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自
然
で
あ
れ
、
人
間
で
あ
れ
、
自
己
に
対
す
る
他
と
い
う
も

の
は
皆
、
自
己
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
自
己
が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
他
が
あ

る
の
で
あ
る
。
自
己
を
離
れ
て
他
が
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
は
自
己

の
判
断
を
離
れ
て
は
不
可
能
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
世
界

の

一
切

の

出
来
事
は
皆
、
自
己
と
い
う
唯

一
者

の
判
断
に
帰
着

せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己

の
存
在
を
中
心
と
し
て
自
己
以
外

の

一
切

の
も

の
を
自
己
の
判
断

に

帰
着

せ
し
め
る
自
己
中
心

の
立
場
が
独
我
論
で
あ
る
Q

し
か
し
、
逆
に
自
己
は
自
己
だ
け
で
は
自
覚
せ
ら
れ
な
い
。
自
己
の
外
な
る
他
が
自
己
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
覚
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
意
味
で
は
自
己
を
自

己
と
知
る
こ
と
は
他
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
他
な
ぎ
所
に
は
自
己

の
自
覚
も
不
可
能
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

自
己
の
内
面

の
世
界
と
い
う
も

の
も
、
外
な
る
世
界
と
無
関
係
に
特
に
秘

め
ら
れ
た
世
界
と
し
て
存
在
す
る
訳
で
は
な
い
。
他
を
他
と
認
め
る
所

に
自
己
が
働

い
て
い

る

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
自
己
が
存
在
す
る
と
い
う
事

で
あ
る
。
外
な
る
世
界
が
あ
る
故
に
自
己

の
内
面

の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
普
通
に
は
自
己
の
内
面
と
い
う
他

か
ら
隔
絶

し
た
世
界
に
具
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
精
神

の
働
き
も
実

は
自
他

の
両
者
が
相
互
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ

る

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
対
立
は
、

こ
れ
を
そ
れ
自
身

の
内

に
包
ん
で
、
し
か
も
こ
れ
を
超
越
し
て
い
る
包
括
的

に
し
て
超
越
的
な
存
在
が
そ
れ
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、

一
面
に
於

い
て
は
他
が
他
と
し
て
限
定
さ
れ
る
と
共

に
、
他
面
に
於
い
て
、
そ
の
他

に
対
立
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
が
限
定

さ
れ
て
来
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

一
見
、
他

か
ら
隔
絶
し
、
他
と
無
関
係

に
あ
る
と
見
ら
れ
る
自
己

の
内
面

の
作
用
と

い
う
如
き
も
の
も
、

こ
の
包
括
的
に
し
て
超
越
的
な
存
在

の
持

っ

一
面

の
作

用
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
自
己
を
自
己
と
し
て
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
我

々
が
精
神
と
か
心
と
か
呼
ん
で
い
る
も

の
も
こ
の
外
に
は
存
在

し
な
い
。
今
、
自
己
と
自
己
以

、外

の

一
切

の
他
と
を
広
く
包
括
し
て
い
る
も

の
を
世
界
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
空
間
的
な
広
が
り
を
も

つ
世
界
と
い
う
だ
け

の
世
味

の
世
界

で
は
な
く
て
、
我

々

の
自
覚
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
源
と
し
て
の
世
界

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
精
神
と
い
う
時
間
的
な
働
ぎ

の
根
底
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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禅

間
答

の
理
解

即
ち
人
間

の
自
覚
と
い
う
点

に
関
し
て

い
え
ば
、
我

々
は
唯
単
に
自
他

の
間
の
空
間
的
、
同
時
的
な
対
立
の
中
に
生
き
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
時
間
的

に
現
在
の

一
瞬
を
そ
の

一
瞬
毎
に
生
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
人
間
の
自
覚

は
現
在
を
基
点
と
し
て
現
在
に
於

い
て
成
立
す
る
。
而
し
て
こ
の
自
覚

の
成
立
す
る
現
在

こ

そ
真

に
現
在
と
呼
ば
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
単
に
物
が
存
在
す

る
た
め
の
条
件
又
は
形
式
と
し
て
我

々
は
時
間
及
び
空
問
の
二
つ
を
考
え
る
の
が
普
通
で
あ

る
が
、
し
か
し
物
が
存
在
す
る
た
め
の
条
件
の
中
、
特
に
時
間
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ

は
等
質
的
な

一
本

の
直
線
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
、
半
ば
空
問
化
し
た
時

問

で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
よ
う
な
時
間

に
於

い
て
は
現
在
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
過
去
や
未
来
と
同
列
に

一
本

の
直
接
上
に
あ
る
時
点
に
過
ぎ
な

い
も

の
で
あ

っ
て
、
何
等

過
去
や
未
来
か
ら
区
別
せ
ら
る
べ
き
特
色
を
も

つ
も

の
で
は
な
く
、
唯
直
線
的
な
時

の
流
れ

の
上
を
移
動
す
る
点
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
我

々
が
現
在
と
し
て
自
覚
し
て

い
る
も
の
は
極
め
て
抽
象
的
に
考
え
て
見
て
も
、
そ
れ
を
把
握
し
た
時
に
は
既
に
過
ぎ
去

っ
て
い
る
よ
う
な

一
瞬
で
あ

っ
て
そ
れ
は
永
久
に
再
び
還

っ
て
来
な

い

一
瞬
で
あ
る
。

し
か
も

我

々
に
と

っ
て

生
き
て
い
る
こ
と
が
最
も
明
確
な
の
は

此
の

一
瞬
と
指
定
し
得
る
現
在

の
外
に
は
な

い
。
今
少
し
県
体
的
に
考
え
て
見
れ
ば
生
き
る
と

い
う
こ
と
は
身
体
的
、
行
為
的

に
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、

こ
の
作
用
か
ら
離
れ
た

一
瞬
は
単

に
考
え
ら
れ

た
架
空
的
な

一
瞬
に
過
ぎ
な
い
。
我

々
が
身
体
的
、
行
為
的

に
活
動
す
る
と

い
う
こ
と
は
現
在

の

一
瞬
を
通
じ
て
、

一
瞬
毎
に
こ
の
活
動
が
常

に
新
し
く
初
ま
り
、
そ
の

一
瞬
毎
に
消
え
て
行
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
生
き
る
と
か
未
来
に
生
き
る
と
か
い
う
通
俗
的
な
表
現
も
実
は
現
在

の
記
憶
に
拠

っ
て
過
去
を
想
い
起
し

つ
つ
生

き
る
こ
と
、
叉
は
現
在
の
期
待
を
拠
り
所
と
し
て
未
来
を
待
望
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
過
去

の
記
憶
も
未
来

の
期
待
も
要
す
る
に
現
在
と
い
う
時
点
に
於
け
る
作
用
に
外

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
我

々
が
生
き
て
い
る
現
在
は
い
つ
で
も
現
在
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
現
在
か
ら
逸
脱
し
て
過
去

に
な

っ
た
り
、
未
来
に
置
き
換
え
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
自
覚
上
の
現
在

は
そ

こ
か
ら
過
去
や
未
来
が
始
ま
る
時

の
始
源
と
し
て
の
現
在
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
永
遠

の
現
在
で
あ
り
、

一
瞬
で
は
あ

っ
て
も
そ
こ

に
永
遠
な
る
も
の
を
慰
し
て
い
る

一
瞬

で
あ
る
。

即
ち

永
遠
と
は

一
本

の
直
線
が
無
限

の
延
長
を
も

つ
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
永
遠
で
は
な
い
。

一
瞬
が
永
遠
な
の
で

あ
る
。

以
上
述
べ
た
意
味

に
於

い
て
我

々
の
自
覚
が
成
立
し
て
い
る
現
在

は
、

一
方

に
於

い
て
自
己
と
自
己
以
外

の

一
切

の
他
と
が
そ

こ
に
同
時
的

に
関
係
し
合

っ
て

い
る
空

間
的
な
静
的
な
広
が
り
を
持

つ
と
共
に
、
他
方

に
於

い
て
無
限

の
過
去
と
無
限
の
未
来
と
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
時
間
的
な
、
動
的
な
現
在
で
あ

っ
て
、
謂
わ
ば
現
在
に
於

い
て
空
間
と
時
間
と
が
交
錯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我

々
の
自
覚
も
こ
の
現
在

の
外

に
成
り
立

つ
の
で
は
な

い
。

こ
の
意
味
で
我

々
の
自
己
は
現
在
の

一
瞬
毎
に
新
し
く

生
れ
て
は
ま
た
消
え
て
行
く

の
で
あ
る
。
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自
覚
と
い
う
点
に
立
て
ば
我

