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正
法
眼
蔵

有
時

提
唱

第
一
回

清
澄
庭
園
涼
亭
に
於
い
て井

上

希

道

坐
に
先
立
っ
て

み
な
さ
ん
、
法
の
た
め
に
よ
く
集
ま
ら
れ
ま
し
た
。
坐
禅
は
た
び
た
び
申
し
上
げ
て
お
る
よ
う
に
、
一
つ
事
に
成
り
切

っ
て
、
自
己
無
き
を
証
す
る
事
が
眼
目
で
す
。
本
当
に
成
り
切
っ
た
ら
、
一
つ
と
い
う
も
の
も
な
く
な
り
、
一
切
が
自
己

と
し
て
現
成
す
る
。
そ
の
消
息
を
体
得
す
る
の
で
す
。
こ
れ
だ
け
は
我
々
の
考
え
方
じ
ゃ
な
く
て
、
本
来
が
そ
う
で
す
。

だ
か
ら
、
考
え
以
前
の
純
然
た
る
本
来
の
道
を
体
得
す
る
た
め
の
坐
禅
で
す
の
で
、
知
的
計
ら
い
を
一
切
止
め
て
、
一
つ

こ
と
を
馬
鹿
に
な
っ
て
一
生
懸
命
や
っ
て
下
さ
い
。
そ
の
事
に
徹
す
れ
ば
、
そ
の
事
が
そ
の
事
の
真
相
を
知
ら
せ
て
く
れ

る
の
で
す
。
歩
く
な
ら
歩
く
ば
か
り
。
噛
む
時
は
一
噛
み
だ
け
。
勉
強
の
時
は
勉
強
だ
け
。
坐
禅
だ
け
。
呼
吸
の
み
。
そ

の
時
、
そ
れ
に
一
生
懸
命
に
な
っ
て
、
我
を
忘
れ
て
お
れ
ば
そ
れ
で
結
論
が
出
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
事

の
み
の
単
を
練
る
の
が
生
き
た
修
行
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
今
ば
か
り
に
な
る
。
一
呼
吸
だ
け
に
な
る
。
坐
禅
だ
け
に

な
る
の
で
す
。
雑
念
が
出
よ
う
と
、
煩
悩
が
出
よ
う
と
気
に
す
る
こ
と
は
無
い
の
で
す
。
要
は
徹
す
る
事
で
す
。
徹
す
る

事
が
大
事
な
の
で
す
。

坐
禅
は
禅
定
を
錬
る
事
が
原
則
で
す
。
禅
定
と
は
自
己
の
無
い
こ
と
で
す
。「
今
」「
只
」
で
す
。
法
の
侭
に
と
言
う
こ

と
で
す
。
心
が
乱
れ
拡
散
す
る
、
こ
の
心
の
癖
を
離
れ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
癖
を
取
る
に
は
、
心
を
一
点
に
置
く
こ
と
で

す
。
一
点
に
置
く
た
め
に
は
、
素
直
に
な
っ
て
単
純
な
事
に
没
頭
す
る
こ
と
。
意
識
の
計
ら
い
事
で
鎮
め
て
や
ろ
う
と
し

て
も
出
来
る
も
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
単
純
な
事
を
単
純
な
ま
ま
、
繰
り
返
し
て
お
れ
ば
い
い
の
で
す
。
注
意
深
く
、
丁

寧
に
、
一
つ
事
を
繰
り
返
し
て
お
れ
ば
、
自
ず
か
ら
、
整
っ
て
く
る
の
で
す
。
整
う
に
従
っ
て
動
く
の
も
の
が
な
く
な
る

か
ら
、
自
ず
か
ら
身
心
一
如
に
な
り
鎮
ま
る
の
で
す
。
本
来
そ
う
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
っ
た
そ
れ
だ
け

の
事
で
す
。
そ
れ
を
何
と
か
し
よ
う
と
、
意
を
運
ん
で
計
ら
い
事
を
す
る
と
、
知
性
は
あ
ら
ゆ
る
働
き
を
展
開
し
て
無
限

大
化
し
、
い
よ
い
よ
惑
乱
し
ま
す
。
こ
の
動
き
を
繰
り
返
し
ま
す
か
ら
訳
が
分
か
ら
な
く
な
る
の
で
す
。

そ
れ
で
馬
鹿
に
な
り
、
昆
虫
の
よ
う
に
単
々
と
「
只
」
や
り
な
さ
い
。
つ
ま
り
一
つ
に
な
る
事
を
禅
と
い
う
の
で
す
。

単
純
に
な
る
事
。
馬
鹿
に
な
る
事
。
こ
れ
を
徹
す
る
と
も
言
う
の
で
す
。
要
す
る
に
一
つ
事
に
、
自
己
無
く
素
直
に
、
何

で
も
す
る
こ
と
で
す
。

聞
い
て
、
覚
え
て
、
賢
く
な
る
事
と
違
う
の
で
す
。
聞
い
た
ま
ま
を
実
行
し
て
、
そ
の
人
に
な
る
こ
と
で
す
か
ら
。
呼

吸
で
も
食
事
で
も
勉
強
で
も
、
人
に
や
っ
て
も
ら
え
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
分
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
一
息
一
息
に
な

れ
ず
、
そ
の
も
の
に
徹
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
ひ
た
す
ら
「
只
」
す
る
こ
と
で
す
。
体
得
以
外
に
な
い
の
で
す
。

徹
す
る
た
め
に
一
生
懸
命
「
只
」
す
る
の
み
で
す
。
何
か
不
純
物
と
い
う
か
計
ら
い
事
と
い
う
か
、
そ
う
し
た
徹
し
切
れ

ず
に
残
っ
た
意
識
の
端
く
れ
が
、
あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
知
性
を
色
々
に
突
い
て
騒
が
せ
る
の
で
す
。
そ
ん
な

余
地
が
無
い
ほ
ど
、
残
り
も
の
が
無
い
ほ
ど
一
生
懸
命
吸
う
て
、
一
生
懸
命
吐
い
て
お
れ
ば
い
い
の
で
す
。
さ
す
れ
ば
自

ず
か
ら
「
今
」
に
な
り
自
己
が
取
れ
隔
て
が
取
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
は
素
直
に
信
じ
て
、
無
我
夢
中
に
な
っ
て
や
っ
て
く

だ
さ
い
。
没
頭
す
る
事
。
陶
酔
す
る
事
。
徹
す
る
事
。
成
り
切
る
事
。
三
昧
と
も
言
う
の
で
す
。
無
我
の
こ
と
で
す
。
天

上
天
下
唯
我
独
尊
と
言
う
の
と
同
じ
で
す
。
唯
一
に
し
て
宇
宙
大
で
あ
り
、
余
念
も
邪
念
も
煩
悩
も
無
い
か
ら
で
す
。
出

来
る
だ
け
早
く
そ
こ
へ
到
達
し
た
方
が
い
い
で
す
か
ら
ね
。
で
す
か
ら
、
我
を
忘
れ
て
、
無
我
夢
中
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
。

で
は
、
坐
禅
し
ま
し
ょ
う
。「
只
」
坐
禅
、
「
只
」
呼
吸
で
す
よ
。
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正
法
眼
蔵

有
時

提
唱

有
時
、
仏

性
、
現

成
公
案
の
三
巻
は
、
正

法
眼
蔵
中
最
も
難
解
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
空
に
二
つ
無
く
、
今

う

じ

ぶ
っ
し
ょ
う

げ
ん
じ
ょ
う
こ
う
あ
ん

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

に
二
つ
無
い
。
つ
ま
り
真
実
は
そ
の
も
の
以
外
に
は
無
い
し
、
道
に
は
難
易
は
無
い
の
で
す
。
言
葉
の
外
の
世
界
で
あ
り

理
屈
を
離
れ
た
如
実
の
事
柄
で
す
か
ら
面
白
い
の
で
す
。
特
に
こ
の
巻
の
希
望
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
有
時
か
ら
始
め
ま

