

に
な
る
。」
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以
上
引
用
さ
れ
た
佛
敏
以
前

の
時
代
の
全

て
の
テ
キ
ス
ト
に
於

け
る
と
同
じ

く
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
於

て
も
、
混
齪
な
く
、

こ
の
時
代

に
中
國

に
於

て
紹
封

に

つ
い
て
形
成
さ
れ
て

い
た
観
念
で
あ
る
善
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
全
封
性

の
相
を

見
失
う
こ
と
な
く
、
外
的
世
界

を
知
覧
す
る
状
態

に
心
を
置
く
爲

に
心
を
純
化

　

　

す
る
こ
と
が
問
題
と
な

つ
て
い
る
。
吾
人
は
そ
こ
に
も
壇
経

の
用
語
の
大
部
分

を
見
出
す
、
部

ち
鏡
、
塵
埃
、
更

に
掃
わ
ん
と
す
る
働

き
を
も
諸
責
す
る
こ
と

に
至

る
ま
で
。

し
か
し
人
間
に
と

つ
て
自
己
自
身

の
中

に
本
來
的

に
蜜
的

な
清

浮
性

・
内
在
的

な
絹
封
を
再
護
見
す

る
こ
と

は
そ
こ
で
は
問
題

に
な

つ
て

い
な

い
。

こ
の
様
な
概
念

は
古
代
の
中
國
人

に
は
敏
け
て

い
た
。
唐
代

の
二
人
の
暉

師
が
採
用
し
た
こ
れ
ら
の
用
語

の
新

し
い
意
味
は
イ

ン
ド
に

・
佛
教

に
由
來
す

　

　

る
も

の
で
あ
る
。
我

々
は
道
教

に
壇
経

の
偶
の
源
の
い
く

つ
か
を
獲
見
し
た
、

他

の
源
を
佛
教

に
探
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
事
實
、
鏡

の
比
喩
は
イ

ン
ド
に
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
佛
教

の
外

　

　

　

　

　

　

　

に
於

て
も
、
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
比
喩
像

の
目
録

の
中

に
そ
れ
が
現
わ
れ
る
の

を
見

る
。
本

當
を
い
え
ば
鏡
の
比
喩

は
そ

こ
で
は
像
と
名
づ
け
ら
れ
る
形
で
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

常

に
は
現
れ
な
い
。
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド

の
全
系
列

の
中

で
、

ア
ー
ト

マ
ン
は
鏡

或

は
目

の
中
の
映
像

に
、
影

に
、

こ
だ
ま

に
な
ぞ
ら

え
ら

れ
て

い
る
。

し
か
し

　

　

　

　

　

そ

こ
で
問
題
に
な
つ
て

い
る
の
は
ア
ー
ト

マ
ン
の
低
次
概
念
だ
と

い
う

こ
と

を

原
文

は
よ
く
特

記
し
て
い
る
。
印
ち

ス
ナ
ー

ル
氏

(
チ

ャ
ン
ド
ギ

ヤ
ア

・
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
佛
繹
者
)

が
言
う
様

に
そ
れ
は

「映
像
と
し
て
の
蜜
魂
」
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
明
か
に
、

キ
リ

ス
ト
教
が

「
顔
を
あ
わ
せ
て
の
」

(
壁
。
一巴
①)
認
識

に
封
置
す

る
紳

の

「
光
り

を
介

し
て
の
」

(ω
幕
・
巳
巴
巳
)

認
識

と
し
て
の
紹
封

の
間
接
的
な

「
反
映
さ
れ
た
」
認
識

に
關
る
の
で
は
な
く

て
、
大
部
分
の
原
始
民
族

に
於
て
人
聞

の
映
像
を
そ
の
眞

の
人
格
そ
の
「
璽
魂
」

と
し
て
と
ら
し

め
る
考
え
か
ら
未
だ
充
分
離
れ
て

い
な

い
璽
魂

に
つ
い
て
の
概

　

　

　

　

　

　

念

に
關
る
。
し
か
し
な
が
ら
初
期
の
も
の
と
し
て
通

つ
て

い
る
ウ
パ

ニ
シ

ャ
ッ

　

　

　

ド
の

一
は
壇
経
と
類
似

の
精
聯
で
塵
埃
に
ま

み
れ
た

鏡
の

比
喩

に

訴
え
て

い

　

　

　

　

　

る
。
そ
れ

は
最
高
の
ア
ー
ト

マ
ン
を
そ
の
純
粋
な
本
質
に
於

て
実
現
す
る

こ
と

　

　

を
目
指
す

ヨ
ガ
が
問
題
に
な

つ
て
い
る
章
節

に
於

て
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

「
塵

に
お
お
わ
れ
し
鏡
も

清
む
れ
ば
火
の
如
く
輝
き
出
つ
と
同
じ
く
、

　

　

　

　

　

ア
ー
ト

マ
ン
の
本

質
を
究

め
し
者

は

煩
慮
か
ら
の
解
脱

て
う
目
的

を
と
げ

ぬ
。」

さ
て
今

や
佛
教
文
學

に
移

ろ
う
。
こ
れ
は
鏡
の
比
喩
を
種
々
の
目
的

に
利
用

す

る
。
最
も
屡

々
、
鏡
の
中

の
映
像

は
、
幻
影

・
屡
気
櫻

・
夢

・
影

・
こ
だ
ま

・
水
中

の
月

・
同
種
類

の
印
ち
紹
封
そ
の
も

の
で
は
な

い
全

て
の
も

の
が
有
す

る
幻
覧
的
な
性
格

を
も

つ
た
他
の
現
象

な
ど
と
共

に
分
り

や
す

い
説
明

の

一
つ

で
あ
る
。
小
乗

に
於
て
は
、
物
質
的

(呂
℃
ρ
)

或

い
は
有
爲

(。。ρ
旨
ωξ
津
帥
)

で
あ

る
限
り

の
感
畳
的
な
も

の
が
と
り

わ
け
そ
れ

に
あ
た
る
も

の
と
さ
れ
て
い

る
。
大
乗

に
於

て
は
、
特

に
所
謂
空
性
派

(。。9

身

甲
く
留

p
)

に
於
て
は
、
萬

「
法
」
・
全
て
の
存
在
が
例
外
な
く
そ

れ
に
あ
た
る
、
と
い
う
わ
け

は
こ
れ
ら

は
全

て
固
有
な
本
性

の

「
空
」
な
も

の
で
あ
り
因
縁
の
か
ら
く
り

の
産
物

に
す

ぎ
な

い
か
ら

(大
智
度
論
)
。
唯
識
派

(≦
言
ぎ

甲
く
留

ρ
)

は
映
像

の
た
と
え

を
も

つ
と
は

つ
き
り
と
限
定
さ
れ
た
現
象

の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
に
留
保
す
る
。
そ
れ

は
相
封
的

な
も

の
或
は

「依
他
起
」

(℃
霞
ρ
富
馨
茜
)

と

い
う
肩
書

に
從
属
す

る
師
ち
外
的
條
件

に
依
存
す
る

(識
く
一甘
ぎ

ρ
の
)
封
象

を

映
像

に
な
ぞ
ら
え

る
。
け
だ
し
こ
の
學
派

に
於
て
は

「
依
他
起
」
は
我
々
の
心

の
軍
な
る
産
物

で

あ

る

「
妄
想
」
に
も
、
そ
れ
自
身
に
於

て
眞
實
な
唯

一
の
も

の

「
紹
封
」
に
も
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等
し
く
封
立

す
る
。
映
像
は
實
際
あ
る
封
象
で
は
な

い
が
、
そ
れ

に
も
拘
ら
ず

そ
れ
は
知
覧
さ
れ
、
映
さ
れ
る
封
象

の
實
在
性
に
こ
れ
に
依
存
す
る
程
度

に
於

て
あ
ず
か
る

(無
著
、
撮
大
乗
論

)
。
「
そ
れ

は
あ
る
、

し
か

し
實
在
で
は
な
い
」

と

こ
の
學
派
の
経
論

の
樺
威
者

の

一
人

は
い
う
。

(
大
乗
密

嚴
経
、

ラ

・
ヴ

ァ

レ
ー

・
プ

ッ
サ

ン
課

「
安
慧
造
唯
識
三
+
頒
繹
論
」

に
よ

る
)

佛
教
的
解
繹
は
鏡
中

の
映
像
の

・
映
像

に
認
め
ら
れ
得
る
實
在
性
の
程
度

の

・
そ
の
隠
喩
的
な
贋
値
の

・
分
析
を
非
常

に
遠
く
ま
で
押

し
進
め
た
。
無
著
は

自
分
の
観
念
論
者
と
し
て
の
主
張
を

(
二

切
唯
心
」
、

コ

切
唯
識
」
)
確
立

す

る
爲

に
、
神
秘
主
義
者

の
心
が
三
昧
の
状
態

に
あ
る
時
彼

自
身

に
よ

つ
て
気

づ
か
れ
る
心
象

を
と
り

扱

つ
た
佛
典
を
引
用
す

る
、

こ
れ
は
極
端

な
從

つ
て
典

　

　
　
　

　

　

　
　

型
的
な
場
合

で
あ
る
。
こ
れ
ら

の

心
象

は
そ
れ
を
知
覧
す
る
思
惟
と
異
な
れ

り
や
否

や
と
無
著
は
自
聞
す

る
。
心
象
は
思
惟
と

は
異
な
ら
な
い
、
そ
し
て
外

の
封
象

の
存
在

を
含
ま
な
い
、

こ
れ
が
そ
の
主
張

で
あ
る
。
若
し
思
惟
が
見
る

思
惟
と
見
ら
れ
る
思
惟
と
の
二
重

の
相
の
下

に
あ
ら
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
見
え
る
物
が
鏡
の
清
浮
な
圓

の
中

に
映

さ
れ
、
物
と
映
像
と
が
幅
別
さ
れ
る

も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う

こ
と

に
同
じ
で
あ
る

(撮
大
乗
論
)
。

無
著

の
兄
弟

で
あ

る
世
親
は
、
感
覧
的
世
界
の
存
在

の
主
張

(二

切

は
存
在
す
」)

を
辮
護
す

る
著
作
の
中
で
、

二
つ
の
事
實

あ
る
物

に
と

つ
て
は
同
じ
場
所

に
存

在
す

る
こ
と
は
物
質
的

に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
口
實
と
し
て
映
像

の
非
存

在

を
誰
明
す
る

こ
と

に
專

心
す
る
、
師
ち
た
だ
鏡
と
映
さ
れ
る
物

の
み
が
事
實
存

在

し
映
像
は
幻
影
の
様

な
知
畳

に
す
ぎ
な
い

(
ド

・
ラ

・
ヴ

ア
レ
ー

・
プ

ッ
サ

ン
課
倶

舎
論
)
。

空
性
派

に
厨
す
る
他

の

一
人
の
學
匠

は
映
像

に
關
し
て
は
こ
の
學
派
の
特
徴

で
あ
る
辮
謹
法
と
い
う
手
段
を
行
使
す

る
。
彼

は
言
う
、
映
像

は
鏡

に
よ

っ
て

も
顔

に
よ

っ
て
も
鏡
を
支
え

て
い
る
人
に
よ

つ
て
も
産
出

さ
れ
な

い
、
し
か
も

そ
れ
は
因
縁

の
産
出
に
從
属

し
て

い
る
、
何
故
な
ら
そ
う

で
な

い
と
す
れ
ば
鏡

や
顔
が

な
く

て
さ
え
そ
れ
は
永
遠

に
存
在
す

る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。
同

　