々
が
そ

の
中
に
、
生
き
る
世
界

は
こ
の
よ
う
な
空
間
と
時
間
と
の
交
錯
す
る
現
在

の
世
界
の
世
界

の
外
に
は
な
い
が
、

こ
れ
を
逆
に
言
え

ば
我

々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
に
於
て

一
瞬
毎
に
こ
の
世
界
を
映
し
、
世
界
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
禅
語

に

「
毛
、
巨
海
を
呑

み
、
芥
、
須
弥
を
納
る
」
と
い
う

の

が
あ
る
が
、
元
よ
り
物

の
世
界
で
は

一
粒

の
芥
子

の
中

に
大
宇
宙
を
納
め
る

こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
が
、
自
覚

の
世
界

に
於

い
て
は
芥
子
に
須
弥
を
納

め
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
、
我

々
の
自
己
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
大
宇
宙
を
映

し
、

こ
れ
を
表
現
し
て
い
る
も

の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我

々
が
こ
の
世
界

に
生
き
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
常
識
的
に
承
認
せ
ら
れ
る
事
実

で
あ
る
。
特
に
自
己
の
全
存
在
に
目
覚
め
る
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
用
い
な
く
て
も

事
実
、
我
々
が
此
の
世
界

の
外
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
然
し

一
度
び
自
己
が
自
己
を
持

つ
時
は
自
己
と
自
己
以
外

の
も

の
と
が
対
立
す
る
こ
と
な
り
、
結
局

は
世

界
を
も
自
己

の
外

に
見
る
こ
と
と
な

っ
て
、
世
界

の
中

に
生
き
る
と
い
う
事
実
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
自
己
が
此
の
世
界

の
中
に
生
き
て
い
る
と

い
う
自
覚
が
真

の
意
味

で
成
立
す
る
た
め
に
は
自
己
が
自
己

に
死
ぬ
と
い
う
個
人
に
よ
る
実
際

の

体
験
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
己
が
自
己
に
死
ぬ
と

い
う
の
は
矛
盾

で
あ
る
。
死
ん
だ
も

の
に
自
覚
が
あ
る
訳
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
矛
盾
と
し
て
う

け
と
る
の
は
飽
く
ま
で
自
己

の
判
断
を
拠
り
所
と
し
て

一
切
の
出
来
事

を
う
け
と
ろ
う
と
す
る
知
識

の
立
場
に
立

つ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
知
識
的
判
断

の
み
を
究
極

の

拠
り
所
と
す
る
限
り
、
自
己

は
知
る
自
己
と
知
ら
れ
る
自
己
と
に
分
裂

し
、
自
己

の
全
体
を
根
底
か
ら
自
覚
す
る

こ
と
は
不
可
能
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
自
己
の
全
存

在
を
自
己

の
知
識
的
判
断
に
よ

っ
て
確

め
よ
う
と
す
る
試
み
は
恰
も
自
己

の
両
手
で
両
耳
を

つ
ま
み
、
こ
れ
に
よ

っ
て
身
体
を
大
地
よ
り
離
し
て
宙

に
釣
り
上
げ

よ
う
と

す
る
に
等
し
い
試
み
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故

に
自
己

の
全
存
在

に
目
覚

め
る
た
め
に
は
自
己

の
判
断
を
究
極

の
拠
り
所
と
す
る
立
場
が
放
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
放
下
が
可
能

に
な

っ
た
時
、

之
を
自
己

に
死
ぬ
又
は
自
己
を
忘
ず
る
な
ど
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
体
験
は
自
己

の
知
識
的
判
断

に
よ
る
自
己
分
裂
が
始
ま
る
根
拠
に
還
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
が
自

己
を
も

つ
以
前
の
処

に
復
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
体
験
は
ま
た
自
己
が
自
己
の
全
存
在

に
目
覚

め
る
根
源

に
還
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
自
己
が
未
だ
生
じ

な
い
根
源
が
そ
の
ま
ま
自
己
が
自
己

の
全
存
在

に
目
覚
め
る
根
源
な
の
で
あ
る
。

こ
の
根
源
に
還
る
こ
と
を
禅

で
は
自
己
に
徹
す
る
と
か
、
自
己

の
本
来

の
面
目
を
徹
見

す
る
等
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

、

我

々
が
自
己
を
も

つ
こ
と
は
自
己
が
世
界

の
中
に
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
不
知
不
識

の
中
に
世
界
の
外

に
迷

い
出
る

こ
と
で
あ
り
、
自
己
が
自
己
の
根
源
か
ら
浮
き
上
り
、

遊
離
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
我

々
は
何
と
な
き
不
安
を
感
じ
、
自
己
に
休
ら
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
宗
教

へ
の
関
心
の
第

一
歩
は
此
処
に
あ
る
。
そ
れ
は
決

し

禅

問
答

の
理
解
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禅

聞
答

の
理
解

て
宗
教
に
対
す

る
知
識
的
関
心
で
は
な

い
、
宗
教

へ
の
関
心
は
寧

ろ
我

々
が
自
己
自
身
の
分
裂

に
気
付
く

こ
と
に
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ

の

「
死
に
至
る
病
」
に
於

い
て
人
間
を
自
己
が
自
己
に
関
係
す
る
所

の
関
係

で
あ
る
と
規
定
し
、
人
間
は
自
ら
絶
望
を
意
識
し
て
い
る
と
否
と

に
拘
わ
ら
ず
絶
望
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
非
本
来
的
な
絶
望
と
し
て
人
が
絶
望
を
自
ら
意
識
し
て
い
な

い
場
合
と
難
も
絶
望
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
は
な

い
。
絶
望

を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
絶
望

し
て
い
な

い
と
か
、
絶
望
か
ら
無
関
係

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
絶
望
を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
絶
望
と
い
う
病
に
罹

っ
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
な

い
事
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
現
に
病
気
に
罹
り
な
が
ら
自
覚
症
状
を
も
た
な

い
の

と
同
様
で
あ

っ
て
病
気
と
し
て
は
最
も
危
険
な
状
態

に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
何

の
疑
惑
も
不
安
も
持

た
ず
、
ま
た
宗
教
的
関
心
を
全
く
も

っ
て
い
な
い
と
い
う
人
で
も
実
際

に
於
て
は
宗
教
と
全
く
無
関
係

で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
が
文
化
活
動
を
営
み
、
常

に
学
問
、
芸
術
、
道
徳

の
領
域
に
関
心
を
も
ち
、
従

っ
て
真
偽
、
美
醜
、
善
悪

の
価
値

に
関
し
て
判
断
を
下
す
判
断
者
と
い
う
主
体
と

し
て
生
き
て
い
る
こ
と
は
何
人
と
難
も
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
酔
生
夢
死

の
生
活
を
送

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事

は
我
々
が
此
等

の
価
値

に
対
し
て
価
値
判
断
者
と
し
て
の
自
己
を
持

つ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
の
限
り
我

々
は
常
に
価
値

の
二
元
的
対
立
の
間
に
立
つ
こ
と
と

な
り
、
そ
れ
は
ま
た
価
値
判
断
者
と
し
て
の
自
己
に
迷
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
即
ち
我

々
が
こ
の
対
立
に
迷
う
か
ぎ
り
価
値

の
二
元
的
対
立
を
超
え
て
新
し
い
価
値
を
発

見
し
た
り
、
又
は
新
し

い
文
化
の
創
造

に
自
己

の
全
存
在
を
挙
げ
て
参
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
意
味

に
於

い
て
も
我

々
は
自
己
を
持
た

な
い
と
い
う

こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
自
己
を
も

つ
と
い
う

こ
と
は
自
己
が
自
己
の
主
人
公
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
て
、
キ

ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
が
人
間
を
自
己
が
自
己
に
関
係
す
る
所

の
関
係
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
こ
の
事
を
意
味
す
る
も

の
に
外
な
ら
な

い
が
こ
の
事
は
特

に
彼

の
強
情

の
絶
望
に
於

い
て

極
め
て
深
刻
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
に
こ
の
自
己
の
主
人
公
と
し
て
の
自
覚
が
自
己
を
し
て
自
己
に
迷
わ
せ
、
自
己
を
し
て
絶
望
と
い
う
、
進
む
こ
と
も
退
く
こ

と
も
絶
対
に
不
可
能
な
窮
地
に
陥
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
事

は
独
り
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

「死

に
至
る
病
」
が
我

々
に
示
す

の
み
な
ら
ず
、
古
く
は
唐

の
初
期
の
善
導

の
著

わ
し
た

「
観
無
量
寿
仏
経
疏
」

(
四
帖
疏
と
も

び
や
く
ど
う

と
ど

と
ど

呼
ば
れ
る
)

の
中

に
も
二
河
白
道

の
讐
喩

の
形

で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
人
間

の
進
ま
ん
と
し
て
進
み
得
ず
、
住
ま
ら
ん
と
し
て
住
ま
り
得
ず
、
退
か
ん
と
し
て

退
き
得

ぬ
絶
対
的
な
窮
地
を
鮮
や
か
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
絶
対
的
窮
地
は
宗
教
的
体
験
を
持