す
。ご

承
知
の
よ
う
に
道
元
禅
師
は
、
余
り
に
も
頭
脳
明
晰
で
、
有
り
余
っ
た
知
識
と
、
そ
し
て
哲
学
的
思
考
系
が
非
常
に

発
達
し
た
方
で
す
か
ら
、
つ
い
ぞ
慈
悲
か
ら
説
明
が
豊
か
に
、
且
つ
丁
寧
を
究
め
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い

る
語
句
は
非
常
に
精
緻
で
あ
り
多
彩
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
魅
力
的
な
の
で
言
葉
に
取
り
付
き
易
い
の
で
す
。
多
彩
な
語

句
を
理
解
す
る
た
め
に
勉
強
を
し
て
し
ま
い
、
一
生
を
掛
け
眼
蔵
学
者
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

げ
ん
ぞ
う

碧
巖
録
が
雪

竇
禅
師
と
圜
悟
禅
師
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
非
情
に
良
く
出
来
て
い
た

へ
き
が
ん
ろ
く

せ
っ
ち
ょ
う

え

ん

ご

た
め
、
圜
悟
禅
師
の
弟
子
で
あ
る
大
慧
禅
師
が
、
そ
の
板
を
焼
き
捨
て
ま
し
た
。
こ
れ
に
お
ぼ
れ
る
者
が
多
数
出
て
、
本

だ

い

え

当
の
修
行
の
妨
げ
に
な
る
、
と
言
う
理
由
か
ら
で
す
。
こ
れ
も
大
き
な
慈
悲
で
す
。
こ
の
正
法
眼
蔵
九
十
五
巻
も
、
そ
の

感
無
き
に
し
も
非
ず
で
す
。
こ
れ
を
焼
く
熱
烈
な
師
が
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
大
法
に
と
っ
て
良
か
っ
た
か
悪
か
っ
た
か
。

日
本
人
の
気
質
と
し
て
、
立
派
な
宗
祖
の
片
鱗
は
全
て
伝
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
日
本
人
の
優
れ
た
民
族
性
で
す
。
け

れ
ど
も
如
何
せ
ん
、
そ
の
精
緻
を
極
め
た
語
句
に
取
り
付
か
れ
て
、
一
生
涯
本
道
に
一
歩
も
入
れ
な
か
っ
た
人
に
は
実
に

気
の
毒
な
こ
と
で
す
。

今
か
ら
こ
の
有
時
の
巻
き
を
紐
解
き
ま
す
。
出
来
る
だ
け
詳
し
く
、
且
つ
言
葉
に
囚
わ
れ
な
い
よ
う
端
的
に
説
い
て
み

ま
し
ょ
う
。

本
文「

古
仏

言

、
有
時
高
高
峰
頂

立
、
有
時
深
深
海
底
行
、
有
時
三
頭
八
待
、
有
時
丈

六
八

尺
、
有
時
窟
杖
払
子
、

の
た
ま
は
く

う

じ

こ
う
こ
う
ほ
う
ち
ょ
う
り
ゅ
う

し
ん
し
ん
か
い
て
い
こ
う

さ

ん

ず

は

っ

ぴ

じ
ょ
う
ろ
く
は
っ
し
ゃ
く

し
ゅ
じ
ょ
う
ほ

っ

す

有
時
露
柱
燈
籠
、
有
時
張

三
李
四
、
有
時
大
地
虚
空
。

ろ
ち
ゅ
う
と
う
ろ
う

ち
ょ
う
さ
ん

り

し

だ

い

ち

こ

く

う

い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
。
丈

六
金
身
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
時
の

う

じ

じ

う

う

じ

じ
ょ
う
ろ
く
こ
ん
じ
ん

と
き

荘

厳
光

明
あ
り
。
い
ま
の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
。
三
頭
八
待
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
い
ま
の
十
二
時
に
一
如

し
ょ
う
ご
ん
こ
う
み
ょ
う

さ

ん

ず

は

っ

ぴ

い
ち
に
ょ

な
る
べ
し
。
十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度

量
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
。
去
来
の
方

跡
あ
き
ら

ち
よ
う
を
ん
た
ん
そ
く

た
く
り
よ
う

こ

ら

い

ほ
う
し
ゃ
く

か
な
る
に
よ
り
て
、
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
。
疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
、
し
れ
る
に
あ
ら
ず
。
衆
生
も
と
よ
り
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事

ぎ
ぢ
や
く

ま
い
も
つ

ま

い

じ

を
疑
著
す
る
こ
と
一

定
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
著
す
る
前
程
、
か
な
ら
ず
し
も
い
ま
の
疑
著
に
符
合
す
る
こ
と
な
し
。
た

い
ち
ぢ
ょ
う

べ
っ
て
い

だ
疑
著
し
ば
ら
く
時
な
る
の
み
な
り
。
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
、
こ
の
尽
界
の
頭

頭

物

物
を
時
時
な
り
と

ち
ょ
う
ち
ょ
う
も
つ
も
つ

覰
見

す
べ
し
。
物
物
の
相
礙
せ
ざ
る
は
、
時
時
の
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
同
時
発
心
あ
り
、
同
心
発
時

し
ょ
け
ん

そ

う

げ

ど

う

じ
ほ
っ
し
ん

ど
う
し
ん
ほ

つ

じ

な
り
。
お
よ
び
修
行
成

道
も
か
く
の
ご
と
し
。

じ
ょ
う
ど
う

わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
。
自
己
の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。
恁
麼
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
、

い

ん

も

尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
、
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
の
往
来
は
、
修
行
の

ば
ん
ぞ
う
ひ
ゃ
く
そ
う

発
足
な
り
。
到
恁
麼
の
田
地
の
と
き
、
す
な
は
ち
一
草
一
象
な
り
、
会
象
不
会
象
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
。
正

当
恁
麼
時

ほ
っ
そ
く

と

う
い

ん
も

で

ん

ち

え

ぞ

う

ふ

え

ぞ

う

し
ょ
う
と
う
い

ん

も

じ

の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
な
り
、
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
、
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
な
り
。
し
ば
ら

と
き

く
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観
想
す
べ
し
。

し
か
あ
る
を
、
仏
法
を
な
ら
は
ざ
る
凡
夫
の
時
節
に
あ
ら
ゆ
る
見
解
は
、
有
時
の
こ
と
ば
を
き
く
に
お
も
は
く
、
あ
る

ぼ

ん

ぷ

け

ん

げ

と
き
は
三
頭
八
臂
と
な
れ
り
き
、
あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
れ
り
き
、
た
と
へ
ば
、
河
を
す
ぎ
、
山
を
す
ぎ
し
が
ご
と

か
わ

や
ま

く
な
り
と
。
い
ま
は
そ
の
山
河
、
た
と
ひ
あ
る
ら
め
ど
も
、
わ
れ
す
ぎ
き
た
り
て
、
い
ま
は
玉

殿
朱
楼
に
処
せ
り
。
山
河

せ

ん

が

ぎ
ょ
く
で
ん
し
ゅ
ろ
う
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と
わ
れ
と
、
天
と
地
と
な
り
と
お
も
ふ
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
。
い
は
ゆ
る
、
山
を
の
ぼ
り

河
を
わ
た
り
し
時
に
わ
れ
あ
り
き
、
わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
。
わ
れ
す
で
に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら
ず
。
時
も
し
去
来
の
相

こ

ら

い

に
あ
ら
ず
ば
、
上
山
の
時
は
有
時
の
而
今
な
り
。」

じ

こ

ん

本
文
の
冒
頭
、
こ
こ
に
道
元
禅
師
の
言
い
た
い
テ
ー
マ
が
投
げ
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
古
仏