様
に
認
識
さ
れ
う
る
全
て
の
物
、
萬

法
は
そ
れ
自
身

に
よ

つ
て
も
他

に
よ

つ
て

も
産
出

さ
れ
な

い
。
し
か
し
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
因
縁

に
從
属
し
て
い
る
。
實
際

に
は
、

認
識
さ
れ
得
る
も
の
は

「
空
」

で
あ
り
佛
教
者
で
な
い

人

々

の
み
が

こ
れ
に
欺

か
れ
る
、
丁
度

あ
た
か
も
愚
者
の
み
が
映
像

に
欺

か
れ
る
様

に

(
ラ

モ
ツ
ト
謬
大
智
申皮
岨論
)
。

中
國

の
輝
宗

(先
づ
最
初
に
は

「
樗
伽
宗
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
)

の
蟹
感
の

　

　

　

主
要
な
根
源
の

一
つ
で
あ
る
樗
伽
経

の
中
で
は
、
知
畳
的
な
認
識
も
亦
實
際
の

封
象
で
あ
る
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
て
い
る
像
を
映

し
て
い
る
鏡
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
て

い
る
。

鏡
の
中

の
影
像
の
様

に
、
精
神
は
己
が
見
出
す
封
象

の
中

に
映
さ

れ
る
。

「
鏡
中
の
像
の
現
ず
と
難
も

實

に
非
ざ

る
が
如
く
、

一
心
も
、
習
氣

の
鏡
中

に
映
さ
る
れ
ば

凡
愚
は
二
有
り
と
見
る
な
り
。」

こ
の
様

に
鏡
の
た
と
え
は
特

に
佛
教
徒

に
は
そ
の
教
義

の
特
徴

の

一
つ
で
あ

る
経
験
的

に
與

え
ら
れ
た
も
の
の
こ
の
様
な
人
を
困
億

さ
す
分
析
に
於

て
武
器

と
し
て
役
立

つ
た
。
し
か
し
若
し
佛
教
徒
が
相
封
的
な
も

の
の
基
礎
を
掘
り
く

ず
す
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
紹
封

を
相
封
か
ら
よ
り

よ
く
分
離
す

る
爲

で
あ
り
、

紹
封
を
そ
の
純
粋
な
状
態
で
そ
の
言
詮
不
及
の
自
存
性

に
於
て
よ
り

よ
く
引
出

す
爲
で
あ
る
。
そ
し
て

「
頓
宗

の
徒
」

の
憲
感
は
當
然
大
乗
佛
教

に
も
見
出
さ

れ
る
。
從

つ
て
佛
教

の
テ
キ
ス
ト
は
鏡
の
比
喩
が
道
教

の
哲
學
者
或

い
は
中
國
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の
暉
宗
が

こ
れ
に
賦
與
す
る
贋
値

に
よ
り
近

い
他
の
贋
値
で
使

わ
れ
る
場
合
を

こ
と
敏
か
な

い
。
既

に
小
乗
の
経
論

の
傳
統

の
中
で
最
も
尊

ぶ
べ
き
記
念
碑

の

　

　

　

　

　

　

　

　

一
、
大
般

浬
葉
経

は
解
脱
し
た
聖
な
る
聲
聞
を
法
の
師
ち
佛
教
教
義

の
鏡
と
定

義
し
て
い
る
。
大
乗

に
於
て
は
、
唯
識
派
は
感
覧
的

認
識
能
力
の

一
種

の
基
膿

と
し
て
阿
陀
那
識
と

い
う
能
力

を
主
張
す
る
。
こ
の
役
割

は
感
覧
的

な
も

の
を

自
己
の
も

の
と
し
て
心
の
奥
底

に
藏
し

こ
み
、
か
く

て
こ
れ
ら
の

「種
子
」

を

封
象
化

さ
れ
た
認
識
の
能
働
的
な
作
用

に
結
實

さ
せ
る
こ
と

に
よ

つ
て
、
或
る

條
件

の
結
果
新
し

い
知
畳
が
生
じ
得
る
所
に
存
す

る
。
佛
教
者

の
解
繹

は
そ

こ

　

　

　

　

　

に
ア
ー
ト

マ
ン
の

反
響

を

認

め
る
こ
と
を

は
ば
か

る
。

し
か
し
佛
教
徒

の
眼

に
は
最
も
く
ら

い
外
道

と
見
え

る
危
瞼

を
お
か
し
て
吾
人
は
次

の
様

に
自
問
す

る
こ
と
が
出
來
る
。

「
阿
陀
那
識
」
は
嚴
密

に
儒
装
さ
れ
た
、
相
封
主
義
者
の

正
統
思
想

を
生
か
す
爲

に
必
要
な
全
て
の

用

心
を
以
て

佛
教

に

再
導

入
さ
れ

た
、

一
種

の
紹
封
を
表
現
し
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と
。

「
阿
陀
那
識
」
は
所

　

　

　

　

　

　

　

　

　

謂
知
覧
作
用
の
中
に
は
介
入
し
な

い
。
吾
人

は
そ
れ
を
自
身

は
映
像

に
攣
る
こ

　

　

　

　

　

　

と

は
な
く
し
て
映
像
が
そ

こ
に
留
め
ら

れ
る
鏡

に
比
較
す

る
、
鄙
ち
潅
南
子
に

於

て
と
同
様

に
像

を
映
す
鏡

の
能

力
は
完
全
無
敏
の
ま
ま
で
あ

る

(
ラ
モ
ッ
ト

課
解
深
密
経
)
。

他

の
観
貼
か
ら
、

同
學
派

は
認
識
の
形
而
上
學
的

(αQ
⇔
。
ω①
。
δ
αQ
5
器
)
な

徹
見

の
欠
乏
を
、
そ

こ
に
現
わ
れ
る
顔

を
明
了
に
映
す

こ
と

の
不
可
能
な
鏡

に

或

い
は
波
立

つ
て
い
る
水

に
比
較
す

る
。
同
様
に
精
聯
が
紹
封
を
認
識
し
得

る

　

　

　

　

あ

爲

に
は
精
神
は
訓
練
さ
れ
る

(修
類
幅
業
事

ぴ
轟

く
餌
昌
甲
白
㊤
図
ρ

「
訓
練

に
よ

つ
て
形
成
さ
れ
た
」
)

こ
と
が
必
要

で
あ

る
。

こ
の
最
後

の

主
張
は
漸
宗

の
徒

で
あ

る
。

吾
人
は
猫

こ
の
學
派

に
我
々
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
教
義
を
獲
見
す

る
、
印
ち

佛

に
特
有
な
神
智

の
四
態
で
そ
の
第

一
は

「
大
圓
鏡
智
」
(⇒
傷
錠
魯
9
-甘
ゆ
富

)

と

い
う
名
を
も

つ
て
い
る
。

そ
れ
は

一
切
智

の

一
形
態
で
あ

る
。
「
大
圓
鏡
智
」

は
全
て
の
認
識
さ
れ
う
る
も

の
が
時
間
空
間
の
限
定

な
く
可
能
な
誤
謬
も

な
く

佛
の
心
に
不
断

に
映
さ
れ
る
と

い
う
こ
と

に
存
す

る
、
し
か
も
諸
佛
は
そ
の
い

ず

れ
も
忘
れ
る
と

い
う
こ
と

は
決
し
て
あ
り
得
ず
、
又

こ
の
認
識
さ
れ
う

る
も

の
が
知
覧
的
な
過
程
に
よ
つ
て
諸
佛

に
現

在
す

る
と
か
諸
佛
の
永
遠
に
清
深
な

本
性
が

こ
の
認
識

さ
れ
う
る
も

の
に
よ

つ
て
何
ら
か
影
響
を
受

け
る
と
い
う

こ

と
も
な

い
。

一
切
衆
生
が
認
識

の
封
象
特

に
善

い

・
救
濟
を
得
さ
せ
る
様
な
性

質

を
も

つ
た
封
象
が
映
像

の
様

に
現
れ
る
の
を
見

る
の
は

こ
の
鏡
の
中

に
於

て

で
あ
る

(
シ
ル
ブ

ン

・
レ
ヴ
イ
ー
課
大
乗
荘

嚴
経
論
、
ラ
モ
ッ
ト
課
掻
大
乗
論
、

ド

・
ラ

・
ヴ

レ
ー

・
プ

ッ
サ

ン
課
悉
地
)
。

故

に

こ
の

意
味

に
於

て

諸
佛

は

諸
存
在

の
心
が
見

る
様
な
世
界
の
原
因

と
見
倣
さ
れ
得
る
、

こ
れ
は
佛
教
徒
が

常

に
そ
れ
に

つ
い
て
は
非
常

に
敏
感
な

る
こ
と
を
示
し
た
批
到
即
ち
創
造
融
の

存
在
を
信
ず

る
こ
と

の
非
難

に
こ
の
教
義
を
さ
ら
し
た
。

キ
リ
ス
ト
紀
元
第
四

世
紀
よ
り
以
前

に
イ
ン
ド

に
於

て
謹
さ
れ

た
と

は
思
わ
れ
な

い

「
大
円
鏡
智
」

は
或
る
西
洋

の
教
義

の
こ
と
を
思

い
出
さ

せ
る
、

以
下
そ

の
こ
と
が
暗
示
的

に

述

べ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
に
目

を
着
け
る
こ
と
は
西
洋
世
界

に
調
査
研
究
を
擾
張
す
る
爲

の
口
實

或
い
は
移
動

に
役
立

つ
で
あ
ろ
う
、
西
洋
で
は
霊

鏡
の
比
喩

は
中
國
或
い
は
印

度

に
於

て
よ
り
も
少

い
役
割
り
を
演
じ
は
し
な
か

つ
た
。

イ
ス
ラ
ム
の
こ
と
も

こ
こ
に
述

べ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
だ
ろ
う
が
、
私

は

一
〇
五
九
年
か
ら

一
二

一
年
ま

で
生
き
て

い
た

紳
秘
哲
學
者
ロ
ア
ル

・
ガ
ザ
ー
リ
i

(}
一-∩
=
Pρ
N
Nゆ
一ゆ)