つ
際

に
体
験
者
自
身
が

一
度
は
必
ず
陥
ら
ね
ば
な
ら
な

い
窮
地
で
あ
り
、
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
的
な
関
門
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'

、

ほ
う

と
も

な

に

び
と

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
禅
で
は
唐

の
時
代

に
、
籠
居
士
が
馬
祖
道

一
に

「
万
法
と
侶
な
ら
ざ
る
者
は
是
れ
什
慶
人
ぞ
」
と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
馬
祖
が

「
汝
が

一
口
に

西
江
水
を
吸
尽
す
る
を
待

っ
て
汝
に
向

っ
て
道
わ
ん
」
と
答
え
て
い
る
の
も
、
又
石
霜
山

の
性
空
が
或

る
僧
か
ら

「
如
何
な
る
か
是
れ
西
来

の
意
」
と
問
わ
れ
て

「
若
し

か

人
、
千
尺

の
井
中

に
在
る
に
寸
縄
を
仮
ら
ず
し
て
此
人
を
出
し
得
ば
即
ち
汝
に
西
来

の
意
を
答
え
ん
」
と
答
え
た
の
も
と
も
に
そ
の
答
え
の
意
味
す
る
所
は
汝
が
絶
対
的

窮
地
に
陥

っ
た
時

に
答
え
よ
う
と
い
う
意
味
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
序

で
に
今
日
の
臨
済
禅

の
修
行

の
初
め
に

「
趙
州
の
無
学
」
と
か

「隻
手

の
音
声
」
と
か
呼
ば
れ

る
公
案
が
師
家
か
ら
与
え
ら
れ
、

こ
れ
が
禅
的
体
験

に
至
る
た
め
の
教
育
手
段
と
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
手
段
で
あ
る
の
は
飽
く
ま
で
師
家
の
立
場
か
ら
見
て
手
段
な

の
で
あ

っ
て
、
も

し
も
未
だ
体
験
に
達
し
得
な
い
も

の
が
公
案

の
拮
提
を
以

っ
て
宗
教
的
体
験

の
た
め
の
手
段
と
し
て
う
け
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
、
永
久
に
省
悟

に

達
す
る
機
会
を
持

つ
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
公
案

の
拮
提

は
そ
れ
に
よ
っ
て
拮
提
者
自
身
が
絶
対
の
窮
地
に
陥
り
、
唯
、
痴
呆

の
如
く
、
公
案

の
拮
提
よ
り
外
に

余
念

の
入
り
込
む
間
隙
が
な
く
な

っ
た
時
に
、
漸
く
公
案

の
も

つ
意
味
を
現
わ
し
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
窮
地
に
陥
る
と

い
う
体
験
は
自
己
に
対
し
て
忠
実
な
る
も

の
が
辿
り

つ
く
必
然
の
帰
詰

で
あ

っ
て
、
単
な
る
偶
然

の
出
来
事
で
は
な
い
。
窮
地

よ
り
脱
出
せ
ん
と
す
る
必
死
の
努
力
が
却

っ
て
、
増

々
深
く
自
己
を
窮
地
に
陥
し
入
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
究
極
に
於
い
て
自
己
が
自
己
に
死
す
る
と
か
、
自
己

を
忘
ず
る
と

い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
は
自
己
に
と

っ
て
全
く
思

い
が
け
な
い
出
来
事
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
単
に
自
己

の
努
力
が
将
来
し
た
結
果
で
は
な
い
。
そ

の

意
味
で
は
そ
れ
は
全
く
偶
然
の
出
来
事
で
あ
る
。

宗
教
が
真
に
宗
教
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ

は
必
ず
人
間
が
自
己

に
死
し
て
再
び
自
己
に
甦
る
と
い
う
体
験
を
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即

ち
宗
教

に
於

い
て
は

一
般

に
い
か
な
る
宗
教
で
も
自
己

の
絶
対
否
定
と
い
う
こ
と
が
媒
介
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
自
己
を
全
く
超
越
し
た
も
の
に
出

会
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
唯
、
そ
の
超
越
的
存
在
と
自
己
と
の
関
係
を
如
何
に
見
る
か
、
又
そ
こ
か
ら
如
何
な
る
世
界
観
や
人
間
観
が
成
立
す
る
か
は
宗
教
に

よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
る
所
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
そ
れ
が
超
越
的
存
在
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
に
よ

っ
て
自
己
が
新
し
く
甦
る
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
人
格
的
存
在
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
。
唯
そ
れ
が

自
己

の
上
に
超
越
し
、

自
己

か
ら
全
く
懸
絶
し
た
存
在
で
あ
る
か
、

或

い
は
超
越
は
し
て
い
て
も
自
己
の
存
在
を

そ
の
底
の
方
向

に
突
き
破
る
こ
と
に
よ

っ
て
見
出
さ

れ
る
、
自
己
に
と

っ
て
根
源
と
し
て
の
存
在

で
あ
る
か
に
つ
い
て
言
え
ば
、
他
の
宗
教

の
事
は
別
と
し
て
、'
禅
に
於
い
て
は
後

の
見
方
を
と
る
。
即
ち
自
己
を
そ
の
底

の

方
向

に
突
破
る
こ
と
に
よ

っ
て
本
来

の
自
己
、
即
ち
自
己
の
真
実
の
姿
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
仏
教

に
於

い
て
は
仏
は
自
覚
者
と

い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
が
そ
れ
は

へ
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禅

問

答

の
理

解

す
が
た

不
覚
者
で
あ
る
衆
生
が
自
己

の
本
来

の
相
に
目
覚

め
た
時
を
言
う
の
で
あ

っ
て
、
衆
生
と
仏
と
は
本
来
的
に
は
異
な
る
こ
と
は
な
く
、
例
え
ば
前
者
を
氷
と
す
れ
ば
後
者

は
水
に
比
せ
ら
れ
る
。
迷

っ
て
い
る
不
覚
者
と
し
て
の
自
己
か
ら
見
れ
ば
仏

は
自
己
に
と

っ
て
超
越
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
己
か
ら
懸
絶
し
た
超
越
者
で
は
な
く
て
、

自
己

の
脚
下
に
最
初
か
ら
、
即
ち
自
己
に

迷
う
以
前

か
ら

あ
る
も
の
と
し
て
の
自
己
の
真
実

の
相

な

の
で
あ
る
。
不
覚
者
と
し
て
の
自
己
は
他
に
対
立
す
る
自
己
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
他

か
ら
制
約
さ
れ
る
自
己
で
あ
る
が
自
己
の
真
実

の
相
と
い
う
の
は
自
他

の
対
立
以
前

の
処
、
即
ち
自
他

の
対
立

の
根
源
に
あ

っ
て
こ
の
対
立
を
生
む
処

に
あ
る
。
そ
れ

は
自
己
で
も
あ
れ
ば
ま
た
自
己
以
外

の
も
の
で
も
あ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
点

に
関
し
て
我

々
は
ド
イ
ッ
中
世

(
十
三
、
十
四
世
紀

の
交
)

の

「
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
娘
」

の
伝
説
を
想

い
起
す
。

娘
が
説
教
僧
団
に
や

っ
て
来
て

マ
イ
ス
タ
ー

・
エ
ヅ
ク

ハ
ル
ト
に
面
会
を
求
め
た
。
門
衛
が

「
誰

か
ら
と
言

っ
て
取
次
げ
ば
よ
い
の
で
す

か
」
と
尋
ね
た
。
す
る
と

彼
女

は
言

っ
た
。
「
何
と
申
し
て
よ
い
や
ら
」
、
そ

こ
で
彼
が

「
何
故
あ
な
た
は
其
れ
が
解
ら
な

い
の
で
す
か
」
と
言
う
と
、
彼
女
の
答

は

「
私
が
少
女

で
も
な
く
夫
で

も
な
く
妻
で
も
寡
婦
で
も
処
女

で
も
な
く
、
ま
た
主
人
で
も
下
女
で
も
下
僕
で
も
な
い
か
ら
で
す
」
と
言
う
の
で
あ

っ
た
。
門
衛
は

マ
イ
ス
タ
ー

・
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の

つ
む

所

へ
行

っ
て
言

っ
た
。
「
今
ま
で
聞

い
た
こ
と
も
な
い
不
思
議
な
奴
で
す
。
来
て
ご
ら
ん
な
さ

い
、

お
伴

い
た
し
ま
す
。

お
頭
を

つ
き
出
し
て
、
『
わ
た
し
に
用

の
あ
り

な
さ
る

の
は
、
誰
ぢ
や
』
と
き

い
て
お
や
り
な
さ

い
ま
せ
」
。
そ
こ
で

マ
イ

ス
タ
ー

・
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
は
言

は
れ
た
。
「愛
す
る
子
よ
。

お
前
さ
ん
の
言
葉
は
意
味
深
長

だ
、
お
前
さ
ん
の
考

へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
私
に
説
明
し
て
下
さ
ら
な
い
か
。
」