言

、
有
時
高
高
峰
頂

立
、
有
時
深
深
海
底
行
、
有
時
三
頭
八
待
、
有
時
丈

六
八

尺
、
有
時
窟
杖
払
子
、

の
た
ま
は
く

う

じ

こ
う
こ
う
ほ
う
ち
ょ
う
り
ゅ
う

し
ん
し
ん
か
い
て
い
こ
う

さ

ん

ず

は

っ

ぴ

じ
ょ
う
ろ
く
は
っ
し
ゃ
く

し
ゅ
じ
ょ
う
ほ

っ

す

有
時
露
柱
燈
籠
、
有
時
張

三
李
四
、
有
時
大
地
虚
空
。」

ろ
ち
ゅ
う
と
う
ろ
う

ち
ょ
う
さ
ん

り

し

だ

い

ち

こ

く

う

つ
ま
り
道
元
禅
師
は
、
古
仏
の
是
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
古
仏
祖
師
は
、
六
祖
下
三
世
の
藥
山
威
厳
禅
師

ろ

く

そ

や
く
さ
ん
い

げ

ん

で
す
。
こ
の
弟
子
に
雲
巖
曇
晟
、
そ
の
弟
子
が
曹
洞
宗
の
祖
・
洞
山
良
价
禅
師
で
す
。

う
ん
が
ん
ど
ん
じ
ょ
う

と
ん
ざ
ん
り
ょ
う
か
い

六
祖
下
二
神
足
の
一
方
、
南
嶽
懐
譲
禅
師
か
ら
馬
大
師
、
そ
し
て
百

丈
禅
師
、
そ
の
子
が
黄
檗
希
運
禅
師
で
、
そ
の

な
ん
が
く
え
じ
ょ
う

ば

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う

お
う
ば
く
き

う

ん

子
が
臨
済
大
師
で
す
。
天
皇
道
悟
禅
師
を
兄
弟
子
に
持
つ
藥
山
禅
師
は
こ
の
頃
の
方
で
、
当
時
は
南
泉
、
盤
山
、
石

鞏
、

り
ん
ざ
い

て
ん
の
う
ど

う

ご

な
ん
せ
ん

ば
ん
ざ
ん

し
ゃ
っ
き
ょ
う

大
梅
、
鹽
官
、
匠
山
、
趙

州
、
長

沙
、
そ
し
て
仰

山
、
香

嚴
、
厳
陽
、
天

龍
、
等
々
の
英
傑
が

俄
に
現
れ
た
時
で

だ
い
ば
い

え
ん
か
ん

い

さ

ん

じ
ょ
う
し
ゅ
う

ち
ょ
う
し
ゃ

ぎ
よ
う
さ
ん

き
ょ
う
げ
ん

げ
ん
よ
う

て
ん
り
ゅ
う

に
わ
か

す
。
天
皇
に
引
き
続
き
竜

潭
、
そ
し
て
徳
山
が
現
れ
る
時
だ
っ
た
の
で
す
。

り
ゅ
う
た
ん

と
く
さ
ん

仏
教
到
来
ま
で
支
那
大
陸
に
は
、
儒
教
道
教
等
、
四
書
五
経
が
百
花
繚
乱
期
で
し
た
。
が
、
そ
ろ
そ
ろ
論
理
的
限
界
を

迎
え
飽
き
が
出
て
来
た
時
、
仏
教
が
鳩
摩
羅
什
や
玄

奘
三
蔵
等
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
思
想
的

く

ま

ら

じ

ゅ

う

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

文
化
的
に
大
刺
激
と
な
っ
た
の
で
す
。
翻
訳
さ
れ
て
書
物
と
し
て
の
仏
教
は
、
当
然
行
き
渡
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
論

理
を
超
え
た
禅
が
達
磨
大
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
為
、
所
謂
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
は
絶
大
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
知

だ

る

ま

性
の
範
囲
を
超
え
る
事
は
で
き
ず
、
ど
こ
ま
で
も
理
論
で
あ
り
理
屈
で
す
。
説
明
の
世
界
に
留
ま
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

釈
尊
が
摩
訶
迦
葉
に
以
心
伝
心
し
た
消
息
は
、
禅
定
を
錬
る
事
に
よ
っ
て
体
得
す
る
事
が
出
来
る
。
と
言
う
フ
レ
ー
ズ
は

ま

か

か
し
ょ
う

強
烈
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

無
自
性
と
は
何
か
。
空
と
は
何
ぞ
や
。
祖
師
西
来
意
と
は
何
ぞ
。
是
れ
を
坐
禅
に
よ
っ
て
体
得
す
る
と
い
う
身
心
一
如

く
う

そ

し

さ
い

ら
い

い

し
ん
じ
ん
い
ち
に
ょ

の
行
は
、
全
く
新
し
い
意
識
へ
と
誘
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
は
全
く
支
那
に
於
い
て
形
成
さ
れ
た
、
今
ま
で
の
仏
教
書

籍
等
の
形
体
で
は
な
い
、
こ
れ
こ
そ
禅
固
有
の
形
で
、
文
化
と
し
て
秀
才
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
す
。

達
磨
大
師
（
不
詳
〜
５
３
０
説
）
よ
り
凡
そ
百
七
八
十
年
近
く
経
て
六
祖
（
６
３
８
〜
７
１
３
）
の
時
代
を
迎
え
、
そ

れ
か
ら
三
四
世
代
経
つ
と
更
に
百
年
す
す
み
、
一
般
に
布
衍
し
て
い
く
時
節
を
迎
え
た
の
で
す
。
禅
門
を
叩
く
人
が
増
え

て
く
る
。
初
め
は
一
粒
種
だ
っ
た
も
の
が
、
学
道
の
士
が
十
倍
百
倍
千
倍
に
な
っ
て
く
る
と
、
や
は
り
芽
吹
き
も
十
倍
百

倍
千
倍
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
丁
度
そ
れ
が
始
ま
っ
た
時
で
す
。
祖
録
を
賑
や
か
し
貴
重
な
南
針
を
垂
れ
て
い
る
祖
師

方
の
何
と
多
い
こ
と
。
こ
の
時
の
祖
師
方
で
す
。

こ
の
藥
山
禅
師
（
７
４
５
〜
８
２
８
）
の
語
句
を
日
本
人
の
道
元
禅
師
（
１
２
０
０
〜
１
２
５
３
）
が
、
凡
そ
四
百
五

十
年
隔
て
て
読
ん
だ
の
で
す
。
普
通
な
ら
、
有
時
高
高
峰
頂

立
、
有
時
深
深
海
底
行

云
々
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
触
れ

ほ
う
ち
ょ
う
り
ゅ
う

か
い
て
い
こ
う

て
も
、
成
る
程
そ
う
か
、
祖
師
方
は
上
手
い
事
を
言
う
な
あ
、
で
済
ま
せ
る
ん
で
す
。
が
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
が
道
元

禅
師
で
す
。
有
り
余
っ
た
知
識
と
豊
富
な
表
現
力
が
慈
悲
と
な
り
法
と
な
っ
て

迸

る
の
で
す
。
私
が
も
う
一
つ
こ
れ
を

ほ
と
ば
し

深
め
て
、
詳
し
く
解
り
や
す
く
説
い
て
聞
か
し
て
や
ろ
う
、
と
な
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
一
句
が
な
か
っ
た
ら
、
有

時
の
巻
き
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
時
を
語
っ
た
と
し
て
も
随
分
と
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
筈
で
す
。
そ
れ
程
、

道
元
禅
師
に
と
っ
て
こ
の
言
葉
が
刺
激
的
で
あ
り
惚
れ
込
ん
だ
と
言
う
事
で
す
。

日
本
曹
洞
宗
開
祖
の
道
元
禅
師
、
渾
身
の
熱
誠
を
振
る
っ
て
藥
山
禅
師
を
さ
ら
に
深
く
大
き
く
輝
か
し
、
躍
動
せ
し
め

て
大
法
を
伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
慈
悲
は
、
や
は
り
道
元
禅
師
な
ら
で
は
で
す
。

さ
て
本
文
に
入
り
ま
す
。
こ
の
「
有
時
」
と
い
う
語
句
が
し
ば
し
ば
出
て
き
ま
す
。「
有
時
」
の
読
み
下
し
を
見
る
と
、