の
数
節

を
引
用
す
る
に
止
め
る
。

「
鏡
が
酸
化
さ

る
れ
ば
そ

の
さ
び
は
表
面

を

覆

い
輝
き
を

に
ぶ
ら
せ
我

々
の
像
が
そ
こ
に
印
さ

れ
る
の
を
防
げ

る
。
通
常
鏡
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は
像

を
受
け
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま

に
映
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
故

に
鏡
を
そ

の
状
態

に
戻
そ
う
と
思
う
人
は
拭

う
こ
と
と
磨
く

こ
と
の
二

つ
の
仕
事
を
途
行

せ
ね
ば

な
ら

な
い
だ
ろ
う
、
即
ち
存
在
し

て
は
な
ら
な
い
さ
び

を
と
り

の
け
る

こ
と
、
鏡
を
人
が
再
現
し
よ
う
と
思
う
封
象

の
眞
前

に
置
く
こ
と
。

こ
の
様

に

し
て
人
間
の
魂

は
あ
ら
ゆ
る
機
會

に
眞
な
る
も

の
の
眞
前

に
置

か
れ
得
る
よ
う

な
鏡
と
な
る
能

力
を
持

つ
て

い
る
。
像

や
鏡
と
同
様

に
、
魂

は
或

る
意
味
で
は

眞
な
る
も
の
と

一
に
な
る
ほ
ど
、

.(
も

つ
と
も
他

の
意
味
で
は
こ
れ
と
雇
別
さ

れ
た
ま
ま
で

い
る
け

れ
ど
も
)
、
眞
な
る
も
の
の
刻
印
を
受
け
る
で
あ

ろ
う

。
こ

の
能
力

は
天
使
に
あ
つ
て
は
永
遠

に
現
勢

の
状
態

に
あ
る
、
あ
た
か
も
素
よ
り

特
徴
あ

る
仕
方
で
像

を
映
す
清
ら
か
な
水

に
は
こ
の
能
力
が
存
す

る
様

に
。
し

か
し
人
間

に
あ

つ
て
は
こ
の
能
力

は
漕
勢
の
状
態

で
存
し
て

い
て
現
勢

で
は
な

い
。
若

し
人
が
自
分
自
身

に
封
し

て
闘
う

べ
く
努

め
る
と
、
人
は
天
使

の
地
李

に
達
す

る
で
あ
ろ
う
。
若

し
欲
望

に
屈
し
て
魂

の
鏡

の
上

に
さ
び
を
集

め
る
こ

と
に
な

る
原
因
を
依
然
と
し
て
ひ
き
起
し
績
け
る
な
ら
、
眞
な
る
も
の
を
映
す

能
力

は
完
全

に
失

せ
る
で
あ
ろ
う

。
」
ア
ル

・
ガ
ザ
ー
リ
ー

は
漸
宗

に

與
す

る

徒

で
あ
る
。

「
鏡

の
表
面
が

さ
び

で
覆
わ
れ
る
時

に
は
、
鏡

は
い
か
な
る
像
も

受
け
な
い
。

し
か
し
鏡
が
像
の
眞
前

に
置
か
れ
る
時
又
磨
く
人
が
そ
の
仕
事

を

始
め
る
時

に
は
、
像

は
漸
々
と
映

さ
れ
る
。
…
…

(
被
造
物

に
あ

つ
て
は
)
璽

性

は
或
る
與

え
ら

れ
た
瞬
間

に
生
じ
こ
の
瞬
間
よ
り
以
前

で
は
な

い
…
…
、
何

故
な
ら
心
が
像

を

受
け
る

に

充
分

な
ほ
ど

未
だ

磨
か
れ
な

か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。」こ

こ
に
既

に
吾

人
は
西
洋
的
環
境
の
中
に

移
動

す

る
こ
と
は

明

ら
か
で
あ

る
。
さ
び

の
比
喩

は
プ

ラ
ト

ン
主
義
者
的

で
あ
り
、
ま
た
ギ
リ
シ
ヤ
教
會

の
教

父
達

に
あ

つ
て
も
獲
見
さ
れ
、
そ
の
幾
人
か
は
亦
唯
天
使

に
の
み
柿
的
形
像
の

覗
覧
を
與

え
る
。

ア
ル

・
ガ
ザ
ー
リ
ー

は
人
間

の
魂

に
と

つ
て
は
そ
れ
と
し
て

眞
な
る
も
の
の
方

へ
向
う
こ
と
の
必
要
を
強
調

し
、
又
他
の
個
所

で
は
心
情
の

　

鏡

の
中

へ
の
帥

の
美
の
反
映

に
つ
い
て
語

る
。
彼
が
塞
感
を
受
け

る
源

は
古
代

ギ
リ

シ
ヤ
或

い
は
キ
リ

ス
ト
教
的
な
も

の
で
あ
る
。

プ

ラ
ト

ン
哲
學

に
於
て
は
、
感
畳
的
現
實
ば
彼

の
目

に
は
理
想
的
模
範

の
影

・
こ
だ
ま

・
反
映

に
す
ぎ
な
い
が
故

に
、
比
喩
に

・
像

の
概
念
に
出
會
う

の
は

期
し
て
待

つ
べ
し
で
あ
る
。

と
り
わ
け
吾
人
は
鏡
の
比
喩
を
そ
の
眞
儒
性
が
問

　

　

　

　

　

　

題

に
な

つ
て
い
る
封
話

・
第

一
ア
ル
キ
ビ

ア
ド
に
見
出
す
、

こ
の
書

は

ヘ
ル
メ

テ

ィ
ズ

ム
(
課
者

註
、
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
者

や
キ
リ
ス
ト
頭教
徒
が

エ
ジ
プ
ト
の
非

常

に
古

い
王
と
見
徹

し
て
い
た

国
霞
日
①
ω
日
昌
ωヨ
ひ
σq
冨
汁Φ
の
書
は
中
世
を
通
じ

て
よ
く
研
究
さ
れ
た
)
と
新
プ

ラ
ト
ン
主
義

に
於

て
は
仲

々
好
運

に
恵
ま

れ
る

こ
と

に
な

つ
た
し
、
又
他

の
ギ
リ

シ
ヤ
の
著
者
達
が

イ

ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
達
の

も

の
と
し
て

い
た
或
る
観
念
を
人
は
こ
の
書

に
於
て
持
上
げ

た
。

こ
の
樹
話

に

　

　

於

て
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
ア
ル
キ
ビ

ア
ド
に
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託

の
公
式
i

汝
自

身

を
知
れ
ー

は
自
己

の
魂
を
知
る

意
味

に

解
さ
れ
ね
ぼ

な
ら
な

い
と
教
え

る
。
し
か
し

い
か

に
し
て
自
己

の
魂

を
知

る
べ
き
か
?

自
分
自
身

を
看
る
爲

に
は
鏡

に
或

い
は
鏡
に
等
し

い
他
人
の
瞳
孔
に
頼
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。

ソ
ク
ラ
テ

ス
は
更

に
績
け
る
、
自
分
自
身
を
見
る
爲

に
は
目

は
他

の
目
を
看

ね
ば
な
ら
な

い
、
そ

し
て

こ
の
目

に
於

て
目

に
固

有
の
能
力
郎
ち
覗
畳
が
宿

る
部
分

を
看
ね

ば

な
ら
な

い
の
と
同
様
に
、
魂
も
自
分
自
身

を
認
識
し
よ
う
と
欲
す

る
な
ら
他

の
魂

を
看
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
こ
の
魂

に
於

て
智
慧

.
認
識

.
思
想

が
宿
る
こ
の

「
肺
」
的

部
分

を
看
ね
ば

な
ら

な
い
。

こ
の
様

に
魂

の
神
的
な
も

の
の
中
に
自
分

を
映
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
は
自
分

の
固
有

の
魂
の
中
に
肺

を

発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
邸
ち
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
は
故

に
脚
を
自
己
の
心
の



1鏡塞

中

に
獲
見
す

る
こ
と
で
あ
る
。

ユ
ゼ
ー
ブ

(国
自
諭
げ
①

課
者
註
、

二
六
七
ー
三

四
〇
、

有
名
な
教
會
史

の
著
者
)

に
よ
れ
ば

こ
こ
に
は
批
到
が

一
致
し
て
新
プ

ラ
ト

ン
派

の
書
人
れ
を
認
め
る

一
節
が
挿

入
さ
れ
て

い
る
。
し
か
こ
の
節
は
我

々
の
注
意

を
ひ
く
。
又
日
く
、
眞

の
鏡
は
目
の
鏡
よ
り
よ
り
明
ら
か

・
よ
り
純

・
よ
り
輝

い
て
い
る
の
と
同
様

に
、
神
は
、
魂

の
最
も
良

い
部
分
そ
れ
自
身
よ

り
も
純
梓
で
あ
り
も

つ
と
輝

い
て
い
る
。
即
ち
耐

は
人
間

の
事
物

の
最
良

の
鏡

で
あ
り
、

我
々
が
我

々
を
見
且

つ
認
識
す

る
こ
と
の
出
來
る
の
は
神

に
於
て
で

あ
る
。
こ
れ
は
プ

ラ
ト

ン
の
テ
キ
ス
ト

の
超

越
論
者
的
な
意
味

へ
向

つ
て
の
嚢

展
で
あ
り

、
姉

を
人
間

の
魂

の
外

に
置
き
幾
分

か
諸
佛

の

「、大

圓
鏡
智
」

に
似

た
仕
方
で
聯

を
人
間

に
提
供

さ
れ
た
鏡
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
プ

ロ
チ
ノ
ス

(
二
〇

五
1

二
七
〇
)

は
鏡

の
比
喩

を
人
間

の

魂
と
神
或

い
は
紹
封
と

の
關
係

を
分
り
易
く
説
明
す

る
爲

に
利
用
し
た
と
は
思

　

　

　

　

　

　

わ
れ
な

い
、
少
く

と
も

ア
ル
キ
ビ
ア
ド
が

こ
の
比
喩

を
採
用
す
る
意
味

に
於

て

　

　

　

　

　

　

は
。

エ
ン
ネ

ア
デ
ス
は
質
料

に
鯛

れ
こ
れ

に
形
相
を
與

え
る
魂

の
低
次

の
部
分

を
理
想
的
或

い
は
叡
知
的
世
界

の
あ
た
か
も
鏡
の
申

に
於
け

る
如
き
映
像

と
す

る
。
こ
こ
で
論
議
さ
れ
て
い
る
の
は
鏡
の
非
實
在
的

な
相

で
あ
る
。
。フ
ロ
チ
ノ

ス
は
質
料

に
凡
そ
存
在

の
分
與

は
何

で
あ
れ
眞

の
實
在
性

は
何
で
あ
れ
拒
む
。

彼

は
次

の
様

に
書
い
て
い
る
。
質
料

は

「
他

の
幻
の
中

に
於
け
る
幻

に
す

ぎ
な

い
、
丁
度
あ
た
か
も
封
象
が
位
置
し
て
い
る
場
所
と
は
違

つ
た
所

に
現
れ
る
鏡

　

　

　

　