こ
れ
に
対
し
て
彼
女
は
次

の
よ
う
に
言

っ
た

の
で
あ
る
。
「
も
し
私

が
少
女

で
し
た
ら
、
私

は
ま
だ
最
初
の
無
垢

の
状
態

の
ま
ま
で
ゐ
る
で
せ
う
。
も
し
女
で
し
た
ら
私
の
霊
魂

の
中
で
絶
え
間
な
く
永
遠

の
言
葉
を
産

み
出
し
つ
つ
あ
る

筈
で
す
。
ま
た
も
し
私
が
男
で
あ
る
と
し
た
ら
私

は
す
べ
て
の
害
悪

に
対
し
て
雄

々
し
く
戦

っ
て
ゐ
る
で
せ
う
。
又
妻

で
し
た
ら
私
は
唯

一
人

の
愛
す
る
夫
に
忠
実
を

守

っ
て
ゐ
る
筈

で
す
。
ま
た
も
し
私
が
寡
婦
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
私

は
絶
え
ず
私
が
愛
し
た
た

っ
た

一
人

の
人
の
こ
と
を
思
ひ
憧
れ
て
ゐ
る
で
せ
う
。
も
し
私
が
処
女

で
あ
れ
ば
、
私
は
敬
度
な
忍
従

の
中
に
ゐ
る
に
相
違
な
く
、
ま
た
も
し
下
碑
な
れ
ば
私

は
私
自
身
を
謙
虚

に
神
と

一
切

の
被
造
物
に
さ
さ
げ
切

っ
て
ゐ
た
筈
で
す
。
そ

し
て
も
し
私
が
下
僕
で
あ

っ
た
の
で
し
た
ら
、
私

は
重

い
労
働

に
服
し

つ
つ
黙

々
と
し
て
私

の
全
意
志
を
も

っ
て
私

の
主
人

に
お
仕

へ
し
て
ゐ
た
で
せ
う
。
と
こ
ろ
が

私
は
そ
の
何
れ
の
ひ
と
つ
で
も
な
く
、

ま
た

一
つ
の
も

の
で
も
あ
れ
ば
他

の
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
、

私

は
さ
う

い
ふ
も
の
と
し
て
歩
ん
で
ゐ
る
も
の
で
す
」
。
そ
こ

で
師

は
立
去

っ
て
弟
子
た
ち
の
こ
こ
ろ

へ
行

っ
て
申
さ
れ
た
、

「私

は
、
今
ま
で
出
会
う
こ
と
が
出
来
た
人
間

の
中

で
最
も
純
粋
で
澄
み
切

っ
た
人
間
の
言
葉
を
聞
い

た
や
う
な
気
が
す
る
。
」

(相
原
信
作
訳

「神
の
慰
め
の
雷
」
よ
り
引
用
)
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以
上
は
伝
説
で
あ

っ
て

エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
自
身

の
説
教

で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
ド
イ
ッ
の
中
世

に
人
間

の
自
覚
に
関
し
て
何
れ
の
ひ
と
り
で
も
な
い
と
共

に
、

一
切
の
人
間
の
悉
く
が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
根
源
的
な
人
格
的
存
在

の
思
想
と
そ

の
よ
う
な
自
覚
を
も

っ
た
人
間
が
之
に
接
触
す
る
人
に
最
も
純
粋
な
印
象
を
与
え

る
と
い
う

一
種

の
信
仰
と
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
も

の
で
あ
る
。
而

し
て
人
間
の
自
覚
的
な
あ
り
方
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
思
想
は
歴
史
的
に
は
全
く
系
統
を
異
に

す
る
禅
思
想
の
中

に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
洪
州
百
丈
懐
海
禅
師

の
示
衆
に

(景
徳
伝
燈
録
巻
第
六
)

と
こ
し
な

い

い

一
人
有
り
、

長

へ
に
飯
を
喫
せ
ざ
れ
ど
も
餓
ゆ
と
道
わ
ず
、

一
人
有
り
、
終
日
飯
を
喫
す
る
も
飽
く
と
道
わ
ず
。

と
あ
る
の
は
先

の
伝
説
と

一
脈
相
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。
そ
の

一
人
と
は
何
れ
の
人
間
の
日
常
底
を
も
超
え
て
い
る
と
共

に
、
ま
た
何
れ

の
人
間
の
日
常
的
活
動
か
ら
も

常

に
離
れ
な
い
人
格
的
存
在
と
い
う
意
味
で
あ

っ
て
、
人
間
の
日
常
生
活
に
即
し
て
し
か
も

こ
れ
を
超
越
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
は
百
丈

の
嗣
、
黄
壁
希

し
ゃ
く
に
く
だ
ん

し
ん
に
ん

し
ん
に
ん

運
の

「伝
心
法
要
」
を
経
て
更

に
そ
の
嗣
、
臨
済
義
玄
に
至

っ
て

「赤
肉
団
上
に

一
無
位

の
真
人
あ
り
、
汝
が
面
門
よ
り
出
入
す
」

の
真
人

の
思
想
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
り
、
臨
済
禅
は
思
想
的
に
は
こ
れ
を
中
心
と
す
る
も

の
と
言
う

こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

然
し
、
若

し
も
自
己
が
自
己
に
死

ぬ
と
い
う
個
人
に
よ
る
宗
教
的
体
験
を
離
れ
て
、
自
己
と
自
己
の
根
源
に
あ
る
も
の
と
の
不
即
不
離

の
関
係
を
単
に
思
想
と
し
て
理

解
す
る
に
留
ま
る
な
ら
ば
そ

こ
に

一
種

の
形
而
上
学
や
禅
哲
学
と
称
す
る
も

の
は
成
立
し
て
も
真

に
宗
教
的
自
覚
と
呼
ば
れ
る
も

の
は
成
立
し
な
い
。
真
に
宗
教
的
自
覚

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
何
時

で
も
個
人
を
通
じ
て
し
か
も
現

に
個
人

の
根
源

に
あ
る
も
の
か
ら
直
接
に
流
出
す
る
働
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
働
き
が
禅
的
自
覚

を
証
明
す
る
も
の
で
あ

っ
て
こ
れ
が
な
け
れ
ば
禅

は
宗
教
と
し
て
の
生
命

を
失
う
こ
と
と
な
る
。
禅

に
於

い
て
問
答
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
理
由
は
個
人
対
個
人

の
接
触
を
通

じ
て
相
互

に
そ
の
根
源
よ
り
流
出
す
る
も
の
を
験
す
る
為
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
。

さ

に
ゆ
う
ヒ

つ
り

ん

禅
問
答

に
於
い
て
は
問
う
者
も
答
え
る
も
の
も
共
に
対
等

の
立
場
に
立

つ
。
そ
こ
に
は

　
方
が
俗
人
で
あ
る
と
か
ま
た
は
入
門
老
即
ち
乍
入
叢
林

の
者
で
あ
る
と
か
い

う
こ
と
は
全
く
顧
慮
せ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
自
己
を
も
た
な
い
限
り
誰

に
で
も
自
己

の
根
源
に
あ
る
も

の
よ
り
の
流
出
の
働
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
唯
そ
れ
が
自
覚
せ

ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ

っ
て
体
験
者
と
否
と
の
差
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従

っ
て
体
験
者
と
い
う
も

の
も
何
等
か
の
宗
教
的
体
験
を
自
己
の
所
有
と
し
て
持

つ
も

の
で

あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。
否
、
体
験
者

は
如
何
な
る
自
己
を
も
持

っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
唯
自
己
を
持

つ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
間
者

の
問
に
最
も
適
切
に
答
え
る
も

の

と
し
て
問
わ
れ
た
都
度
、
答
者
が
自
己
を
持

つ
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
最
も
適
切
な
答
え
は
答
者
が
予
め
自
己
を
持

た
な
い
時
に
の
み
答
者

の
根
源
か
ら
直
接

に
流
出
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
禅
問
答

で
は
問
者
も
答
老
も
対
等
で
あ
る
の
が
本
来

の
あ
り
方
で
あ
る
。

{

禅
問
答
の
理
解
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禅
問
答

の
理
解

第
二
に
禅
問
答

は
必
し
も
言
葉

に
よ
る
問
答

で
は
な
い
。
言
葉

に
は
真

に
肺
胴
よ
り
流
出
す
る
も

の
と
然
ら
ざ
る
も

の
と
が
あ
る
。
禅
問
答
は
必
し
も
言
語
を
排
斥
す

る
も

の
で
は
な
い
が
そ
れ
よ
り
も
、
寧

ろ
言
語
的
表
現
を
も
含

め
た
広

い
意
味
で
の
身
体
的
、
行
為
的
な
呼
応

の
働
き
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
即
ち
身
体
的
、
行
為
的
な

働
き
が
相
手

の
意
識
的
自
己
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
全
く
直
接
的
に
流
出
す
る
か
否
か
に
よ