「
あ
る
時
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
英
語
で
言
え
ばatone

tim
e

だ
そ
う
で
す
。「
あ
る
時
」
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。「
有
時
」

は
「
時
そ
の
も
の
」
。
つ
ま
り
端
的
で
す
。「
今
そ
の
も
の
」
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
上
説
明
で
き
な
い
そ
れ
自
体
の
事
で
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す
。
だ
か
ら
「
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
」
と
あ
る
の
で
す
。

じ

う

つ
ま
り
、
如
何
な
る
物
も
今
で
な
い
も
の
が
あ
る
か
、
時
で
な
い
物
が
有
る
な
ら
出
し
て
見
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。

何
も
無
い
で
し
ょ
う
。
水
の
今
が
あ
る
、
空
の
今
が
あ
る
、
木
の
今
が
あ
る
。
鳥
の
今
が
あ
る
。
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
今
。

死
に
つ
つ
あ
る
今
。
壊
れ
つ
つ
あ
る
今
。
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
今
。
即
ち
今
と
は
全
宇
宙
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
今
度

は
「
有
は
み
な
時
な
り
」
と
。
こ
れ
が
結
論
で
す
。
何
時
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
今
し
か
無
い
し
、
今
で
な
い
物
は
無

う

じ

い
。
今
は
有
り
な
が
ら
有
り
つ
ぶ
れ
。
山
河
大
地
で
す
。
山
川
草
木
で
す
。
有
っ
て
無
い
、
無
く
て
有
る
。
又
作
用
・
働

き
で
あ
り
因
果
そ
の
も
の
で
す
。
存
在
が
有
時
で
あ
り
法
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
だ
け
前
思
想
が
あ
れ
ば
良
く
分
か
る

筈
で
す
。

さ
て
、
本
文
に
入
り
ま
す
。

「
古
仏

言

、
有
時
高
高
峰
頂

立
、
有
時
深
深
海
底
行
、」

の
た
ま
は
く

う

じ

こ
う
こ
う
ほ
う
ち
ょ
う
り
ゅ
う

し
ん
し
ん
か
い
て
い
こ
う

山
の
頂
上
に
立
つ
。
何
時
も
山
頂
で
す
。
即
今
こ
の
時
、
高
高
峰
頂

立
で
す
。
今
、
此
処
が
一
番
の
頂
上
で
す
。
今

こ
う
こ
う
ほ
う
ち
ょ
う
り
ゅ
う

は
比
較
で
き
な
い
絶
対
世
界
で
す
。
此
処
も
ま
た
宇
宙
で
唯
一
で
す
。
此
処
は
最
も
高
い
頂
で
す
。
そ
の
力
が
我
々
に
あ

る
の
で
す
。
一
呼
吸
自
体
が
そ
れ
で
す
。
坐
禅
が
そ
れ
で
す
。
無
二
無
三
に
し
て
唯
一
の
絶
対
世
界
で
す
。
そ
の
も
の
ば

か
り
、
そ
の
物
自
体
は
常
に
絶
対
で
す
。
次
も
同
じ
で
す
。
今
、
深
い
海
底
を
行
く
。
今
此
処
が
最
も
深
い
処
で
す
。
比

べ
る
物
が
無
い
の
だ
か
ら
一
番
深
い
海
底
で
す
。
こ
れ
が
仏
法
で
す
。
こ
れ
が
仏
性
で
す
。
こ
れ
が
有
時
で
す
。
ど
う
あ

ろ
う
と
も
因
縁
所

生
の
法
で
あ
り
今
の
様
子
で
す
。
こ
れ
を
体
得
す
る
の
が
禅
修
行
で
す
。
今
、
そ
の
物
自
体
に
な
っ
て

い
ん
ね
ん
し
ょ
し
ょ
う

隔
て
を
取
れ
よ
と
言
う
事
で
す
。

「
有
時
三
頭
八
待
、
有
時
丈

六
八

尺
、」

さ

ん

ず

は

っ

ぴ

じ
ょ
う
ろ
く
は
っ
し
ゃ
く

こ
れ
も
同
じ
で
す
。
三
頭
八
待
は
三
つ
の
頭
と
八
本
の
腕
を
有
す
る
と
は
怪
物
の
こ
と
、
丈
六
八
尺
は
仏
の
別
称
で
す
。

さ

ん

ず

は

っ

ぴ

ど
ち
ら
も
置
物
で
あ
り
仏
像
で
す
。
怪
物
で
あ
ろ
う
と
仏
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
も
の
そ
れ
よ
。
見
る
底
、
聞
く
底
。
い
ち

ゝ
ゝ
完
成
し
て
い
る
今
今
の
様
子
で
あ
る
ぞ
と
。
次
も
全
く
同
じ
で
す
。

「
有
時
窟
杖
払
子
、
有
時
露
柱
燈
籠
、」

し
ゅ
じ
ょ
う
ほ

っ

す

ろ
ち
ゅ
う
と
う
ろ
う

窟
杖
も
払
子
も
そ
の
物
自
体
今
の
様
子
で
あ
り
、
道
路
端
の
立
木
や
燈
籠
も
そ
の
時
の
今
だ
。
全
て
自
分
の
様
子
で
あ

し
ゅ
じ
ょ
う

ほ

っ

す

り
分
身
で
は
な
い
か
。
「
隔
た
り
」
が
あ
れ
ば
こ
の
真
相
が
分
か
ら
ぬ
。
分
か
る
た
め
の
努
力
が
要
る
の
は
当
然
で
す
。

真
意
は
次
も
同
じ
で
す
。

「
有
時
張

三
李
四
、
有
時
大
地
虚
空
。」

ち
ょ
う
さ
ん

り

し

だ

い

ち

こ

く

う

張
三
李
四
は
日
本
で
い
え
ば
太
郎
さ
ん
、
花
子
さ
ん
。
あ
り
ふ
れ
た
人
の
名
前
で
、
誰
も
彼
も
み
ん
な
、
一
杯
一
杯
の

今
で
あ
り
世
界
で
す
。
ど
ん
な
に
広
い
天
地
自
然
、
大
地
虚
空
で
あ
っ
て
も
今
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の

皆
、
そ
の
時
の
今
の
様
子
で
す
。

「
い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
。」

う

じ

じ

う

う

じ

「
有
る
」
全
て
の
物
の
存
在
は
即
ち
「
処
、
空
間
」
を
占
め
て
い
る
。
だ
か
ら
「
時
」
で
も
あ
る
。

大
事
な
こ
と
は
、
物
も
時
の
縁
に
依
っ
て
生
じ
た
姿
で
、
そ
れ
以
外
の
何
者
も
無
い
の
で
す
。
縁
の
物
だ
か
ら
、
縁
次
第

で
す
。
縁
が
尽
き
れ
ば
消
滅
す
る
代
物
で
す
。
存
在
と
は
時
間
と
空
間
を
有
す
る
が
、
し
か
し
時
と
か
時
間
と
い
う
も
の

は
無
い
の
で
す
。
全
く
観
念
上
の
も
の
で
す
。
全
て
は
流
転
に
拠
る
「
今
」
で
す
。
無
常
故
の
活
動
体
と
言
う
事
で
す
。

だ
か
ら
そ
れ
ら
を
概
念
化
し
情
報
化
し
て
、
物
と
時
を
別
々
に
見
る
こ
と
は
間
違
い
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
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こ
れ
だ
け
を
見
て
も
哲
学
を
超
え
観
念
世
界
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
で
し
ょ
う
。
時
間
を
横
か
ら
眺
め
れ

ば
過
去
・
現
在
・
未
来
と
言
う
事
は
出
来
る
し
、
時
計
で
過
ぎ
た
時
を
数
値
に
す
る
事
が
出
来
る
し
、
又
未
来
の
時
間
予