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
於
け

る
様

に
。
外
観

で
は
鏡
は
封
象

で
漏
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
全
て
を
持

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ
て
い
る
様

に
見
え
て
何
も
含
ま
な

い
…
…
。

こ
の
映
像
は
夢

を
見
る
場
合

の

様

に
、
水

の
上

に
或

い
は
鏡

の
中

に
映

る
像

の
様

に
、
質
料

を
何
ら
働
ら
き
を

受
け
な
い
ま
ま

に
し
て
置
く

こ
と
は
必
定

で
あ

る
。」

た
だ

に

質
料
は
存
在

を

受
け
な
い
の
み
な
ら
ず
、
存
在

の
像
を
我
物
と
す
る
こ
と
も
依
然
と
し
て
不
可

能
で
あ
る
。

た
だ

に
質
料

に
映

さ
れ

る
像
が
假
象
に
す
ぎ
な

い
の
み
な
ら
ず
、

少
く
と
も

一
形
相
で
あ
る
鏡
と
は
異
な

つ
て
質
料

は
自
身
形
相
も
も

た
な

い
。

故

に
プ

ロ
チ
ノ
ス
が
そ
れ
の
み
が
存
在
を
所
有
す

る
精
聯
界

に
繕
封

に
異
質
的

な
感
畳
的

な
も

の
の

・
質
料
界

の
非
實
在
性
を
分
り
易
く
論

明
す
る
爲

に
鏡

に

頼
る

の
は
、
佛
教
徒
で
あ
る
著
作
家
達

の
大
部
分
の
仕
方
と
同
様
で
あ
る
。

し

か
し
乍
ら
他
の
個
所
で

は
、
プ

ロ
チ
ノ

ス
は
叡
知

(
ヌ
ー
ス
)
と
質
料

(
ヒ

ュ

レ
ー
)
と
の
間

に

一
種

の
連
結
符
を
認
め
る
、
即
ち
蟹
魂

(プ

シ
ケ
i
)

で
あ

る
。
こ
れ
は

ヘ
ル
メ
テ
ィ
ス
ム
に
於

て
も
同
じ
く
誰
明
さ

れ
て
い
る
融
話

に
從

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

う
と

「
宛
か
も

デ

ィ
オ

ニ
ソ
ス
の
鏡
の
中

に
」
見
る
か
の
様

に
自
分

の
像
を
こ

の
下
界

に
見
て
質
料

の
方

に
ひ
か
れ
、
上

か
ら

こ
の
像
に
向

つ
て
飛
躍
す
る
。

し
か
し

こ
こ
に
關
係
が
あ

る
の
は
盤
魂
の
中
間
的
部
分

に
す

ぎ
な
い
。
露
魂

の

高
等

な
部
分

は
精
紳
界
に
と
ど
ま

つ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
紀
元
第

一
世
紀

の

ユ
ダ

ヤ
の
哲
學
者

ア

レ
キ
サ

ン
ド
リ
ア
の
フ
ィ

　

　

　

ロ
ン
は
そ

の
大

い
な
る
腱
系

を
創
世
記
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
引
用

さ
れ
た
像

の
概

わ
れ
ら

か
た
ど

か
た
ち

念
即
ち

「
我
齊

に

象

り
て
我
齊

の

像

の
ご
と
く
に
我
濟
人
を
造
り
」

の
上

に
建
設
す

る
。
そ
し
て
鏡
の
比
喩

は
恒

に
彼
の
著

作
に
現
わ
れ
る
。
大
部
分

の

場
合
超
感
覧
的
な
も

の
を

「
謂
わ
ば
鏡

の
中

に
」
即
ち
間
接
的
媒
介
的

な
仕
方

で
見
る
こ
と
が
問
題

に
な

つ
て
い
る
。
か
く
て
人
聞

の
精
肺

は
繭
を
事
物

の
鏡

の
中

に
見
る
、
魂

は

「
秘
密
」
を
言
葉

の
鏡
を
通
し
て
観
想
す
る
、
等

々
。

近
世
の
解
繹
が
鏡
が
問
題

に
な

つ
て
い
る

キ
リ

ス
ト
教
使
徒

の
テ
キ

ス
ト
を

　

　　

の　

普
通
結
び

つ
け
る
様

に
思
わ
れ
る
の
は
こ
の
流
れ
に
で
あ

る
。

「
そ
れ
御
言
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

聞
く

の
み
に
し
て
、
之
を
行
わ

ぬ
者

は
、
鏡

に
て
己
が
本
來

の
顔
を
見
る
人
に

似
た
り
。
己
を
う

つ
し
見

て
立
ち
去
れ
ば
、
直
ち

に
そ
の
如
何
な
る
姿
な
り

し

　

　

　

　

か

を
忘

る

」

と

ヤ

コ
プ

書

(
1
、

23
)

に
言

う

。

「
本

來

(〇
二
σQ
貯
Φ
)
」

は

ギ
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リ
シ
ヤ
語

の
原
典
で
は
起
原

(αQ
o
昌
o
ω
ドq。
)
と
な

つ
て
い
る
、

こ
れ

に
ラ
テ

ン

づ
　
　
　

う
ま
れ
つ
き

語
課
聖
書

は
生
來

(コ
9
げ一く
一け
9
ω)

を
あ

て
て

い
る
。
こ
こ
で
問
題

に
な

つ
て

い
る
の
は
人
間

の
本
廉

の
顔
即
ち
人
間

に
あ

つ
て
神

の

「
像

」
と
し
て
あ
る
も

み
こ
と
ば

の
、
そ

し
て
人
間
が
御
言

(
ロ
ゴ

ス
)

の
鏡
の
中

に
、
即
ち
言
葉
を
聞

い
て
、

再
び
見
出
す
も

の
で
あ
る
と
人

は
想
像
す
る
こ
と
が
出
來

る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
テ
キ

ス
ト
の
主
要
事
は
聖

パ
ウ

ロ
が

「
光
を
介

し
て
の
」
硯
と

「顔

を
あ
わ

　

　

　

　

　

せ
て
の
」
覗
と
を
遜
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
今
わ
れ
ら

は
鏡
を
も
て
謎

、
、
、
、
、

あ
わ

の
ご
と
く

に
見

る
。
然
れ
ど
、

か
の
時

に
は
顔
を
劉

せ
て
相
見
ん
。
今
わ
が
知

る
と
こ
ろ
全
か
ら
ず
、
然
れ
ど
、
か
の
時

に
は
我
が
知

ら
れ
た
る
如
く
全
く
知

る

べ
し

。」
(
コ
リ
ン
ト
前
書
13
、
12
)
聯

の

「
顔
を
あ
わ
せ
て
の
」
覗

は
未
來
の
生

に
保
留
さ
れ
て
い
た
、
或

い
は
せ

い
ぜ
い
こ
の
世
の
生

に
於

て
は
例
外
的
な
存

在

に
の
み
許
さ
れ
た
。
通
例
こ
の
世

に
於

て
は
人
は
神
を
反
映

と
し

て
、
謎
の

さ
い
わ
い

様
な
且

つ
部
分
的
な
仕
方
で
「
光
を
介
し

て
」
し
か
見
な

い
。
福
音
書
が

「
幸
輻

　

　

　

　

　

な

る
か

な

、

心

の
溝

き

者

。

そ

の
人

は
肺

を
見

ん

」

(
マ
タ
イ

傳

5
、

8

)

と

　

　

　

　

　

　

い
う

の

は
未

來

に

つ
い

て

で
あ

り

、

ヨ

ハ
ネ
第

一
書

(
3
、

2

～

3
)

に
よ

れ

に

ま
ご
と

ば

「
主

の
現

わ

れ

た
ま

う

時

わ

れ

ら

之

に
肖

ん

こ
と

を

知

る
。

我

ら

そ

の

眞

さ
ま

、

、

、

、

、

、
.、

、

す
べ

の
ぞ
み

の
状

を
見

る

べ
け

れ
ば

な

り

。

凡

て
主

に

よ

る
此

の
希

望

を
懐

く
者

は
、

そ

の

　

　

　

　

　

清
き
が

ご
と
く
己
を
潔
く
す
」
る
の
は
未
來

に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
潔
め
は

「鏡
上

の
塵
埃
」
の
潔

め
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
他

の
箇
所
で
聖

パ
ウ

ロ
は
言

か
お
お
お
い

お
も
て

う

「
我
等

は
み
な

面
柏

な
き

(「
塵
埃

な
き
」
)

(璽

の
)

面

に
主

の
輝
き

、
、

み
た
ま

わ
ざ

を
映

し
、
輝
き
よ
り
輝
き

に
す
す

み
、
御
璽

な
る
主

の
業

に
よ
り
て
の
ご
と
主

か
た
ち

と
同

じ

像

(主
の
像
我
等

に
映
さ
る
る
と
同
じ
)

に
化
す
る
な
り

。」

(
コ
リ

ン
ト
後
書

3
、

18
)

聖
パ
ウ

ロ
の
言
う
二

つ
の
覗

・

「
光
を
介
し
て
の
」
覗
と

「顔

を
あ

わ
せ
て

の
」
覗

と
の
封
立

に
つ
い
て
は
世
紀

の
経
る
に

つ
れ
て
彪
大

な
解
繹
が
た

て
ら

れ
て
來

た
。
超
越

に
つ
い
て
の
あ
ら

ゆ
る
聞
題
が
登
場
し
た
。
鏡
の
比
喩
が
再

現
す
る
テ
キ
ス
ト
も
同
様
莫

大
で
あ
る

。「
像
」

や

「
似
姿

」
(周①
ω
ωΦ
5P
げ
一ρ
一PO
O
)

　

　

　

に
つ
い
て
の
創
世
紀

の
章
句
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
私

の
專
攻
範
團

に
は

な
い
極
度

に
錯
雑

し
た
問
題

に
つ
い
て
の
教
父
達
や
教
會

の
博
士
達
の
意
見

を

ま

と
め
る
こ
と
を
私
は
試

み
は
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
私
は
も
う
既

に
私
の
研
究

に
は
不
案
内
な
領
域

で
鯨
り

に
も
冒
瞼

を
試

み
す
ぎ
た
。
し
か
し
乍
ら
、
私
が

讃
書

の
つ
れ
づ
れ
に
あ

て
も
な
く

ノ
ー
ト
し
た

こ
の
比
喩
の
例
、
そ
れ
も
そ
の

中
國
的

・
佛
教
的
適
用

を
よ
り
よ
く
理
解
す

る
爲

に
役
立
ち
得

る
と
私

に
思
わ

れ
た
例

を
い
く

つ
か
と
り
あ
げ

て
見
よ
う
と
思
う
。

　

　

　

ギ

リ

シ

ヤ
教

父

學

に
於

て

は
、

大

部

分

の
著

者

は
像

と
似

姿

、

、①
貯
ひ
旨

と

げ
o
日
o
一〇
霧

富

の

間

を
魑

別
す

る
。

第

二
世

紀

に

は
、

イ

レ
ネ

ー

(
課
者

註

、

　

　

　

　

　

リ
オ

ン
の
司
教
)
は

エ
イ

コ
ー

ン
を
全
て
の
人
に
共
通
な
神
の
生
來

の
像
と
す

　

　

　

　

　

　

る
。
ホ

モ
イ
ウ
シ
ス
は
キ
リ

ス
ト
教
徒

に
認
め
ら
れ
る
神
的
類
似
で
あ
る
。

ア

レ
キ
サ

ン
ド
リ
ア
の
ク

レ
メ
ン
ス

(
ほ
ぼ
一
=

五
年
没
)
は
紳
と
人
間

の
間

に

ほ

の　

　　

　

　

　

言
葉
を
介
在
さ

せ
る
、
即
ち
人
間
の
精
顧

は

ロ
ゴ

ス
の
像
と
し
て
あ
り
、
袖

の

　

　

　