っ
て
禅
的
体
験

の
真
偽
が
験
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
禅
問
答
は

一
種

の
対
決
で
あ
り
、
勝
負

で
あ
る
。
之
に
失
敗
す
る
こ
と
を
敗
欠
と
い
う
位

で
あ
る
か
ら

一
種

の
対
決
と
い
っ
て
差
支
え
は
な
い
。

し
か
し
元
来

勝
負
は
相
互
に
自
己
を
持

つ
も
の
同
士
の
間
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
な
る
自
己
を
も
持
た
な
い
場
合

の
問
答

に
は
勝
敗
が
あ
る
訳
は
な
い
。
唯
、
自
己
を

持
た
な
い
も
の
同
士
の
間

で
は
身
体
的
、
行
為
的
な
呼
応

の
働
き
が
自
由

に
停
滞
な
く
運
ば
れ
る
筈
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
の
働
き
に
渋
滞
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る

の
は
こ
の
働
き
が
自
己
を
も

つ
こ
と
に
よ

っ
て
阻
止
さ
れ
る
か
ら
で
あ

っ
て
こ
れ
が
所
謂
擬
議

で
あ
り
、
そ

こ
に
敗
欠
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
禅
的
体
験
が
真

に
生
き
た
も

の
で
あ
る
か
否

か
を
験
す
る
と
い
う
点
か
ら
見
た
禅
問
答
の
性
格
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
禅
問
答

の
持

つ
性
格
は
単
に
之

に
留
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
自
他
、
彼
此
、
有
無
等

の
存
在

の
二
元
論
的
対
立
や
、
真
偽
、
美
醜
、
善
悪
等

の
価
値

の
二
元
論
的
対
立
を
超
え
た
深

い
宗
教
的
愛
や
新

し

い
価
値

の
創
造
と
い
う
点
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格
が
禅
問
答

に
は
あ
る
が
、
今
暫
く
存
在
や
価
値

の
二
元
論
的
対
立
と
い
う
点
か
ら
離
れ
て
、
自
己

の
根
源
か

ら
直
接

の
流
出
と
い
う
点
を
中
心
に
、
主
と
し
て
景
徳
伝
燈
録
の
中

か
ら
問
答
を
拾

い
出
し
て
見
る
と
そ
れ
に
は
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

玄
沙
師
備

(景
徳
伝
燈
録
巻
第
十
八
)

師

(
玄
沙
)
、
童
監
軍
と
果
子
を
喫
す
る
に
、

章
、
問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
、
日
々
に
用
い
て
知
ら
ざ
る
。

師
、
果
子
を
拮
起
し
て
曰
く
、
喫
せ
よ
。

童
、
喫
し
了
り
て
、
再
び
之
を
問
う
に
、

た

こ

こ

師
、
曰
く
、
只
だ
是
れ
は
是
れ
、
日
々
に
用

い
て
知
ら
ず
。

章
監
軍

の
問

の
意
味
は
説
明
す
る
迄
も
な
い
が
、
彼
が
何
か
観
念
的
な
形
で
答
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
玄
沙
は
言
下
に
果
子
を
喫
す
る
こ
と

を
勧

め
、
之
に
応
じ
て
監
軍
が
果
子
を
喫
し
て
再
び
同
じ
問
を
く
り
返
し
た
所
を
捕
え
て
最
も
適
切

に
具
体
的

に
彼

の
問
に
答
え
た
の
で
あ
る
。

禅
老
に
と

っ
て
は
日

々
に
用

い
る
も

の
は
現
在
と
い
う
時
点
を
離
れ
て
作
用
す
る
も

の
で
は
な
く
、
又
自
他

の
呼
応
の
相
互
的
な
行
為
的
な
関
係
を
離
れ
て
あ
る
も

の
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で
は
な
い
。
監
軍

の
問
を
呼
と
す
れ
ば
、
果
子
を
喫
せ
よ
と
い
う

の
は
玄
沙

の
応
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
同
時

に
監
軍

に
対
す
る
玄
沙

の
呼

で
あ

っ
て
、
監
軍
が
果
子
を

喫
す
る
の
は
彼

の
応

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
呼
応

の
働
き

こ
そ
我

々
の
日
々
に
用

い
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
監
軍

の
分
別
知
を
超
え
、
彼

の
意
識
的
自
己
を
超
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
玄
沙

の
最
後

の
答
え
は
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
監
軍
に
は
彼
の
働
き
が
彼
自
身
を
超
え
て
彼

の
根
源
か
ら
源
出
し
て
い
る
こ
と
が
気
付

か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
但
し
も
し
監
軍

に
と

っ
て
真

に
自
覚
す
べ
き
機
縁
が
熟

し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
呼
応

の
中

に
直
ち
に
答
え
を
見
た
で
あ
ろ
う
し
、

機
縁
が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば

こ
こ
か
ら
彼

の
迷

い
が
始
ま

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
迷

い
の
始
ま
る
処
が
実

は
省
悟

の
到
達
点
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
更

に

一
例
を
挙
げ
る
と
南
泉
普
願
と
趙
州
従
誌
と
の
間

の
有
名
な
問
答
が
あ
る
。
(景
徳
伝
燈
録
巻
第
十
)