測
が
出
来
る
。
し
か
し
実
体
は
「
今
」
が
過
ぎ
た
も
の
を
過
去
と
言
い
、
未
だ
来
て
無
い
「
今
」
を
未
来
と
言
う
て
い
る

だ
け
で
す
。
過
去
は
既
に
無
く
、
未
来
は
未
だ
現
れ
て
い
な
い
。
無
い
の
だ
か
ら
計
測
の
し
よ
う
が
無
い
で
し
ょ
う
。「
今
」

し
か
無
い
の
で
す
。
だ
か
ら
今
も
時
も
時
間
も
、
そ
れ
自
体
を
掴
み
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
、
無
く
て
有
る
、
有
っ
て
無

い
世
界
で
す
。
従
っ
て
そ
の
真
相
を
確
か
め
る
方
法
は
、
そ
の
物
自
体
に
な
っ
て
初
め
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
す
。
要
す
る

に
自
己
を
忘
ず
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
見
性
で
す
。

つ
い
で
で
す
か
ら
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
無
常
だ
か
ら
物
も
働
き
も
作
用
も
有
る
の
で
す
。「
今
」
の
活
動
自
体
の

事
で
す
。
こ
の
「
今
」
の
様
子
と
活
動
自
体
を
「
有
時
」
と
言
う
の
で
す
。
精
神
的
な
働
き
を
見
る
と
よ
く
分
か
る
で
し

ょ
う
。
考
え
た
り
す
る
知
的
作
用
も
、
感
動
し
た
り
祈
っ
た
り
、
尊
敬
し
た
り
意
志
決
定
す
る
。
こ
れ
は
も
う
そ
の
時
限

り
の
様
子
で
し
か
な
い
も
の
で
す
。
し
か
も
そ
れ
自
体
は
瞬
間
の
事
柄
で
す
か
ら
、
分
か
る
分
か
ら
な
い
を
超
え
て
い
る

の
で
、
知
り
よ
う
が
無
い
の
で
す
。
そ
の
後
で
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
け
れ
ど
も
明
ら
か
に
有
っ
た
事

を
知
る
。
こ
れ
が
人
間
の
限
界
な
の
で
す
。
過
ぎ
た
跡
形
を
捉
え
て
問
題
視
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
幻
を
幻
だ
と
知

ら
な
い
か
ら
実
在
と
信
じ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
囚
わ
れ
で
あ
り
迷
い
で
す
。
有
時
と
は
今
今
の
様
子
で
あ
り
全
て
の
本
性

で
す
。
空
と
い
う
の
と
同
じ
で
す
。

こ
の
言
葉
に
道
元
禅
師
が
ぞ
っ
こ
ん
惚
れ
込
ん
で
、
そ
こ
で
一
ひ
ね
り
や
っ
た
の
が
こ
の
「
有
時
」
で
す
。
俺
の
有
時

を
聞
か
せ
よ
う
ぞ
、
と
哲
学
的
な
論
法
を
用
い
て
、
無
い
「
今
」
を
説
き
、
有
る
「
今
」
の
様
子
を
説
い
て
い
く
の
で
す
。

気
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
言
葉
に
着
い
て
廻
ら
な
い
こ
と
で
す
。
特
別
な
事
で
は
な
い
と
言
う
事
を
知
ら
し

め
る
為
の
言
葉
が
、
言
い
回
し
方
と
語
彙
の
多
さ
で
訳
が
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
全
て
「
今
」
が
存
在
で

あ
り
、
而
も
仮
の
物
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
が
真
相
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
更
に
深
遠
な
法
理
が
有
る
筈
だ
な
ど
と

思
わ
ぬ
こ
と
で
す
。

「
丈

六
金
身
こ
れ
時
な
り
、」

じ
ょ
う
ろ
く
こ
ん
じ
ん

と
き

仏
も
時
。
我
々
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
時
に
引
っ
掛
か
ら
ぬ
事
で
す
。

「
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
時
の
荘

厳
光

明
あ
り
。」

し
ょ
う
ご
ん
こ
う
み
ょ
う

時
は
い
つ
も
時
だ
か
ら
、
縁
に
依
っ
て
無
限
の
姿
を
現
ず
る
。
こ
の
こ
と
を
「
時
の
荘
厳
光
明
」
と
表
し
た
ま
で
で
す
。

従
っ
て
決
ま
っ
た
姿
や
様
子
は
無
い
。
我
々
自
身
、
口
も
有
れ
ば
眼
も
あ
る
。
手
も
足
も
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
に
従

っ
て
色
々
に
現
れ
、
今
を
無
限
に
謳
歌
し
て
い
る
。
こ
れ
が
荘
厳
光
明
で
す
。
宇
宙
そ
の
も
の
が
有
時
の
荘
厳
で
す
。
荘

厳
と
は
絶
大
な
る
輝
き
で
あ
り
飾
り
と
言
う
意
で
、
全
て
言
葉
の
綾
で
す
。

「
い
ま
の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
。」

「
い
ま
」
が
字
眼
で
す
。「
い
ま
」
し
か
無
い
の
に
、
十
二
時
が
有
る
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
だ
と
参
究
す

る
の
で
す
。
十
二
時
は
二
十
四
時
間
。
一
日
中
の
様
子
で
す
。
身
近
に
い
え
ば
朝
起
き
る
。
大
小
便
を
す
る
。
食
事
を
す

る
。
歩
く
。
働
く
。
喋
る
。
感
ず
る
。
等
々
。
一
切
合
切
、
ど
れ
も
み
な
有
時
の
様
子
で
す
。
こ
の
「
今
」
「
今
」
一
々

の
様
子
を
習
学
せ
よ
と
。

仏
道
を
習
う
と
い
う
は
、
自
己
を
習
う
な
り
、
と
あ
る
で
し
ょ
う
。
即
今
底
を
見
失
う
な
と
言
う
事
で
す
。
今
を
離
れ

た
ら
道
で
は
な
い
し
法
と
隔
た
る
。
一
日
と
い
う
時
間
が
有
る
の
じ
ゃ
な
い
。
今
し
か
無
い
事
を
自
覚
せ
よ
、
と
言
う
の

が
「
い
ま
の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
」
で
す
。
希
道
曰
く
、
有
時
是
れ
無
時
也
。
無
時
全
く
巴
鼻
無
し
。
説
き
過
ぎ
説
き

は

び

過
ぎ
。
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「
三
頭
八
待
こ
れ
時
な
り
、」

さ

ん

ず

は

っ

ぴ

そ
ん
な
怪
物
の
像
も
時
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
時
は
怪
物
に
も
仏
に
も
関
わ
ら
な
い
の
で
す
。
何
と
な
れ
ば
、
時
は
姿

も
形
も
な
く
、
掴
み
よ
う
も
な
く
留
め
る
事
が
出
来
な
い
か
ら
で
す
。
時
は
何
で
も
生
み
出
す
が
、
時
は
生
ま
れ
る
事
も

な
く
滅
す
る
事
も
無
い
も
の
で
す
。
こ
れ
が
有
時
の
真
相
で
す
。

「
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
い
ま
の
十
二
時
に
一
如
な
る
べ
し
。」

い
ち
に
ょ

ど
ん
な
こ
と
も
畢
竟
、
時
の
様
子
で
あ
り
、
今
の
出
来
事
で
す
。
出
来
事
と
は
過
ぎ
去
り
転
変
し
て
留
ま
ら
な
い
も
の

で
す
。
一
日
と
い
う
時
も
矢
張
り
今
無
く
し
て
は
有
り
得
な
い
。
が
ま
さ
し
く
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
何
も
無
い
の
が
一
日
で

す
。
一
生
も
で
す
。
一
生
と
雖
も
忽
ち
過
ぎ
て
夢
幻
で
す
。
で
す
が
、
「
今
」
に
は
変
わ
り
は
無
く
、
一
日
に
変
わ
り
は