像
と
し
て
あ
る
の
は

ロ
ゴ

ス
で
あ
る
。

し
か
し

な
が
ら

聖

パ
ウ

ロ
と
は

反
封

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

　

　

　

に
、
ク

レ
メ
ン
ス
は
こ
の
世

の
生
か
ら

「
顔

を
あ
わ
せ
て
の
鏡
な
く
し
て
の
」

　

　

　

の　

　

見
耐
、
神
的

認
知
力

に
よ
る
純
化
と
結
合
し
て

い
て
彼
が
頓
的
な
性
格

を
附
與

す
る
見
聯

を
認
め
た
様

に
確
か
に
思
わ
れ
る
。

「人
が
突
然
燈
火
を
宴
會

の
部

屋

に
持
ち
込
む
時
、
會
食
者
は
先
づ
驚
き
目
が
く
ら
む
、
し
か
し
段
々
と
彼
等

は
燈
火
に
な
れ
、
理
性
を
用

い
彼
等

は
漱
喜

に
門満

た
さ
れ
る

。」

こ
の
見
姉

は

　

　

　

ま

た
永
遠
の
観

想
で
あ
る
。
ク

レ
メ
ン
ス
は
頓
宗
の
感
畳

を
も

つ
て
い
た
。

し
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鏡

か
し
彼

は
漸
宗

の
徒

の
観
黙

を
も
看
却
し
な
か

つ
た
。
煩
懐
か
ら
自
分

を
浄

め

　

　

　

　　

た
人
の
み
が
耐
的
認
知
力

・
神

の
認
識

に
到
達
し
得
る
。

(神

の
)
像
が

心
に

立
て
ら

れ
る
爲

に
は
心
は
清
深

で
凡
ゆ
る

悪
徳

か
ら

解
放
さ
れ
ね

ば
な
ら
な

い
。
信
仰

は

「
無
活
動
孤
濁
」
に
止
ま

つ
て
は
な
ら

な
い
、
そ
れ
は
探
究

を
件

"つ
。第

三
世
紀
の
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
と

つ
て
は
、入
間

に
於
け
る
聯

の
像

(ピB
9
σQ
①
)

　

　

は
人
間

に

(「
頓
宗
」
的
な
仕
方

で
)

生
れ

つ
き

の

も

の

で
あ
り
、

一
方
似
姿

(同①
ωω
Ob
P一り一ρ
昌
O
O
)
は
.
(「,漸
宗
」
的
な
』努
力

に
よ
る
)
人
間

の
自
由
な

活
動

に
よ

つ
て
獲
得

せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
第
五
世
紀
に
は
、

フ
ォ
ー
テ
ィ
ケ
の

デ
ィ
ア
ド
ー
ク
は
像
と
似
姿

の
間

に
漕
勢
と
現
勢
と
の
關
係
を
樹
立

し
た
、

即

ち
像
は
將
來

の
似
姿

を
我

々
に
希
望

せ
し

め
る

「抵

當
」
で
あ
る
。
こ
の
似
姿

は
デ

ィ
ア
ド
ー
ク
が
洗
禮
と
同

一
覗

し
て

い
る
澤
化
に
依
存
す
る
。
洗
禮

に
よ

つ
て

「神

の
恩
寵

は
聯

の
像

の
輪
郭

に
適
鷹
す
る
。」
既

に

第
四
世

紀

に
ア
タ

ナ
シ
ウ

ス

(
課
者
註
、

ア
レ
キ
サ

ン
ド
リ
ア
の
教
父
、

ニ
カ
イ
ァ
會
議
で
活
躍

し
た
)

は
プ

ラ
ト
ン
主
義
の
し
み
こ
ん
だ
用
語

を
用

い
て
浄
化
を
強
調

し
た
。

彼

の
青
年
時
代

の
二
つ
の
論
文

の
中

に
次

の
様

に
彼

は
書

い
た
。
神

に
還
蹄
す

る
爲

に
は
人
間

は
感
畳
的
な
事
物

を
欲
望
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

一
身

に
あ

つ
め

た
け
が
れ
を
自
分

の
心
か
ら
除
き
、

「
魂
を
汚
し
て
い
る
罪

の
汚
黙
を
拭

い
」
、

　

　

「
魂

に
と

つ
て
外
的
で
あ
る
全
て
を
梯

い
の
け
る
に

到
る
ま
で

我
が

身
を

洗

わ
」
ね
ば

な
ら
な

い
。
か
く
て
、
神

の
像
と
し
て
作
ら

れ
て

い
る
魂

は
再

び

一

　

　

　

　

　

　

　

・
純
化
状
態

・
輝
く
も

の
と
な
り
、
自
己
自
身

に
於
て
宛
も
鏡

に
於
て
の
様

に

　

の　

　

御

言

を

・
父

の
像

を

見

る
。

「
外
的

」

(げ0

9
一一〇
什
巴一〇
昌
)

と

い
う

言

葉

は
梵

語

の

ゆ
σQ
ρ
暮

信
閃
p
・
支

那
佛

教

の

「
客

」
塵

を

想

い

起

さ

せ
る

が

、

こ

れ

は

プ

ロ
チ

ノ

ス
に
も

見

出

さ

れ

る

。

し
か
し

鏡
の

比
喩
が

我
々
に
と
つ
て

最
も
興
味
深
い
議
展

を
と
げ
る

の
は

と
り
わ
け

ヵ
パ
ド
キ
ァ
學
派

の
最
大

の

代
表
者

ニ
ュ
ッ
サ
の
グ

レ
ゴ
リ

オ
ス

(
三
三
七
ー
四
〇
〇
)

に
あ

つ
て
で
あ

る
。

キ
リ

ス
ト
敏
思
想
及
び
紳
秘
思
想

の
形
成

に
於
け
る
彼

の
役
割

は
最
近

の
諸
論
作

に
よ

つ
て
浮
彫
り

に
さ
れ
た
。

　

　

　

　

教
義
問
答
の
著
者

は
肺

の
像
と
肺

の
似
姿

の
間

に
差
別
を

つ
け

な
い
。
彼

は
プ

ラ
ト

ン
主
義
の
や
り
方

で

一
種
の

「頓
宗
」
か
ら
出
護
す

る
。
若
し
人
間
が
紳

の
像
と
し
て
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
人
間

の
本
性
そ
の
も

の
の
上
か
ら
で
あ

る

(H(
ρ
汁
9
℃
げ
団
ω一口
)
。
人
間
は
知
ら
れ
ざ

る
か
く
れ
た
神

を
自
己

の
内

に
も

つ

て
い
る
。
回
心
は
人
間

の
本
來

の
状
態

へ
の
還
蹄
で
あ
り
復
原

で
あ

る
。「
人
間

を
自
分

の
像
と
し
て
作

つ
た
造
物
主
は
全

て
の
徳

の
種
子
を
こ
の
模
範
的
な
存

在

の
本
性

の
中
に
ま
い
た
、
か
く
て

い
か
な
る
善
も
外
部
か
ら
は
も

ぐ
り

こ
む

こ
と

は
出
來
な

い
。

そ
し
て
我

々
が
欲
す

る
も

の
に
達
す
る
方

法
は
自
か
ら
善

を
我

々
自
身

に
與

え
る
よ
り
他

に
は
な
い
。」

こ
の
爲

に
は

全
く
否
定
的

な
努

力

・
情
念

の
純
化
に
頼

れ
ば
充
分
で
あ
る
。

「
情
念

の
動
き
か
ら
自
由
に
な

る

と
…

…
、
魂
は
自
己
自
身
の
申

に
身
を
引
き
、
魂
が
そ

の
本
性

に
於
て
あ
る
が

ま
ま

に
徹
底
し
て
自
己
認
識
す
る
こ
と
が
出
來

る
。
そ
し
て
魂
は
自
己
の
固
有

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
美

の
中

に
宛
も
鏡
の
中

に
像
と
し
て
見
る
様

に
原
型
を
観
想
す
る

。」

　

　

故

に
蜜
鏡
の
浄
化
が
問
題

に
な
る
。

「
心
は
、
そ

こ
に
現
れ
る
封
象

の
刻
印

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
よ
つ
て
或
る
形
を
受
取
る
鏡

の
様
な
も
の
で
あ
る
。
精
紳

に
從
属
し
て
い
る

自
然

は
精
耐

に
密
著
し
、
自
然

の
間
近
か

に
位
置
し
て
い
る
こ

の
精
紳

の
美

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ら
宛

か
も
自
然
が
鏡
の
鏡
で
あ

る
か

の
様

に
自
身
荘
嚴
を
受
け
る
。
…
…
し
か

し
自
身
形
相
も
構
成
も
有
し
な
い
質
料
が
そ
の
い
び

つ
さ

を
あ
ら
わ

に
す
る
時

に
は
、
そ

れ
は
自
然

の
美
を
破
壊
し
、
自
然

の
媒
介

に
よ
つ
て
質
料

の
醜
さ
は

精
耐

そ
れ
自
身

を
な

い
が
し
ろ
に
し
、
か
く
て
人
は
精
瀞

に
も

は
や
紳

の
像
の



鏡173

　

　

　

　

　

刻
印

を
見

な
い
。
そ
し
て
宛
か
も
鏡
が
凡
ゆ
る
善

の
観
念

に
そ
の
後
天
的
な
面

し
か
呈
さ
な
い
様

に
、精
耐
は
善
の
光
輝

の
顯
現
を
押

し
や
り
、
質
料

の
も

つ
不

整
合

し
か
自
己
の
中

に
か
た
作

ら
な

い
。
こ
の
様

に
し
て
悪
が
生
れ
る
。」
そ
し

　

　

て
鏡
の
比
喩
が
壇
経

の
用
語
を
想
い
出
さ

せ
る
用
語

で
こ
こ
に
介
入
し
來

る
。

「
一
片
の
鐵

の
さ
び
を
石
で
清
掃

し
た
時

に
は
、
た
と
い
少
し
前
鐵
が
曇

つ
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ

こ
に
太
陽
の
光
を
反
映

し
光
線

を
迭
り
返
す
様

に
、

同
じ
く
主
が
心
と
呼
ぶ
内
的
人
間
は
自
分

の
美

の
上

に
塗
ら
れ
た
き
た
な
く
す

る
さ
び

を
と

つ
て
し
ま
う
時

に
は
新
た

に
原
型

の
像
を
受
け
る
で
あ
ろ
う

.」

プ

ラ
ト
ン
主
義

に
と

つ
て
と
同
様
、
グ

レ
ゴ
リ

オ
ス
に
と

つ
て
悪

は
我

々
の

眞

の
本
性

に
つ
け
加
え
ら
れ

た

一
要
素
に
す
ぎ
な

い
。
彼

は
言
う

「
自
己

に
と

つ
て
外
的

(8

巴
一〇
9

0
昌
)

で
あ
る
も
の
に
執
著
し
な

い
爲

に
、

各
人
は
自

己
の
周
り

に
あ
る
も
の
か
ら
正
確

に
自
己
を
到
別

せ
ね
ば

な
ら

な
い
。
…

…
人

ほ

ほ　

　

　

り　

　