趙
州
、
南
泉

に
問
う
。
如
何
な
る
か
是
れ
道
。

南
泉
曰
く
、
平
常
心
是
れ
道
。

師

(
趙
州
)
曰
く
、
還

っ
て
趣
向
す
べ
き
や
否
や
。

そ
む

南
泉

曰
く
。
向
わ
ん
と
擬
す
れ
ば
即
ち
乖
く
。

い

か

ん

師
曰
く
。
擬
せ
ざ
る
時
、
如
何
か
是
れ
道
な
る

こ
と
を
知
ら
ん
。

南
泉
曰
く
。
道
は
知
と
不
知
と
に
属

せ
ず
。
知

は
是
れ
妄
覚
、
不
知
は
是
れ
無
記
な
り
。
若
し
是
れ
直
ち
に
不
疑
の
道

に
達
す
れ
ば
、
猶
、
太
虚

の
廓
然
と
し
て
虚
諮

な
る
が
如
し
。
量
に
強

い
て
是
非
す
べ
け
ん
や
。

師
、
言
下

に
理
を
悟
る
。

ち
か

こ

と
お

道
に
関
す
る
思
想

は
古
く
孟
子

の

「
道
は
遽
き
に
在
り
、
而
も
諸
れ
を
遠
き
に
求
む
」

の
語

に
も
見
て
お
り
、
日

々
に
用

い
る
も
の
又
は
平
常
心

の
意
味
に
於

い
て
解

そ
む

せ
ら
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き

で
あ
る
が
こ
れ
が
仏
教
的
な
自
覚
と
関
係
し
て
南
泉

に
よ

っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
は
興
味
が
深

い
。
南
泉

の
向
わ
ん
と
擬
す
れ
ば
即
ち
乖
く

と

い
う
の
は
そ
れ
が
我

々
の
自
己
を
超
え
て
い
る
故

に
分
別
知
的
な
意
識
的
自
己
の
側
か
ら
は
之

に
趣
向
す
べ
き
途
は
な

い

と
い
う

意
味

で
あ
る
が
、

「
知
は
是
れ
妄

覚
、
不
知
は
是
れ
無
記
」
と
は
如
何
な
る
意
味
か
、

こ
れ
に
は
我

々
に
は
多
少
と
も
理
解
し
難

い
所
が
あ
る
。
然
し
今
こ
れ
を
の
呼
応

の
働
き
と
関
係
さ
せ
て
見
る
時
、

我

々
は
理
解

の
た
め
の
幾
分

の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
為
に
今
、
江
戸
中
期
以
前

に
日
本

の
各
地
に
説
法
し
て
多
く

の
民
衆
を
教
化
し
た
盤
珪

永
琢
の
法
語

(
岩
波
文
庫
本
、
盤
珪
禅
師
語
録

一
二

頁
)
を
引
用
す
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

、

禅
問

答

の
理
解
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禅
問

答

の
理
解

一
冬
、
備
前
三
友
寺

に
て
結
制

の
時
、
師
出
座

の
日
は
備
前
、
備
中

の
道
俗
大
ひ
に
群
集
。
備
中
庭
瀬

に
法
花
宗
の
大
寺
地
あ
り
。
住
寺
上
人
、
博
究
学
匠

に
て
檀

信
帰
崇
す
。
時
に
師
道
風
遠
近
優
伏
し
て
、
彼

の
上
人

の
檀
那
皆
悉
く
参
詣
す
。
上
人
憤
り
、
檀
那
に
向

ひ
言
ひ
け
る
は

「
我
聞
、
盤
珪
は
不
学

の
人
也
と
、
我
往
て

難
問
せ
ば
、

一
言

に
し
て
擬
議
せ
し
め
ん
と
て
、

一
日
参
詣
し
衆
後

口
に
在
て
、
説
法
半
に
大
音
声
に
申
け
る
は

「
一
会

の
衆
、
皆
師
の
説
法
を
聞
き
受
け
信
仰
す
。

某
甲
が
如
き
は
、
師

の
法
要
を
受
け
じ
。
受
け
ざ
る
時
、

い
か
に
し
て
救
得

ん
」
。
師
中
啓
を
挙
げ
曰
く
、
「
前

へ
出
ら
れ
よ
」
と
。
上
人
進
前
す
。
師

又

日
、
「
今
少

前
え
出
ら
れ
よ
」
と
。
上
人
進
前
す
。
師
日
、
「
な
ん
と
能
く
受
け
ら
る
る
で
は
な
い
か
」
と
。
上
人
岡
然
と
し
て
言
な
く
し
て
退
く
。

ふ
し
ょ
う

れ
い
み
よ
う

盤
珪

の
説
法
は
そ
の

「
御
示
聞
書
」

に
も
あ
る
よ
う
に
、
仏
心
は
不
生

に
し
て
、
霊
明
な
も
の
で
あ

っ
て
、
不
生

の
ま
ま
で

一
切
事
が
調
う
故

に
、
皆
不
生
で
居
よ
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
彼

の
説
法

は
決
し
て
語
録
の
提
唱
で
も
な
け
れ
ぽ
、
哲
学
的
な
教
示

で
も
な
い
。
彼
が
不
生
と
い
う
の
は
謂
わ
ば
人
間
の

一
切

の
活
動
が
生
ぜ

ぬ

以
前

の
所
と

い
う
意
味
で
あ

っ
て
、
同
時
に
ま
た

一
切

の
活
動

の
生
ず
る
根
源
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
は
先

の
日
々
に
用

い
て
知
ら
ざ
る
も
の
と
か
、
南

泉

の
平
常
心
と
同
様

の
も
の
を
指

し
て
い
る
と
解
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
質
問

の
僧
に
対
し
て

「
前

へ
出
ら
れ
よ
」
と
盤
珪
が
呼
び
か
け
た
の
に
応
じ
て
前

へ
進
み
出
た

所
に
は
未
だ
質
問
者

の
意
識
的
自
己
は
生
じ
て
い
な
い
。
彼
は
唯
盤
珪

の
呼
び
か
け
に
素
直

に
応
じ
た
に
過
ぎ
な

い
。

し
か
し
呼
び
か
け

に
応
ず
る
と
い
う

こ
と
は
明
に

質
問
者
の
判
断

に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
彼
自
身
も
昧

ま
す

こ
と
の
出
来
な
い
彼

の
分
別
の
作
用

で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
判
断

は
質
問
者

の
身
体
的
、
行
為
と
切
り
離

す

こ
と
の
出
来
な
い
所
謂
行
為
的
直
観
で
あ

っ
て
、
そ
の
行
為

と
判
断
と
の
間

に
は
質
問
老
の
意
識
的
自
己
が
介
入
す
る
些

の
余
地
も
な
い
。
即
ち
質
問
者

は
進
み
出
た

も
の
か
否
か
を
分
別
し
た
上
で

進
み
出
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば

こ
の
行
為
的
直
観
的
な
判
断

は
質
問
老

の
意
識
的
自
己
が
働
き
出
す
以
前

の
分
別
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
分
別
又
は
判
断

は
無
分
別

の
分
別
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
不
生
と
い
う
根
源
か
ら
全
く
直
接
的
に
流
出
し
た
判
断
で
あ
る
。
従

っ
て

仮
り
に
質
問
者
が
盤
珪

の
呼
び
か
け
に
対
し
て
敢
え
て
進
み
出
な
か

っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
彼
が
呼
に
応
じ
な
か

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
は
敢
え
て
進
み
出
な

か

っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
質
問
者

の
意
識
的
自
己
に
よ
る
判
断
が
働

い
た
後

の
事
で
あ

っ
て
、
盤
珪

の
呼
び
か
け
を
聞

い
た
時
に
は
聞
く
と
い
う
こ
と
が
応
じ
て
居
る
こ

と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
呼
び
か
け

は
盤
珪

の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
聞

い
た
も

の
は
質
問
者

で
あ
る
。
然
し
呼
び
か
け
と
こ
れ
を
聞
く
と
い
う
こ
と
の
問
に
は

一
髪
を
容
れ
る
隙
も
な
い
。
盤
珪
と
い
う
他
者
の
呼
び
か
け

に
於
い
て
質
問
者

は
彼
自
身

の
判
断
を
も

っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
質
問
者

は
他
に
於

い
て
自
己
を
持

っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
は
呼
と
応
と
は
二
つ
で
あ

っ
て

一
つ
で
あ
る
。

こ
の

一
と
は
二
を
媒
介
す
る
媒
介
者
的
な

一
で
は
な
く
て
二
が
直
ち
に

一
な

の
で
あ
り
、

一
が
そ

の
ま
ま
二
な

の
で
あ
る
。
呼
が
応
を
映
し
、
応
が
呼
を
映
し
て
い
る
と
、
言
う
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。
禅
語

に
言
う

「
月
、
水
に
印

し
、
水
、
月
を
印
す
」
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と
い
う
関
係
で
あ
る
。
月
が
水
に
印
す
と
い
う
こ
と
は
ま
た
逆
に
必
ず
水
が
月
を
印
す
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
盤
珪
の
呼

は
質
問
者

の
応
に
映
り
、
質
問

者

の
応
は
盤
珪

の
呼
を
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係

の
成
り
立

つ
所
が
盤
珪
の
い
う
不
生
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
の
分
別
知
が
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
。
盤
珪

が
仏
心
は
不
生

に
し
て
霊
明
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
不
生
に
於
て
は
無
分
別
が
そ
の
ま
ま
分
別
で
あ
り
、
分
別
は
し
て
も
そ

の
ま
ま
無
分
別

で
あ

く

エリ

る
。
人
間

の
最
も
純
粋
に
し
て
し
か
も
昧

ま
す

こ
と

の
で
き
な

い
霊
明
な
働
き
は
不
生
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ほ

ぼ

以
上
述
べ
た
呼
応
の
関
係
か
ら
我

々
は
先

の
南
泉
普
願
の

「
道

は
知
と
不
知
と
に
属

せ
ず
。
知
は
是
れ
妄
覚
、
不
知
は
是
れ
無
記
」
と

い
っ
た
意
味
が
略
々
了
解
せ
ら

れ

る
と
思
う
。

南
泉
が

「知

は
是
れ
妄
覚
」

と
い
っ
て
い
る
場
合

の
知
は
無
分
別
の
分
別
の
事

で
は
な
く
て
、

意
識
的
自
己
に
よ
る
分
別
知
又
は
判
断
を
言
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
知
る
自
己
と
知
ら
れ
る
も
の
と
い
う
二
元
的
対
立
を
宿
命
的
に
負
荷
し
て
い
る
人
間
の
自
己
に
よ
る
知
識
的
判
断
を
言
う
の
で
あ
り
、
人
間
は
こ
の
分
裂
を

自
身
の
力

に
よ

っ
て
超
え
て
元
の
統

一
に
還
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に

「
知
は
是
れ
妄
覚
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

又

「
不
知
は
是
れ
無
記
」
と
い
う
無
記
と
は
単
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
再
び
盤
珪
の

「
御
示
聞
書
」
を
引
用
す
る
と
次

の

よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

或
僧
問
。
不
生

で
居
よ
と
の
御
示
し
で
ご
ざ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
し
が
存
じ
ま
す
る
は
、
そ
れ
で
は
無
記
で
ご
ざ
る
が
、
苦
し
う
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
。