無
く
、
ど
こ
ま
で
も
時
は
過
ぎ
去
り
な
が
ら
、
何
処
へ
も
行
か
な
い
も
の
だ
、
と
言
う
事
で
す
。

「
十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度

量
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
。」

ち
よ
う
を
ん
た
ん
そ
く

た
く
り
よ
う

一
日
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
。
長
い
の
か
短
い
の
か
、
多
い
の
か
、
少
な
い
の
か
。
今
今
だ
か
ら
測
り
よ
う
が
無
い
。

計
り
知
る
こ
と
は
無
い
け
れ
ど
も
、
人
は
皆
こ
れ
を
十
二
時
と
言
い
一
日
と
言
っ
て
い
る
。
我
々
自
身
が
時
そ
の
も
の
だ

か
ら
、
時
を
知
る
と
か
知
ら
な
い
と
か
に
関
わ
ら
な
い
。
長
短
に
も
関
わ
ら
な
い
。
我
々
そ
う
で
し
ょ
。
自
分
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
時
に
は
も
う
生
ま
れ
て
い
た
。
生
ま
れ
る
時
も
、
生
ま
れ
る
前
の
時
も
知
ら
な
い
。
知
っ
た
時
に
は
も
う
目

覚
め
て
お
る
。
面
白
い
で
し
ょ
。
じ
ゃ
、
夜
は
ど
れ
ほ
ど
の
長
短
が
あ
っ
た
ん
か
。
眠
っ
て
お
る
そ
の
も
の
が
時
だ
か
ら

長
短
は
無
い
し
、
そ
の
事
す
ら
分
か
ら
な
い
。
時
計
が
あ
る
か
ら
時
の
計
測
は
確
実
に
出
来
る
じ
ゃ
な
い
か
と
言
い
た
い

筈
で
す
。
そ
れ
は
時
計
の
機
械
的
な
時
で
あ
っ
て
、
時
そ
の
物
で
は
な
い
の
で
す
。
時
計
が
有
っ
て
も
無
く
て
も
、
時
計

を
早
く
廻
そ
う
と
逆
に
戻
そ
う
と
、
今
は
今
で
す
。
一
日
は
一
日
で
す
。
時
と
は
、
一
日
と
は
そ
う
言
う
も
の
だ
と
。

「
去
来
の
方

跡
あ
き
ら
か
な
る
に
よ
り
て
、
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
。」

こ

ら

い

ほ
う
し
ゃ
く

ぎ
ぢ
や
く

去
来
と
は
過
去
で
す
。
過
ぎ
去
っ
た
跡
形
が
結
果
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
、
確
か
に
有
っ
た
事
が
分
か
る
。
朝
起
き

て
、
ご
飯
食
べ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
そ
こ
ま
で
行
っ
て
用
事
を
済
ま
せ
、
あ
の
人
と
逢
っ
て
良
く
頼
ん
で
き
た
か
ら
安
心
、

な
ど
と
振
り
返
っ
て
自
分
の
し
て
来
た
こ
と
を
知
る
事
が
出
来
る
。
だ
か
ら
今
が
分
か
ら
な
く
て
も
人
は
十
二
時
と
言
う

時
が
有
る
と
思
っ
て
い
て
、
過
ぎ
去
っ
て
行
き
、
何
も
無
い
の
に
、
時
が
何
な
の
か
疑
っ
て
も
い
な
い
。
こ
れ
は
昔
も
今

も
同
じ
で
す
ね
。

「
疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
、
し
れ
る
に
あ
ら
ず
。
」

疑
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
当
に
今
が
十
二
時
で
あ
る
と
い
う
事
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
勿
論
法
の
上
か
ら
言
え
ば
、
日
常
有
時
そ
の
も
の
に
な
っ
て
お
る
時
に
は
、
そ
れ
自
体
だ
か
ら
知
る
知
ら
な
い
を
超

え
て
い
る
。
だ
か
ら
向
上
底
か
ら
言
え
ば
「
し
れ
る
に
あ
ら
ず
」
が
本
当
で
す
。
今
は
そ
れ
以
前
の
様
子
を
言
っ
て
い
る

の
で
す
。
本
当
に
知
る
か
ら
こ
そ
今
が
確
固
と
し
た
自
覚
に
基
づ
い
た
「
今
」
と
な
り
、
本
当
の
「
今
」
に
目
覚
め
る
か

ら
決
定
的
な
安
心
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
「
今
」
ば
か
り
で
前
後
も
何
も
無
く
て
も
、
自
在
に
作
用
し
活
動
し

て
い
る
そ
れ
自
体
を
体
得
す
る
事
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
の
為
の
坐
禅
で
あ
り
修
行
で
す
。

「
衆
生
も
と
よ
り
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事
を
疑
著
す
る
こ
と
一

定
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
著
す
る
前
程
、
か
な
ら
ず
し
も
い

ま
い
も
つ
ま

い

じ

い
ち
ぢ
ょ
う

べ
っ
て
い

ま
の
疑
著
に
符
合
す
る
こ
と
な
し
。」

こ
こ
ら
が
道
元
禅
師
一
流
の
論
法
で
す
。
ち
ょ
っ
と
で
も
引
っ
掛
か
る
と
分
か
ら
な
く
な
る
言
い
回
し
で
す
か
ら
気
を
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付
け
て
下
さ
い
。
実
は
簡
単
な
事
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

毎
物
毎
事
と
は
、
今
今
の
あ
ら
ゆ
る
様
子
の
こ
と
で
す
。
凡
情
に
遊
ん
で
い
る
一
般
の
人
々
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
自

分
の
全
て
の
出
来
事
に
少
し
も
気
が
付
い
て
い
な
い
。
本
当
に
生
き
て
い
な
い
か
ら
疑
問
に
も
思
お
う
と
し
な
い
。
時
が

何
た
る
か
を
知
ら
な
く
て
も
色
ん
な
事
が
何
時
も
何
時
も
起
こ
っ
て
お
る
。
事
に
よ
っ
て
囚
わ
れ
た
り
悶
着
が
起
き
た
り

す
る
。
時
が
違
い
縁
が
違
う
の
だ
か
ら
、
今
の
状
態
も
様
子
も
皆
違
い
、
一
つ
も
同
じ
事
が
無
い
の
が
当
然
で
す
。
そ
れ

ら
を
筋
道
を
立
て
て
何
と
か
纏
め
整
理
し
よ
う
と
す
る
が
、
色
々
思
う
事
が
錯
綜
し
て
、
そ
れ
故
に
定
め
が
着
か
な
い
。

と
い
う
の
が
「
疑
著
す
る
こ
と
一

定
せ
ざ
る
」
で
す
。

い
ち
ぢ
ょ
う

そ
の
う
え
時
は
少
し
も
止
ま
ら
な
い
し
待
っ
て
も
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
決
し
て
納
得
が
得
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
今
の
事
実

と
、
思
い
と
が
隔
た
っ
て
ズ
レ
を
起
こ
し
て
い
る
か
ら
、
納
得
一
致
す
る
事
が
な
い
。
そ
の
為
に
何
と
か
得
心
す
る
別
の

「
道
」
「
法
」
が
有
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
に
思
い
探
し
て
は
見
る
の
だ
が
。
こ
れ
が
「
疑
著
す
る
前
程
」
で
す
。
前
程

べ
っ
て
い

べ
っ
て
い

は
別
の
「
道
」「
法
」
の
こ
と
で
す
。

徹
底
し
納
得
す
る
ま
で
「
道
」「
法
」
を
追
究
し
な
い
か
ら
、
悶
着
が
ど
う
し
て
も
決
着
し
な
い
、
と
言
う
の
が
、「
か

な
ら
ず
し
も
い
ま
の
疑
著
に
符
合
す
る
こ
と
な
し
」。

そ
の
本
は
無
努
力
に
よ
る
無
知
と
言
う
事
で
す
。「
今
」
し
か
無
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
し
、
時
と
い
う
も
の
は
生
物

な
ま
も
の

で
、
そ
の
時
、
そ
の
事
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
必
要
な
結
果
は
現
れ
な
い
、
と
言
う
事
が
本
当
に
分
か
っ
て
い
な
い
か