間
本
性

に
固
有
で
あ
る
も

の
即
ち
御
言
の
方

へ
向
う
人
は
御
言

で
な

い
も

の
を

輕
蔑
す

る
で
あ
ろ
う
。
…
…
神

の
像
と
し
て
の
人
間

は
人
間
の
本
質

の
部
分
と

し
て
情
念

の
生
活
を
元
來

は
有
し
な
か

つ
た
。
情
念
は
後
ほ
ど

つ
け
加
え
ら
れ

た
も

の
で
あ
り
、
魂
の
神
的

形
相

の
美

・
原
型

の
像
と
し
て
作
ら

れ
た
美

は
罪

に
よ

つ
て
曇
ら
さ
れ
た
、

宛

か
も
鐵
が
さ
び
に
よ
つ
て
そ
う

で
あ
る
様

に
。」

　

　

　

　

情
念

の
敏
除

即
ち
無
情
念

は
紳

の
太
陽
を
反
映
す

る
清
浮
な
鏡
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
る
。

グ

レ
ゴ
リ

オ
ス
は
未
だ
プ

ロ
チ
ノ
ス
ほ
ど
漸
宗

の
徒
で
は
な
い
。
プ

ロ
チ
ノ

ス
に
從

え
ば

「
再
び
美
と
な
り
魂
が
嘗
て
あ

つ
た
状
態

に
今
も

あ
る
爲

に
自
己

を
洗

い
自
己
を
清

め
る
こ
と
は
、
外
的
要
素

(叶0
9
一一〇
汁
同
一〇
b「)
が

つ
け
加
わ

わ
ざ

つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
醜
悪

と
な

つ
た
魂

に
と

つ
て
は

一
つ
の
業

(興
σq
O
昌
)
で

あ
る
」

の
で
あ
る
が
、

グ

レ
ゴ

リ
オ
ス

は

次

の
こ
と

を

重
要
覗
す

る
。

「
魂

わ
ざ

が
嘗
て
あ

つ
た
も
の
、
印
ち
神

と

似
た
も

の
に

再
び
な
る
こ
と
は

我

々
の

業

さ

(①
巴
σq
O
⇔
)

で
も
な
け
れ
ば

人
間

の
能
力

の
作
で
も
な

い
。

我

々
が
創
ら
れ
た

最
初
か
ら
我
々
の
本
性

に
碑

の
自
由
と
似

た
も

の
た
る
恩
寵

を
付
與
し
た
の
は

神

の
自
由
性

の
仕
わ
ざ

で
あ

る
。」

創
造
者

・
恩
寵

・
似
姿

の
概
念

を

別

に
し

て
考

え
れ
ば
、
異
教
徒

の
哲
學
者
と
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
反
封
者

と
の
間

に

は
肺

秀
と
慧
能

の
論
孚
が
存

し
な

い
だ
ろ
う
か
。

グ

レ
ゴ
リ
オ
ス
は
紳

は
正
常

の
認
識

(
σQ
口
o
ω
一ω
)

に
よ

つ
て
封
象
と
し
て
知

ら
れ
る
こ
と
は
出
來
な

い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
柿
が
恩
寵

に
よ

つ
て
魂

に
顯

さ
い
わ
い

現
す
る
程
度

に
於
て
の

み
知
ら

れ
得
る
。
邸
ち

「至
幅
な

る
者

は
神
に

つ
い
て

何
ご
と
か
を
知

つ
て

い
る
者

で
は
な
く
て
、
自
己
自
身

の
内

に
神
を
所
有

し
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
る
者
で
あ

る
。
…
…
神

の
國

汝
の
内

に
あ
り

と
い
う
言
葉

に
よ
れ
ば
、
自
己

自
身

の
心
を
あ
ら

ゆ
る
被
造
物

か
ら
浄
化
し
た
者
は
自
己
の
固
有

の
美

の
中

に

紳

の
本
性
の
像

を
見
る

。
」
從

つ
て
鏡

の
特
性
は
、

そ
れ
自
身
で
は
何

で
も
な

く
て
、
鏡
が
向
う
封
象

に
適
合
す

る
こ
と
、
部
ち
中
國
人

の
言
う
封
象

に

「
鷹

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ず

る
」
こ
と
で
あ

る
。

「
人
間
本
性

は
ま
こ
と
に
鏡

に
似
て

い
る
、
そ
れ
は
人

　

　

　

　

　

　

　

な

　

　

　

　

　

く

　

　　

　

間

の
意
慾
が
映
す
も
の
の
形
を
と
る
。
罪

に
背
を
向
け

て
人
間
本
性
が
御
言

に

よ

つ
て
澤
化
さ
れ
た
時

に
は
、

人
間
本
性

は

太
陽

の
圓
い

表
面
を

自
己
に
受

け
、
自
己

に
現

れ
る
ま
さ
し
く
そ
の
光

で
輝
く
。

(グ

レ
ゴ

リ
ォ

ス
)
」

受
働
性
の
こ
の
敏
義

の
中

に
、
キ
リ
ス
ト
教

の
註
繹
家
達

は

ニ
ッ
サ
の
グ

レ

ゴ
リ
オ

ス
の
大
革
新

・

「
プ
ラ
ト

ン
主
義

の
用
語
の
再
流
出

の
下

に
プ

ラ
ト

ン

主
義
を
完
全
に
攣
形
し
」
そ
こ
に
グ

レ
ゴ
リ

オ
ス
が

被
造
物

と
懸
紹
し
た
超
越

的
な
紳

の
概
念
を
導
入
し
た

こ
と

・
神

が
我

々
に
提
供
し
そ
れ
に
我

々
が
答
え

る
と
否
と
は
我

々
の
自
由

に
残
し
て
あ

る
恩
寵

の
概
念

と
な
ど
を
見
る
。
吾
入

　

　
　

　
　

　

は
亦
彼

を
他

の
相
の
下

に
、
中
國
的

な
寂
静
主
義

・

「
無
爲
」
の
相
の
下

に
見
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鏡

る
こ
と
も
出
來

る
。
:
:

今

日
吾
人
は
デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
オ
ス

・
ア

レ
オ
パ
ギ
タ
の
作
品

の
中

に

ニ
ッ
サ

の
グ

レ
ゴ
リ
オ

ス
の
強

い
影
響
を
認
め
る
方

に
傾

い
て

い
る
。
彼

は
五
世
紀
の

終
り

の
人
と
時
期
を
見
倣

さ
れ
、
人
も
知

る
如
く
、
東

方
並
び
に
西
方

の
全
て

の
キ
リ

ス
ト
教
柿
秘
主
義
に
今
度
は
彼

が
深

い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
神

の
比
喩

は
デ
ィ
オ

ニ
ュ
シ
オ

ス
に
あ
つ
て
は

ニ
ッ
サ
の
グ

レ
ゴ
リ
オ

ス
を
想
い
起
さ
せ

ゐ
様

な
條
件

に
於
て
示
さ
れ
て

い
る
。
私

は
中
世

・
近
世
の
文
學

の
中

に
こ
の

比
喩

を
追
求
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
部
分

の
著
者
は
聖
書

や
教
父
哲
學
な

ど
の
源
か
ら
受
け
る
主
題
に
潤
色
せ
し
め
る
に
す
ぎ
な

い
。
だ
が
勿
論
屡

々
濁

創
的

な
動
機
が
潤
色
に
混
入
し
來
る
。

そ
れ
は
と
り
わ
け
十

四
世
紀
頃

キ
リ

ス

ト
教

の
中

に
近
世
の
黎
明

を
告
げ
る
徹
底

し
た
新
プ

ラ
ト

ン
的
聯
秘
主
義
哲
學

の
大

な
る
再
現

に
獲

す
る
場
合
で
あ
る
。

リ

ュ
イ
ス
ナ

レ
ッ
ク

(
一
二
九
三
ー

一
三
八

一
)
は
聯

の
像

の
教
義
並
び
に
聖

ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
に
よ
る
そ
れ

の
完

成

か
ら
三
位

一
膣
の
基
礎

に
立

つ
典
型
的
な
大
哲
學
を
引
き
出
す
が
、
そ

こ
に

は
鏡
の
比
喩
が
繰
返
し
く

再
現
す
る
。
彼

は
創
造
を
肺

の
覗

と
す

る
。

「
被

造
物

は
時
間

の
中
に
創
造

さ
れ
る
以
前

に
永
遠
と
し
て
生
れ
る
。
神

は
自
己
自

身
に
於

て
自
己
の
申
に
あ

る
諸
観
念
に
從

つ
て
別

々
に
被
造
物

を
硯
且

つ
観

想

　

　

　

　

　

　

　

し
た
。

…
:
・」
意
味
深

い
書
名
を
有
す

る
永
遠

の
救
濟

の
鏡

の
中
で
、
神

の
叡

智

は
そ
れ
自
身
、
宛

か
も
諸
佛

の

「大
圓
鏡
智
」
の
様

に
、
鏡

に
な
ぞ
ら
え
ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

れ
て
い
る
。

「
我
々
の
魂

の
高
等

な
部
分

は
禰

の
生
け
る
鏡

の
様
な
も
の
で
あ

る
、
帥

は
そ
こ
に
自

己
の
永
遠
の
像

を
刻
印
し

い
か
な
る
他

の
像
も
そ
こ
に
來

　

　

　

　

る

こ
と

は
出

來

な

い
。

:
・:
・像

・
秩

序

・
形

・
理

性

に
關

し

て
紳

が

そ

の
叡

智

　

　

の
鏡

の
中

に
そ
れ
ぞ
れ
囁
別
し
て
認
識
す
る
全
て
の
こ
と
、
全

て
こ
れ
ら
は
眞

理
で
あ
り
、
生
が
紳
自
身
で
あ
る

(限
り

に
於
て
)
生

で
あ
る
、
何
故

な
ら
肺

に
於
て
は
そ
の
固
有

の
本
性
し
か
な

い
か
ら

。」

翻
繹

に
よ

つ
て
多

か
れ
少
か
れ
ゆ
が
め
ら
れ
た
引
用
文
を
こ
れ
程
多
く
利
用

し
た
後
、

こ
の
と
り

と
め
の
な

い
調
査
の
終
り

を
完
う
す
る
爲
に
、
十

七
世
紀

の
二
つ
の
偉
大
な

フ
ラ

ン
ス
の
テ
キ

ス
ト
を
引
用
す
る
喜
び

に
私
は
抗

い
得
な

い
。
第

一
は
す
ぐ
れ
た
實
践
的
な
婦
人
で
も
あ

つ
た
讃
嘆
す

べ
き
著

述
家
、
受

肉

の

マ
リ

ア

(
}
五
九
九
ー

一
六
七

二
)