う
し
ろ

師

の
日
。
こ
な
た
の
何
心
な
ふ
こ
ち
ら
む

い
て
、
身
ど
も
が

い
ふ
事
を
聞

い
て
ご
ざ
る
に
、
後

か
ら
ひ
よ

っ
と
人
が
せ
な
か

へ
火
を
さ
し
附
た
ら
ば
、
あ

つ
ふ
覚
え
や

う
か
、
あ

つ
ふ
覚

え
ま
い
か
。
僧
云
、
あ

つ
ふ
覚
え
ま
せ
う
。

師

の
日
、
そ
れ
な
ら
ば
無
記
じ
や
ご
ざ
ら
ぬ
わ
。
あ

つ
い
と
覚
ゆ
る
物
が
無
記
な
も

の
か
。
無
記
で
な
さ
に
、
あ

つ
い
と
覚
ゆ
る
は
ひ
。
無
記
で
な
さ
に
あ

つ
い
事
も

さ
む
い

わ
け

寒
事
も
、
し
ら
ふ
と
思
ふ
念
を
生
ぜ
ず
に
居
て
、
よ
ふ
知
り
分
、
見
わ
け
ま
す
わ
ひ
。

こ
な
た
が
無
記
じ
や
が
苦
し
う
な
ひ
か
と
い
ふ
も
の
が
無
記
な
物
か
。
無
記
で

な
さ
に
、
無
記
じ
や
が
苦
し
う
な
い
か
こ
い
ひ
ま
す

は
、
無
記
な
ら
、
な
ん
と
し
て
無
記
と
も
い
ひ
ま
せ
う
そ
。
す
れ
ば
仏
心
は
霊
明
に
し
て
、

か
し
こ
い
物

で
ご
ざ

つ
て
、
無
記
じ
や
ご
ざ
ら
ぬ
は
。
云
々

此
処
で
盤
珪

の
言
う
無
記
は
南
泉

の
言
う
無
記
と
同
じ
意
味

の
ぼ

ん
や
り
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
て
、
盤
珪

の
言
う
無
分
別
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
無
分
別
は
常

に
分

別
と
腹
背

の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
は
霊
明
な
、
昧

ま
す

こ
と
の
出
来
な

い
分
別
の
働
き
出
す
所

で
あ
り
、
分
別
の
根
源

で
あ
る
。

南
泉
が

「
知
は
是
れ
妄
覚
、
不
知

は
是
れ
無
記
」
と
い
う
時
、
禅
的
体
験

は
我

々
の
理
解
力
を
絶
し
た
神
秘
的
体
験
と
考
え
ら
れ
易

い
が
、
然
し
体
験
と
い
う
表
現
に

禅
問
答

の
理
解

・

r

-

　

、

亀

、
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、
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禅
問

答

の
理
解

拘
泥
し
て
そ
れ
を
個
人

の
所
有
物

の
如
く
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
先

に
も
言

っ
た
如
く
こ
の
体
験

は
自
己

の
判
断

の
生
れ
る
以
前
の
根
源

に
還
り
、
そ
こ
か
ら
自
己
に
対

す

る
他
の
呼
に
応
じ
て

一
瞬
毎
に
新
し
く
自
己
を
自
覚
す
る
よ
う
な
、
自
由

で
捕
わ
れ
な
い
自
己
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
瞬
毎
に
他
に
於
て
自
己
を
映
す
と
共

に
自
己
に
於
て

他
を
映
す
所

の
自
他

の
相
互
表
現
の
中
に
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
地
に
立

っ
て

景
徳
伝
灯
録
を
始

め
と
す
る

燈
史
類
を
見
る

時
、
そ
こ
に
以
上
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
於
け
る
呼
応

の
働
き
及
び
そ

の
関
係
を
通
じ
て
省
悟
し
た
機
縁
が
挙
げ
れ
ば
際
限
が
な
い
程
数
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え

お
ん

よ

ば
雲
門
文
堰

の
弟
子
香
林
澄
遠
は
、
雲
門

の
侍
者
と
し
て
師
に
侍
し
た
が
雲
門
は
澄
遠
を
接
す
る
毎
に
只
遠
侍
者
と
叫
び
、
澄
遠
が
諾
と
答
え
る
と
そ
の
度
に
雲
門
は
是

な

ん

は
じ

よ

れ
什
腰
ぞ
と
切
り
返
し
、
此

の
如
く
す
る
こ
と
十
八
年
、

一
日
遠
侍
者
は
方
め
て
省
悟
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
て
そ

の
時
、
雲
門

は

「
我
今
よ
り
後
、
更

に
汝
を
叫
ば

じ
」
と
言

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
尚

二
三
の
例
を
挙
げ
る
と
次

の
如
く
で
あ
る
。

先
に
石
霜
山
の
性
空

に
某
僧
が
如
何
な
る
か
是
れ
西
来

の
意

(
此
処

で
は
仏
法
の
真
精
神
と
い
う
程
の
意
味
)
と
問
う
た

の
に
対
し
て

「
千
尺
の
井
中

に
あ
る
人
を
寸

縄

を
仮
ら
ず
し
て
出
し
得
ぽ
汝
に
西
来

の
意
を
答
え
ん
」
と
言

っ
た
の
に
対
し
そ
の
僧
が

「
近
頃
湖
南

の
寺
に
暢
和
尚

(暢

の
意
味

は
不
明
で
あ
る
が
或
は
の
ん
び
り
し

し

び
と

た

の
意
味
か
と
思
わ
れ
る
)
出
世
し
、
途
方
も
な
い
事
を
言
う
」
と
い

っ
た
時
、
性
空
は
傍

の
沙
弥

(
後
の

仰

山

慧

寂
)

に

「
こ
の
死
人
を
ひ
き
ず
り
出
せ
」
と
命
じ

た
。
性
空
と
こ
の
僧

の
問
答
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
時
、
傍
に
あ

っ
た
沙
弥
慧
寂

は
こ
の
千
尺
井
中

の
話
に
深
く
撞
着
し
て
次
第

に
進
退
両
難

の
絶
対
的
窮
地
に

陥

り
、
そ

の
後

一
日
、
耽
源
応
真

に
向

っ
て
こ
の
話
頭
を
提
起
し
た
所

「
咄
、
擬
漢
、
誰
か
井
中
に
あ
る
」
と
呵
せ
ら
れ
て
忽
然
と
し
て
自
己
を
忘
じ
、
窮
地
よ
り
脱
出

し
得
た
。

し
か
し
尚
単
に
脱
出

の
境
地
に
停
滞
し
て
、

真
に
釈
然
た
り
得
な
か

っ
た
も

の
と
見
え
て
、

更

に
潟
山
霊
祐
に
再
び
千
尺
井
中

の
話
題
を
提
起
し
て
、

今
度

は

「慧
寂
」
と
呼
ば
れ
て
思
わ
ず
之
に
応
諾

し
、
濾
山
よ
り

「
出
で
た
り
」
と
言
わ
れ
て
始
め
て
死
中
に
活
を
得
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

呼
喚
と
応
諾
の
相
互
的
な
働
き
合
い
又
は
映
し
合
い
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
人
間
が
自
己
を
意
識

し
な

い
限
り
極
め
て
自
然

で
容
易
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
そ

こ
に
何
ら

の
渋
滞
は
な
い
。

先

の
章
監
軍
が
果
子
を
喫
し
た
如
く

で
あ
る
。

我

々
は
流
動
す
る

呼
応

の
関
係

の
全
体
を
世
界
と
し
て

そ
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ

っ

て
、

こ
の
世
界

の
外
に
逸
脱
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
得
な

い
。

但
し

こ
れ
を
真

に
自
覚
し
そ
の
中

に
自
由
に
自
然
に
渋
滞
な
く
生
き
る
こ
と
は
実
際

は
容
易

で
は
な

い
。

こ
れ
と
関
係
し
て
景
徳
伝
燈
録
巻
十
七
の
曹
山
本
寂

の
項
を
引
用
す
る
。

僧
清
税
な
る
も
の
問
う
。
某
甲
孤
貧
な
り
。
乞
う
、
師

の
抵
救
せ
ん
こ
と
を
。

師

(曹
山
)
曰
く
。
税
闊
梨
、
近
前
し
来
れ
。
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税

、
近

前
す
。

う
る
お

い

師

曰
く
。
泉
州

の
白
家

の
酒
、
三
蓋
す
る
も
猶
、
未
だ
屑
を
沽
さ
ず
と
道
う
が
如
し
。

泉
州
と
い
う
所
は
前
漢
地
理
志
に

「
酒
泉
郡

は
武
帝

の
太
初
元
年

に
開
く
」
と
あ

っ
て
、
そ
の
註

に

「
城
下

に
金
泉
あ
り
、
味
、
酒

の
如

し
、
故

に
酒
泉
郡
と
名
つ
く
」

と
あ
る
土
地
で
あ
る
由
で
あ
る
。
又
白
家
は
白
屋
と
同
じ
く
か
や
葺
の
家
を
指
し
、
転
じ
て
庶
民

の
住
居
又
は
庶
民

の
意

に
用

い
ら
れ
る
が
、
曹
山
の
答

の
意
味
す

る
所

は
誰

の
家
に
で
も
あ
る
甘

い
水
を
三
杯
飲
ん
で
も
未
だ
飲
ま
な
い
と
言
う
が
如
く
、
又
水
中

に
居
て
猶
、
渇
を
叫
ぶ
が
如
く
、
世
間
の
温

い
人
情

の
中
に
居
て
猶
、
自
ら

世
聞

か
ら
疏
外
さ
れ
て
い
る
と
言
う
に
等

し
い
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
答

の
中
心
も
曹
山

の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
僧
が
思
わ
ず
近
前
し
た
処
に
あ
る
。