ら
で
す
。

も
し
こ
の
事
が
分
か
っ
て
い
る
な
ら
、
す
べ
き
時
に
し
な
か
っ
た
自
分
に
非
が
あ
る
の
で
、
如
何
な
る
結
末
で
あ
ろ
う

と
、
そ
れ
が
そ
の
時
の
様
子
と
し
て
の
自
分
に
納
得
出
来
る
の
で
す
。
衆
生
と
は
先
ず
以
て
そ
の
よ
う
な
過
ご
し
方
だ
か

ら
、
何
時
ま
で
も
惑
乱
し
葛
藤
す
る
の
だ
と
の
底
意
で
す
。

「
た
だ
疑
著
し
ば
ら
く
時
な
る
の
み
な
り
。
」

た
だ
疑
っ
た
り
無
納
得
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
心
は
確
か
に
実
際
で
あ
り
、
時
そ
の
も
の
で
あ
る
と
。
自
由
な
働
き
を
す

る
心
だ
か
ら
、
心
に
於
い
て
は
時
に
違
い
な
い
。
縁
に
依
っ
て
生
じ
た
そ
の
心
は
、
別
の
縁
に
依
っ
て
直
ぐ
に
消
滅
す
る

の
で
、
ほ
っ
て
お
け
ば
よ
い
の
で
す
。
だ
か
ら
生
じ
た
心
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
道
」「
法
」
で
す
。
こ

れ
が
有
時
の
当
体
で
す
。
こ
の
辺
り
で
、
道
元
禅
師
の
真
意
が
よ
く
見
え
て
き
た
で
し
ょ
う
。

「
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
、」

わ
れ
を
「
排
列
し
お
き
て
」
と
は
、
色
々
な
事
を
感
じ
た
り
思
っ
た
り
、
行
為
し
た
全
て
の
わ
れ
を
遣
い
尽
く
し
て
、

つ
か

と
言
う
事
で
す
。
釈
尊
は
、「
三
界
唯
一
心
造
」
と
言
わ
れ
た
。
心
な
く
し
て
は
世
界
は
無
い
の
で
す
。
我
れ
と
同
事
と

さ
ん
が
い
ゆ
い
い
っ
し
ん
ぞ
う

言
う
こ
と
で
す
。
「
排
列
し
お
き
て
」
と
は
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
見
聞
覚
知
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
、
即
ち
自
分
を
用
い

尽
く
し
て
い
る
こ
の
こ
と
が
尽
界
で
あ
る
、
全
て
だ
と
言
う
事
で
す
。
そ
れ
以
上
何
も
無
い
で
し
ょ
う
。

見
て
み
な
さ
い
、
誰
も
が
眼
に
拠
っ
て
こ
の
世
界
が
ち
ゃ
ん
と
有
る
。
他
の
耳
鼻
舌
身
意
も
皆
同
じ
で
す
。
ど
こ
に
も

自
己
と
す
べ
き
も
の
な
ど
無
く
、
宇
宙
と
同
化
し
て
い
る
こ
と
を
別
の
言
い
方
を
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ
を
「
尽
界

と
せ
り
」。
今
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
ま
ま
が
全
て
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
世
界
は
無
い
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
る
の

で
す
。
「
隔
た
り
」
が
有
る
か
ら
引
っ
掛
か
り
、
是
の
様
子
が
分
か
ら
な
い
だ
け
で
す
。

「
こ
の
尽
界
の
頭

頭

物

物
を
時
時
な
り
と覰

見

す
べ
し
。」

ち
ょ
う
ち
ょ
う
も
つ
も
つ

し
ょ
け
ん

頭
頭
は
い
ち
い
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
。
物
物
と
は
全
て
の
物
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
事
で
す
。
縁
の
こ
と
で
す
。
縁
で
な

い
物
は
無
い
。覰

見

は
伺
い
知
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
見
聞
覚
知
に
催
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
物
は
、
全
て
時
で
あ
る
こ
と
を

し
ょ
け
ん

知
れ
よ
と
。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
見
る
底
、
聞
く
底
、
思
う
底
。
い
ち
い
ち
時
時
完
成
成

仏
底
で
あ
る
ぞ
と
。
簡
単

じ
ょ
う
ぶ
つ
て
い
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に
受
け
取
る
事
で
す
。
大
事
な
事
は
徹
し
切
る
事
で
す
か
ら
、
見
る
底
、
聞
く
底
、
思
う
底
で
す
。
「
只
」
行
ず
る
事
で

す
。
本
当
に
今
に
目
覚
め
よ
と
言
う
事
で
す
。

「
物
物
の
相
礙
せ
ざ
る
は
、
時
時
の
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
」

そ

う

げ

物
と
物
と
そ
れ
ぞ
れ
が
妨
げ
あ
い
を
し
な
い
の
は
何
故
か
。
茶
碗
と
箸
と
が
喧
嘩
し
な
い
の
は
何
故
か
。
縁
が
違
う
か

ら
で
す
。
縁
が
違
う
と
処
が
違
い
作
用
が
違
っ
て
く
る
。
お
の
お
の
が
独
立
独
歩
だ
か
ら
で
す
。
丁
度
、
時
と
時
と
が
ぶ

つ
か
っ
た
り
重
な
り
あ
う
事
が
無
い
の
と
同
じ
だ
と
。
今
は
今
ば
か
り
で
、
今
に
二
つ
は
無
い
。
時
時
成
仏
し
て
い
る
の

で
す
。

今
と
い
う
今
な
る
時
は
な
か
り
け
り

「
ま
」
の
時
く
れ
ば

「
い
」
の
時
は
去
る

で
す
。
絶
対
に
物
と
物
、
時
と
時
が
衝
突
し
混
乱
す
る
事
は
無
い
の
で
す
。
だ
か
ら
宇
宙
は
完
全
平
和
な
の
で
す
。
何
時

も
「
今
」、
一
つ
に
治
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
つ
に
自
己
は
無
い
の
で
す
。
ど
れ
も
こ
れ
も
で
は
な
く
、
一
つ
な
の
で

す
。
是
れ
を
大
円
鏡
智
と
言
う
の
で
す
。
人
間
が
観
念
を
以
て
捉
え
る
か
ら
、
あ
れ
と
こ
れ
と
が
生
ま
れ
、
ど
っ
ち
が
良

だ
い
え
ん
き
ょ
う
ち

い
と
か
悪
い
と
か
、
価
値
が
有
る
と
か
無
い
と
か
が
始
ま
り
、
損
得
欺
瞞
云
々
す
る
か
ら
戦
争
が
起
こ
る
の
で
す
。
仏
と

ぎ

ま

ん

は
一
心
の
こ
と
で
す
。
一
心
は
無
心
で
す
。
一
つ
で
す
。「
隔
た
り
」
が
無
い
か
ら
宇
宙
大
で
す
。
こ
れ
以
上
の
「
道
」「
法
」

は
無
い
の
で
、
完
成
と
言
う
事
で
す
。
要
す
る
に
物
で
あ
れ
時
で
あ
れ
、
自
然
は
自
己
が
無
い
か
ら
、
妨
げ
合
う
事
は
無

い
。
こ
れ
が
「
道
」「
法
」
で
あ
り
、
有
時
で
す
。

「
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
同
時
発
心
あ
り
、
同
心
発
時
な
り
。
お
よ
び
修
行
成

道
も
か
く
の
ご
と
し
。」

ど

う

じ
ほ
っ
し
ん

ど
う
し
ん
ほ

つ

じ

じ
ょ
う
ど
う

悲
し
い
時
は
ど
ん
な
慰
め
も
ご
馳
走
も
関
係
な
い
で
し
ょ
う
。
宇
宙
総
ぐ
る
み
で
悲
し
い
か
ら
で
す
。
嬉
し
い
時
も
心