の
そ
れ
で
あ
る
。
彼

女
の
祈
祷

の
状

態

を
述

べ
た
も
の
の

一
つ
の
中

に
彼

女
は
次

の
様

に
言

つ
て

い
る
。

「
私
が
沈

潜
し
た
神
性
の
こ
の
偉
大
な
る
深
淵
の
印
象
と
、
私

の
盧
無
と
私
の
不
純
と

の

そ
れ

に
劣
ら
ず

生
き

ー

と
し
た
印
象

と
を
私

は
常

に
は

つ
き
り

と
感
じ

て
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
。
私

の
魂
は
こ
の
偉
大
な
る
全
者

の
中
に
自
分

の
姿
を
眺
め
た
、
宛
か
も
魂

を
汚

す
不
完
全

の
最
微
粒
子

に
い
た
る
迄
魂
が
自
分

の
全
て
の
敏
陥

を
見
出
す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

非
常

に
澤
ら
か
な
鏡

の
中

に
映

す
か
の
様

に
。
そ
し
て
紳

に
よ
つ
て
澤
化
さ
れ

焼
か
れ
な
ぐ
さ
め
ら
れ
る
爲

に
、
魂

を
謙
盧
な
ら
し
め
出
來
る
だ
け
魂
を
し
て

自
己

の
紳

の
中

に

身
を
か
く
さ
し
め
た
の
は
そ
れ
で
あ
る
。」
神

の
前

に

於
け

る
被
造
物

の
受
働
的
な
謙
抑
が
よ
り
軍
純
な
よ
り
感
動
的

な
用
語

で
表
現
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ
し
て
最
後

に
フ

ェ
ヌ
ロ
ン
の
聖
人

の
内
的
生
活
に
關
す

る
格
率

の
説
明

の

一
章
句
を
引
用
す
る
、
こ

の
著

作
は
そ

の
出
版

の
二
年
後
、

つ
ま
り

一
六
九
九

ゐ
ぜ

よ

　

　

　

あ

年
に
寂
静

主
義
と
し
て
非
難

さ
れ
た
。

「
揺
り
動
か
さ
れ
た
水

は
明
浄
で
も
な

　

　

　

　

く
、
近

く
に
あ
る
封
象

の
像

を
受
け

る
こ
と
も
出
來

な
い
。
し
か
し
卒
静

な
水

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

い
わ
ば
鏡

の
清
浄
な
ガ
ラ
ス
板

の
様

に
な
る
。

こ
れ
は
種

々
の
封
象
の
あ
ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ
る
像
を
攣
改
す
る

こ
と
な
く
受
け
入
れ
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
を
も
固
執
し

　

　

な

い
。
清
深

に
し
て
安
ら
か
な
魂
も
同
様
で
あ
る
。
神

は
そ

こ
に
自
己

の
像
並

び

に
神
が

そ
こ
に
刻
印
し
よ
う
と
慾
す
る
あ
ら
ゆ
る
封
象

の
像
を
刻
印
す
る
。
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全
て

は
刻
印
さ
れ
、
全
て

は
潰
え
る
。

こ
の
魂

は
い
か
な
る
固
有

の
形
も
有
し

な
い
が
、
し
か
し
ま
た
恩
寵
が
與
え
る
あ
り

と
あ
ら

ゆ
る
形
を
有
す

る
。
…
…

こ
の
段
階

の
人

は
言
う
こ
と
が
出
來
る
、

『私

は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
全

と
し
て
作
ら
れ
て

い
る
』

と
。

こ
の
魂

に
は
何

も
残
ら
な

い
、
そ
し
て
耐
が
新

し

い
印
象

を
な
そ
う
と
慾
す
る
や
否

や
水
中

に
於
け

る
場
合

の
様
に
す

べ
て
は

魂

に
於

て
潰

え
る
。」

　

　
　
　

　
　

ま
る
で
荘
子
か
或

い
は
中
國

の
或
る
佛
教

の
寂
静

主
義
者
を
讃

ん
で
い
る
か

の
様

に
人
は
感
じ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

フ

ェ
ヌ

ロ
ン
が
自
己

の
思
想
の
根
檬
と

し
て
引
合

い
に
出
し
た
ギ
リ

シ
ヤ
の
教
父
達

(
こ
の
人
達

は
近
し

い
關
係

に
あ

つ
た
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
者
と
し
て
イ
ン
ド
思
想
-

爾
こ
れ
自
身
は
西
洋

の
思

想

に
借
り
が
あ

る
か
ど
う
か
は
疑

わ
し

い
ー

の
影
響

を
蒙

つ
た
と
い
う

こ
と

は
あ
り
う
る
)

を
通
じ
て
、

フ
ェ
ヌ
ロ
ン
と
大
乗
佛
教

の
間

に

(し
か
し
佛
教

以
前

の
中
國

に
つ
い
て
何
を
言

い
え

よ
う
か
)
遠

い
起
源

を
通
じ
て
い
く
ら
か

の
歴
史
的

な
近
づ
き
が
可
能

で
あ

る
と

い
う

こ
と
、

人
は
こ
れ
を
夢
想
し
て
も

私
は

い
い
と
思
う
。
…
…
私
と
し
て
は
こ
の
小
論
を
な
す
に
あ
た

つ
て
い
か
な

る
歴
史
的
問

題
も
提
起
し
な
か
つ
た
。
人

は
そ
こ

に
若

し
欲
す
る
な
ら
比
較
論

を
、
或

い
は
も

つ
と
簡
軍

に
は
中
國

の
哲
學
的
な
比
喩
の
読
明

を
中
國

の
並
び

に
中
國
外

の
李
行
現
象
と
、
特

に
我

々
に
親
し

い

「
鏡
」
中

の

「
映
像
」
と

つ

　

　