更

に
景
徳
伝
燈
録
巻
第
十
、
趙
州
従
誌

の
項
に

僧
問
う
。
学
人
は
迷
昧
な
り
。
乞
う
、
師

の
指
示
せ
ん
こ
と
を
。

ま

師

(
趙
州
)
云
わ
く
、
粥
を
喫
せ
り
や
、
也
た
未
だ
し
や
。

僧
云
わ
く
。
粥
を
喫
せ
り
。

師
云
わ
く
。
鉢
を
洗

い
去
れ
。

其

の
僧
、
忽
然
と
し
て
省
悟
す
。

鉢
と
い
う

の
は
粥
を
盛
る
器
で
あ
る
。
此

の
問
答
で
は
極
め
て
自
然
な
、
尋
常
な
呼
応
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
こ
の
外
に
此

の
僧

は
何
を
省
悟
し
た
と
云
う
の
で
あ
ろ

う

か
。

以
上
、
主
と
し
て
景
徳
伝
燈
録
に
依

っ
て
い
く

つ
か
の
禅
問
答
を
挙
げ
た
が
、
今

一
度
呼
応

の
関
係

に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
相
互
の
関
係
で
あ
れ
、
人
間
と

自
然
と
の
関
係

で
あ
れ
、

い
つ
れ
に
し
て
も
自
他

の
間
の
相
互
照
応
の
関
係

で
あ
り
、
相
互
表
現

の
関
係
で
あ

っ
て
そ
れ
が
自
他

の
間
の
最
も
直
接
的
な
関
係
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
最
も
直
接
的
と
は
そ

の
間

に
人
間

の
意
識
的
自
己
が
介
入
す
る
間
隙
が
な
い
こ
と
で
あ

っ
て
、
自
他

の
相
互
表
現
の
関
係

の
全
体
が
世
界
で
あ
り
、
自
己
は

こ
の
世
界
を
根
源
と
し
て
そ
こ
か
ら

一
瞬
毎
に
新
し
く
生
れ
る
の
で
あ
る
。
省
悟
と
い
う
こ
と
も
自
己
が
何
か
を
悟
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
己
が
真
に
世
界

の
中
に
あ

る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
で
あ
る
。
呼
応

の
関
係

の
中
に
自
己

の
最
も
真
実
に
し
て
純
粋
な
姿
を
発
見
す
ゐ
こ
と
で
あ
る
。
自
己
が
他
に
応
ず
る
こ
と
は
他
に
対
し
て
最
も

直
接
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
で
あ

っ
て
、
他
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
も

こ
の
判
断
を
離
れ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
他

は
何
処
ま
で
も
他

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
自
己
で
は

「
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禅
問
答

の
理
解

な

い
。
又
自
己
は
飽
く
ま
で
自
己

で
あ

っ
て
他
で
は
な
い
。
然
し
自
己

の
判
断
を
離
れ
て
は
他
が
存
在
す
る
こ
と
も
不
可
能

で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
他

に
於
い
て
自
己

が
直
接
に
行
為
的
に
自
己
を
表
現
す

る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
事
は
逆
に
他
か
ら
云

っ
て
も
同
様

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
他
が
他
自
身
を
我
々
の
自
己

に
於
い
て
表
現

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
呼
応

の
関
係
と
は
自
他
が
全
く
同
時
に
相
手
に
於

い
て
自
ら
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
禅

に
於
て
自
ら
省
悟
す
と
い
う
こ
と
は
他

に
於
い
て
自
己
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
単

に
個
人

の
内
面
に
止
ま
る
体
験

で
は
な
く
て
呼
応
関
係

の
全
体
と
し
て
の
世
界

の
中
な
る
出
来
事
で
あ
り
る
こ
と
を
知

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
世
界
自
身
が
我

々
の
自
己
を
通
じ
て
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
と
も
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
尚

一
つ
呼
応
の
関
係

に
つ
い
て
景
徳
伝
燈
録
中

の
趙
州
従
誌
の
項
よ
り
問
答
を
引
用
す
る
。

僧
問
う
。
如
何
な
る
か
是
れ
仏
。

師

(
趙
州
)
云
わ
く
、
殿
裏
底

僧

云
わ
く
、
殿
裏
底
は
堂

に
是
れ
、
泥
寵
、
塑
像
に
あ
ら
ず
や
。

師
云
わ
く
、
是
な
り
。

僧
云
わ
く
、
如
何
な
る
か
是
れ
仏
。

師
云
わ
く
、
殿
裏
底
。

殿
裏
底
と
は
仏
殿

の
中

に
あ
る
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
今
、
盤
珪

の
不
生
禅
を
仮
り
て
言
え
ば
、
泥
寵
、
塑
像

を
そ
の
ま
ま
そ
れ
と
う
け
と
る
も

の
が
不
生

の
仏
心
で

ノへ
ら
ま

あ

っ
て
、
そ
れ
は
何
物

に
も
昧
さ
れ
な

い
趙
州

の
判
断
で
あ
る
。
趙
州

に
は
此

の
外
に
質
問
者
が
期
待
し
て
い
る
如
き
観
念
的
な
仏
は
全
く
な

い
の
で
あ
る
。
即
ち
趙
州

は
殿
裏

の
泥
寵
、
塑
像
を
そ

の
ま
ま
そ
れ
と
判
断
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
泥
寵
、
塑
像

に
於

い
て
彼
自
身
を
表
現
し
て
い
る
が
、
逆

に
泥
寵
、
塑
像

は
趙
州
に
於
い
て
そ

れ
自
身
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
、
趙
州

は
早
く
質
問
者

の
期
待
し
て
い
る
所
を
看
破
し
て
何
処
ま
で
も
同
じ
答
え
で
押
し
通
し
て
い
る
所
に
質
問
者

に
対
す
る

彼

の
親
切
と

一
種

の
皮
肉
が
伺
が
わ
れ
る
。
禅

の
世
界
観

に
於
い
て
は
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に

「
月
、
水
に
印
す
」
と

い
う

こ
と
は
、
必
ず
逆
に

「
水
、
月
を
印
す
」

と
い
う

こ
と
を
予
想

し
、
両
者

の
相
互
表
現
に
於
い
て
成
立
す
る
。

こ
れ
が
単
に
人
間
相
互

の
間
に
の
み
成
立
す
る
と
限
ら
な

い
こ
と
は
、
趙
州
と
泥
寵
、
塑
像
と
の
関

み

み

係

よ
り
見
て
も
明
か
で
あ
り
、

「
験

の
井
を
戯
る
が
如
し
」
と

い
う
語

は
、
逆
に

「
井
の
駐
を
蔵
る
が
如

し
」
と
い
う
語
を
伴
う
の
で
な
け
れ
ば
、
現
実

の
世
界
を
そ
の

中

か
ら
見
る
よ
う
な
世
界
観

は
成
立
し
な

い
と
い

っ
て
よ
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
我

々
は
自
己

の
住
む
世
界

の
外
に
逸
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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仏
教

の
慈
悲
と
い
う
も
の
も

こ
の
よ
う
な
呼
応
の
関
係
と
深
く
関
聯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
他
に
於
い
て
直
接
に
自
己
を
見
る
と
い
う

こ
と
が
同
時

に
逆
の
方

向
か
ら
も
成
立
し
て
い
る
所
に
最
初
か
ら
仏

の
慈
悲
が
働

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
個
人

の
中
か
ら
働
き
出
す
も

の
は
愛
慾
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
人
間
の
生
理
的
な

機
能

の
衰
え
と
共
に

消
え
る
も
の
で
あ
る
。

然
し

絶
対
的
な
窮
地

に
置
か
れ
た
経
験
を
も

っ
た
も

の
は

他
人
の
窮
地
を
他
人
事
と
し
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
人
は
絶
望
を
意
識
し
て
い
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
皆

一
様

に
絶
望
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
無
限
の
人
類
愛

の

一
つ
の
表
現

で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、
仏
教
の
慈
悲
も
亦
自
己
が
真
に
自
覚
し
、
救
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
確
認
し
た
上

で
始
め
て
働
き
出
す
も
の
で
は
な
く
て
、
個
人
的
な
宗

教
体
験

の
有
無

に
拘
わ
ら
ず
、
自
他
の
相
互
表
現
の
成
立
し
て
い
る
所

に
無
始
以
来
働
き
続
け
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
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