せ

つ

き
あ
わ
せ
て
、
適
確

に
す
る
試
論

を
見
ら
れ
ん
こ
と
を
。

こ
れ
ら

の
李
行
現
象

の
間

に
は
勿
論
多
く

の
差
が
あ
る
、
何
故
な
ら
像
は
祭
禮

と
同
じ
く
最
も
種
々

の
利
用
に
適

し
得

る
か
ら
で
あ
る
。

或

る
人

々
に
は

鏡

の
映
像

は

現
象
界

の

非
實
在
性
を
分
り
易
く
読
明
す

る
の
に
役
立

つ
。
他

の
人
々
に
と

つ
て
は
反
封

に
清
澤
な
鏡
は
人
間

に
そ

の
理
想
像

を
反
映
さ

せ
る
縄
封
者

の
様
な
も

の
で
あ

る

。或

い
は
、封
象

に
よ

つ
て
汚
さ
れ

る
こ
と
な
く
封
象

を
忠
實

に
反
映
す

る
と

い
う
鏡
の
有
す

る
特
性
は
、
人
間

の
情
を
入
れ
ず
直
接
な
仕
方
で
現
實

を
つ
か

む
賢
人
の
無
情
念

に
比
較
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
要
す

る
に
鏡

の
、

一
は
能
働
的

な
他

は
受
働
的

な
二
相
で
あ
る
。
彼
ら

の
う
ち
大
部
分

は
鏡
を
明

浄
に
す

る
爲

に
鏡
を
清
掃
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
必
要
性

に
心
う
た
れ
、

こ
の
清
掃
を
人
聞
精
紳

の

浄
化

に
な
ぞ
ら

え
る
、
人
間
精
神

は
清
深
性
を
映

し
得

る
爲

に
は
情
念

か
ら
澤

ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
曇

つ
た
鏡
は
眞
な
る
も
の
を
不
完
全
な
間
接
的

な
仕
方

で
し
か
認
識
し
な

い
不
純
な
精
耐
に
等
し

い
。
以
上
の
要
約

は
完
壁
か
ら

は
遠

い
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間

の
想
豫
力

の
使
う
方
便
は
要
す

る
に
穏
健
な
も

の
で
、

こ
ん
な

に
も
雑
多
な
文
書

の
間
に
或
る
貼
で
お
互
い
に
啓
獲
し
あ
い
得

る
爲

に
共
通
な
表
現
が
か
な
り
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

繹

者

解

読

こ
こ
に
澤
出
し
た

蜜
鏡

目
①
ヨ
躍
○
騨

ω豆
泣
け
q
巴

は

ス
イ
ス
の

バ
ー
ゼ

ル

大
学

の

ω
H冥
○
い
○
Ω
H
O
鋭

く
○
一・
押

H
逡
Q。

に
の
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
著

者
の
ポ
ー
ル

・
ド

ミ

ェ
ヴ
ィ

ル

℃
9
巳

U
Φ
ヨ
綜
く
≡
①
教

授
は
パ
リ

の
コ
レ
ー

ジ

ュ
・
ド

・
フ
ラ
ン
ス
で
支
那
學

を
櫓
當
し
て
こ
の
敷
年
來
暉
思
想
史

や
臨
濟

録

の
精
密

な
講
義

に
精
力
を
傾
注
し
て
お
ら
れ

る
老
碩
學

で
あ
り
、

コ
レ
ー

ジ

ュ
・
ド

・
フ
ラ
ン
ス
は
嘗

て
ガ

ッ
サ
ン
デ
ィ
、

ミ
シ

ュ
レ
、
ク

ロ
ー
ド

・
ベ
ル

ナ
ー

ル
、

ル
ナ

ン
、

ベ
ル
グ

ソ
ン
、
ヴ

ァ
レ
リ
ー
な
ど

フ
ラ

ン
ス
で
最
も
す
ぐ

れ
た
學
者
が
そ

の
講
籏
を
賑
し
て
い
た
由
緒
あ
る
學
校
で
あ
る
と
だ
け

つ
け
加

え
て
お
く
。
く
わ
し
く
は
大
乗
揮
三
十
六
巻
第

六
號

や
輝
文
化
十
七
號

に
の
せ

た
拙
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

敏
授
が

こ
の
論
文
で
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
未
尾

に
も
述

べ
て
あ
る
如
く
、

縄

の
五
祀
弘
忍
下

の
慧
能
神
秀
の
間

に
か
わ
さ
れ
た
偶

に
用

い
ら
れ
た
鏡
の
比

喩
が
、
中
國

の
傳
統
的
な
道
敏
や
儒
敏

に
も
、
印
度
佛
教

や
ヴ

ェ
ー
ダ

ン
タ
に
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鏡

、b
、

ア
ラ
ビ
ヤ
の
イ
ス
ラ

ム
教

に
も
、
ギ
リ

シ
ヤ
文
化
と

キ
リ

ス
ト
教

の
傳
統

を
も

つ
西
欧

に
も
、
同
じ
様

に
見
出
さ
れ
、
お
互
い
に
解
明
し
合

え
る
と

い
う

こ
と
。
教
授

の
關
心
は
暉
思

想
を
他

の
諸
々
の
思
想
と
比
較
し
て
そ

の
特
異
性

を
明
か
に
し
よ
う

(日
本

の
こ
の
雑
誌
の
讃
者

は
自
つ
と
そ
の
下

心
を
以
て
讃

む
か
も

し
れ
な

い
か
ら
豫

か
じ

め
注
意
し
て
お
く
)
と
い
う

こ
と
よ
り
も
、
寧

ろ
鏡

の
比
喩
が
古
今
東
西

の
交
化
形
態
を
通

じ
て
種

々
の
違

つ
た
意
味
を
轡
び

な
が
ら

で
は
あ
る
が
等

し
く
見
出
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
ー

つ
ま
り
差
別
よ
り

一
般
ー

に
あ
る
様

で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
論
文

に
よ

つ
て
種

々
の
貴
重
な

ヒ

ン
ト
を
得

る
。
實
際
、
慧
能
と
耐

秀
の
偶

は
暉
宗
史
上
に
於

て
も
問
題
を
豊
富

に
提
供
し
た
偶
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
も

つ
と
廣
く
宗
教

哲
學

の
問
題
と
し
て
世

界

の
學
者
が
色
ん
な
角
度
か
ら
論

じ
る
に
贋

い
す

る
深
さ
と
廣
さ
を
含

ん
で
い

る
と
思
う
。

一
、
先
年
世
界
宗
教
史
學
會

の
會
合
が
京
都

の
南
輝
寺
で
も
た
れ
た
折
、
参

會

の
西
洋
の
宗
教
學
者
よ
り

柴
山
全
慶
老
師

に
暉

と
西
洋
紳

秘
主
義
と

の
異
同

如
何

の
問
題
が
集
中
し
た
と
聞

い
て

い
る
。
こ
れ
は
西
洋
人
が

一
番
聞
き
た

い

所

で
、
緒
方
宗
博
師
が
パ
リ
の
佛
教
會
で
講

演
さ
れ
た
折
も
、

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で

哲
學
第

一
講
座
を
捲
當
し
て
お
ら
れ
る

ジ
ャ
ン

・
ヴ

ァ
ー

ル
教
捜
が
、
縄
で
多

は

一
に
鋸
す
と

い
つ
た
場
合

の

一
と
プ
ラ
ト

ン
の
善

の
イ
デ

ア
や
ヵ
ン
ト

の
意

識

一
般
と
の
相
異
を
原
文

を
あ
げ
て
尋
ね
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
思

い
起
す
。
こ

の

「
暉
思
想

の
世
界
思
想
史
上

に
於
け
る
位
置
づ
け
」
と
い
う
課
題

は
、
哲
學

的

に
或

い
は
藝
術
的
に
或

い
は
心
理
學
的

に
色
ん
な
角
度

か
ら
検
討
す

べ
き
で

あ
る
が
、
敏
授
は
こ
こ
に

一
つ
の
實
誰
的

な
方
法
を
示
さ
れ
た
。

つ
ま
り

暉
書

に
現

れ
る
基
本
的
な
用
語

(
こ
こ
で
は
鏡
の
比
喩
を
用

い
て
頓
漸

の
問
題
)

を

あ
げ

て
そ
れ
が
世
界

の
他

の
思
想
に
於

て
は
ど

の
様
に
用

い
ら
れ
て

い
る
か
を

探

つ
て
暉
思
想
を
他

の
思
想
と
比
較
し
そ
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
。

こ

の
方
法

に
よ
り
確
度

の
高

い
比
較
研
究
が
出
來

る
と
思
う
。

鏡
以
外

に
も
今
思

い
つ
く
用
語

を
あ
ぐ
れ
ば
、
例
え
ば
菩
提
樹
と

い
う
表
現

の
仕
方
。
こ
れ
に
似

た
表
現
は

フ
ラ

ン
ス
の
現
代
哲
學
者

メ
ル

ロ
ー
ポ

ン
テ
ィ

ー
の

「
辮
讃
法
の
冒
瞼
」

の
中

(
三
八
頁
)
に
も

一"母
げ
お

α
Φ
一ρ

oo
昌
昌
巴
ω。・
-

き

8

認
識

の
樹
と

い
う

マ
ッ
ク

ス

・
ウ

マ一
i

バ
ー
の
語
が

引
用

し
て
あ
り
、

又
有
名
な

へ
ー
ゲ
ル
の
「
三
た
び
林
檎

は
重
要
な
る
意
義

を
持

つ
た
。第

一
は
ア

ダ

ム
の
轄
落

に
際
し
て
の
人
類

に
封
し
て
、
第

二
は
パ
リ

ス
の
贈
呈

に
よ
り
ト

ロ
イ
に
封
し

て
、
最
後

は

ニ

ュ
ー
ト
ン
の
林
檎

の
落
下

に
よ
り
科
學

に
封
し
て

で
あ
る
」
と

い
う
名
句
ま
で
想
起
す
れ
ば
、
或
い
は
面
白

い
比
較
研
究
が
出
來

る
か
も
し
れ
な

い
。
更
に
も

つ
と
興
味
を
ひ
く
事
實
は
、
闇
夜
と
か
黒
漆
と
か

い
う
語
が
廣
く
見
出
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
。
輝
家
も

「
大
圓
鏡
智
黒
き

こ
と
漆

の
如

し
」
と
か

「
黒
漆

の
毘
喬
夜
裡

に
奔

る
」
と
か

い
う
表
現

を
と
る
し
、
西

洋

に
は

へ
r

ゲ
ル
や

ノ
ヴ
ー
リ

ス
や

フ
ラ

ン
シ
ス

・
ジ
ャ
ム
の
夜

の
歌
か
ら
デ

ィ
オ

ニ
ソ
ス

・
ア
レ
オ
パ
ギ
タ

の

「
輝
く
く
ら
や

み
」

・
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
の

「
く
ら
き
夜
」
に
い
た

る
ま
で
枚
累

に
い
と
ま
が
な

い
。

こ
の
表
現
は
人
間
の

罪
性

を
表
す
場
合

と
紹
封
者

の
も

つ
性
格

を
表
す
場
合
と
雨
義
あ

る
か
ら
、
鏡

の
比
喩
が
頓
漸
爾

義
に
ひ
つ
か
け
て
論

じ
ら
れ
た
様

に
聯
義
論
や
罪

の
問
題
に

つ
い
て
廣
範

な
探
究
が
出
來
よ
う
。
更

に
例
え
ば
夢

と
い
う
語
。
こ
れ
こ
そ
暉

録

・
申
國

の
道
話

・
印
度

の
佛
典
か
ら

マ
ホ
メ
ッ
ド

・
ソ
ク
ラ
テ

ス

・
デ
カ

ル

ト

に
い
た
る
ま

で
随
所

に
見
出

さ
れ

る
比
喩
で
あ
り
、

こ
の
夢
の
比

喩
を
東
西

古
今
に
わ
た

つ
て
拾

つ
て
行
く
だ
け

で
も
東
西
の
人
間

の
宗
教
性
に

つ
い
て
何

か
示
唆
が
與

え
ら

れ
そ
う
だ
。

こ
の
輝
思

想
と
他
と

の
比
較
研
究

は
軍

に
過
去

の
も

の
を

い
じ
く
る
と

い
う
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溝
極
的
な
意
味
を
も

つ
も

の
で
は
な
く

て
、
印
度
に
護

し
た
暉
が
中
國

に
渡
來

し
て
根
を
下
す

た
め
に
は
印
度
縄
か
ら
脱
皮
し
て
中
國
固
有

の
道
敏

や
儒
敏

を

自
己
に
吸
牧
清
化
し
て
申
國
輝
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
様

に
、

こ
こ

に
今
暉
が
新
し
く
飛
躍
す

る
爲

に
は
在
來

の
中
國
暉
か
ら
脱
皮
す

る
こ
と
が
必

要
で
あ

る
が
、
そ

の
脱
皮

に
役
立

つ
積
極
的
な
意
味
を
も

つ
て
い
る
。

二
、
普
通
我
が
國
で
は
輝

を
西
洋
思
想
と
比
較
す
る
場
合

に
は
ド
イ

ツ
紳

秘

主
義

(特

に
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
)
を
以

て
す

る
が
、

フ
ラ

ン
ス

(
ラ
テ

ン
文
化
)

の
學
者

は
輝
書

を
讃
む
際
西
洋
の
ど
う

い
う
思
想
家
が
自
つ
と
念
頭
に
浮

ぶ
か

が
う
か
が
え
て
面
白

い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス

(プ

ラ
ト

ン
)

・
プ

ロ
テ

ィ
ノ

ス

・
フ

ィ

ロ
ン

・
ク

レ
メ

ン
ス

・
オ
リ
ゲ
ネ
ス

・
グ

レ
ゴ
リ
オ
ス

・
リ

ュ
イ

ス
ブ

レ
ッ

ク

・
受
肉

の

マ
リ
ア

・
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
等
こ
の
論
文

に
引
用
さ
れ
た
思

想
家

は
最

初
の
三
者

を
除

い
て
は

い
ず
れ
も
我
が

國

で
は

未
だ
よ
く

研
究
.さ
れ
て

い
な

い
。

し
か
も
印
度
思
想
が

ギ
リ

シ
ヤ
神

秘
主
義

や
教
父
哲
學

に
或
る
種

の
影

響

を
與

え
た

こ
と
が

事
實

で
あ
る
と
す

る
な
ら
、
そ

の
流
れ
に
立

つ
こ
れ
ら

の
思

想
家
と
暉
と

の
問

に
は
遠
縁

の
關
係
が
見
出

せ
な

い
わ
け

で
も
あ
る
ま

い
。

三
、

一
般

に
道
教

は
西
洋
に
於

て
は
日
本

に
於

け
る
よ
り
も
よ
ほ
ど
高
く
評

贋
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば

シ

ュ
ヴ

ァ
イ
ツ

ェ
ル
が
第

二
次
世
界
大
載
終

了
の
報

せ
を
受
け
た
夜
、

ア
フ
リ
ヵ
の
ラ
ム
バ
レ
ネ
病
院

の
庭
で

ヤ
シ
を
も

や
す
光
を

頼
り
に
ひ
も

と
い
た
の
は

「
老
子

の
句
集

」
で
あ

つ
た
。

「兵

は
不
祥

の
器

に

し
て
君

子
の
器

に
あ
ら
ず
…

…
」

に
始
ま

る
数
句

に
特

に
感
銘
し
た
。
私
は
老

子
は
西
洋
人

に
は
孔
子
や
繹
迦
よ
り
も
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思

う
。

こ
の
論
文
に
於

て
も
教
授
は
荘

子
や
准
南
子
を
か
な
り
長
く
引
用
し
て
お

ら

れ
る
。
た
だ

我
々
が
注
意
す
べ
き
こ
と

は
西
洋
で
は

一
般

に
潤
と
道
敏

と
の

相
異
が
あ
ま
り
注
意
さ
れ
ず
、
同
じ
も

の
と
見
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
縄

家

に
は
道
信

・
宗
密

・
道
元

・
夢
窓

・
澤
庵

・
鐡
眼
な
ど

に
鏡
利
な
る
道
教
批

到
が
存
す

る
こ
と
を
紹
介
す

る
必
要
が
あ
る
。

以

上
三
貼
思
う
所
を
述

べ
た
が
、
要
之
、
西
洋
人

の
暉
に

つ
い
て
書

い
た
も

の
の
中
か
ら
、
我
々
は
輝

の
時

・
所

・
民
族

・
風
土
の
差

を
超
え
て
普
遍
的
な

面
と
中
國
民
族

に
よ

つ
て
形
成
さ
れ
た
中
國
的
性
格

の
面
と
を
匿
別
す

る
爲

の

示
唆
を
得
る
こ
と
が
出
來
る
よ
う
に
思
う
。

な
お
原
文

に
は

一
〇
六
に
の
ぼ
る
綿
密
な
註
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
部
分
日

本

の
讃
者

に
は
参
照
不
可
能
な
欧
文

の
研
究
書
を
指
摘
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら

一
切
省
略
し
た
。
教
授
の
寛
恕

を
請

い
た

い
。