配
事
も
で
す
。
宇
宙
相
随
来
也
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
常
に
一
挙
一
動
が
宇
宙
大
で
、
因
果
を
眩
ま
す
事
は
絶
対
に
出
来
な

そ
う
ず
い
ら
い

や

く
ら

い
の
で
す
。
指
を
立
て
れ
ば
宇
宙
が
振
動
す
る
の
で
す
。
一
喝
す
れ
ば
天
地
が
粉
微
塵
に
な
る
の
で
す
。
故
に
心
を
用
い

れ
ば
同
時
に
尽
界
発
心
で
す
。
こ
れ
を
同
心
発
時
と
も
言
う
の
で
す
。
し
か
も
誰
が
、
何
時
、
ど
の
よ
う
に
心
を
用
い
て

も
、
時
や
物
と
同
じ
よ
う
に
決
し
て
衝
突
は
無
い
し
、
重
な
っ
て
迷
惑
し
た
り
す
る
事
は
無
い
の
で
す
。
宇
宙
大
の
心
だ

か
ら
同
時
で
あ
り
同
事
で
す
。
同
心
発
時
で
す
。
一
真
人
の
発
心
は
宇
宙
を
救
済
す
る
の
道
理
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。

大
智
老
尼
曰
く
、
「
常
度
宇
宙
如
是
法
（
つ
ね
に
う
ち
ゅ
う
を
ど
す
に
ょ
ぜ
の
ほ
う
）」
と
は
こ
の
こ
と
で
す
。
そ
の
道

人
を
諸
仏
諸
菩
薩
が
擁
護
し
な
い
は
ず
が
な
い
。
い
つ
も
有
時
の
様
子
。
そ
の
時
、
そ
の
時
の
心
の
様
子
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
外
に
は
何
も
無
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
南
泉
禅
師
が
「
平
常
心
是
道
」
と
一
句
で
結
論
を
出
し
た
の
で
す
。

こ
う
い
う
事
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
、
悲
し
い
こ
と
も
辛
い
こ
と
も
、
逃
れ
よ
う
と
せ
ず
に
、
縁
の
侭
に
、
有
時
の
ま

ま
に
、
誠
心
誠
意
で
「
只
」
対
処
し
て
跡
を
残
さ
ぬ
事
で
す
。
良
寛
禅
師
の
い
わ
れ
た
よ
う
に
、「
災
難
に
逢
う
時
節
に

は
、
災
難
に
逢
う
が
よ
く
候
。
死
ぬ
時
節
に
は
、
死
ぬ
が
よ
く
候
。
是
は
こ
れ
災
難
を
の
が
る
る
妙
法
に
て
候
」
と
あ
る

で
し
ょ
う
。
死
ぬ
し
か
無
い
時
は
生
き
よ
う
と
思
わ
な
い
こ
と
で
す
。
尽
界
で
す
か
ら
、
そ
れ
し
か
無
い
の
で
す
。
一
つ

で
す
。
こ
れ
が
「
道
」
「
法
」
で
す
。
従
っ
て
尽
界
と
一
つ
に
な
る
事
が
生
死
を
越
え
る
事
で
す
。
成
り
切
っ
て
自
己
の

無
い
事
で
す
。
一
呼
吸
に
徹
し
き
っ
た
力
で
す
。
死
と
い
う
も
の
を
観
念
や
言
葉
で
捕
ら
え
て
し
ま
う
か
ら
、
尽
界
か
ら

離
れ
る
の
で
す
。
自
己
が
発
生
す
る
と
、
未
だ
生
き
た
い
と
い
う
思
い
が
発
生
し
、
出
来
な
い
事
を
し
よ
う
と
す
る
願
い

が
現
れ
る
か
ら
苦
し
む
の
で
す
。
当
然
心
に
生
と
死
が
対
立
し
て
葛
藤
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
の
時
は
生
の
尽
界
、

死
の
時
は
死
の
尽
界
。
だ
か
ら
「
今
」
「
今
」
そ
の
ま
ま
、
そ
の
ま
ま
。
こ
れ
が
「
道
」
「
法
」
だ
か
ら
で
す
。
「
今
」
「
只
」

で
す
。

分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
生
き
て
い
る
今
、
死
ぬ
今
、
往
来
の
今
、
喫
茶
喫
飯
の
今
等
々
、
縁
が
無
限
だ
か
ら
、
当
然

な
が
ら
無
限
の
今
が
有
る
で
し
ょ
う
。
で
も
「
今
」
は
そ
れ
ら
の
一
切
と
関
係
無
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
死
の
ま
ま
で
あ

れ
ば
死
は
無
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
心
が
起
こ
っ
て
も
、
遭
遇
し
た
何
事
も
、
そ
の
ま
ま
が
今
の
様
子
で
あ
り
「
道
」
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「
法
」
な
の
で
す
。
従
っ
て
自
己
を
計
ら
い
さ
え
し
な
け
れ
ば
衝
突
す
る
も
の
、
迷
う
も
の
は
一
つ
も
無
い
の
で
す
。
で

す
か
ら
本
当
に
修
行
す
る
時
、
宇
宙
同
事
で
す
か
ら
、「
道
」「
法
」
に
行
き
着
く
の
で
す
。
同
時
発
心
、
同
心
発
時
と
は

こ
の
こ
と
で
す
。
即
今
底
以
外
に
何
も
無
い
の
で
す
か
ら
一
呼
吸
の
宇
宙
で
す
。
即
今
底
即
成
仏
で
す
。
こ
れ
を
成
道
と

そ
っ
こ
ん
て
い

も
言
う
の
で
す
。
「
お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
」
で
す
。
何
も
言
う
事
も
思
う
事
も
、
追
究
す
る
世
界
も
無
い

と
言
う
事
で
す
。
修
行
も
成
道
も
み
な
今
し
か
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
ま
ま
が
仏
法
で
あ
る
と
い
う
覚
証
を
得
る

の
が
目
的
で
す
か
ら
、「
今
」
に
徹
す
れ
ば
「
道
」「
法
」
の
真
相
に
達
し
、
有
時
の
人
と
な
る
の
で
す
。

「
わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
。」

自
分
の
日
常
二
十
四
時
間
の
活
動
全
体
、
自
分
の
そ
う
し
た
全
て
の
様
子
を
自
分
で
知
る
こ
と
で
す
。
今
今
活
動
し
つ

つ
、
何
一
つ
留
ま
っ
て
い
な
い
が
、
活
動
し
て
い
る
事
実
。
手
を
出
す
時
に
は
こ
れ
だ
け
し
か
無
い
。
握
る
時
に
は
握
る

し
か
無
い
。
持
っ
て
く
る
時
に
は
持
っ
て
く
る
し
か
無
い
。
食
べ
る
時
に
は
食
べ
る
し
か
無
い
。
こ
の
活
動
体
の
今
の
様

子
し
か
無
い
。
そ
の
時
そ
の
場
の
自
分
、
あ
れ
も
こ
れ
も
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
し
て
い
る
様
子
し
か
無
い
。
つ
ま
り

あ
れ
も
こ
れ
も
、
そ
の
時
、
そ
の
時
と
言
う
具
合
に
見
ず
に
、
何
時
も
「
今
」
そ
れ
の
み
。
一
つ
の
み
。
縁
の
み
。
こ
の

こ
と
を
知
り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
自
己
の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。」

活
動
し
つ
つ
次
々
に
転
じ
て
い
く
。
そ
の
時
そ
れ
し
か
自
分
は
無
い
。
何
時
も
時
な
ら
ぬ
は
な
く
、
自
分
で
無
い
時
は

無
い
と
い
う
道
理
が
良
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
時
を
妨
げ
る
物
は
何
も
無
い
し
、
自
己
を
邪
魔
す
る
物
も
無
い
ぞ
。
見
て

み
よ
。
聞
い
て
み
よ
。
何
者
か
汝
を
妨
げ
ん
。
い
つ
も
自
在
に
や
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
。

「
恁
麼
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
、」

い

ん

も

こ
れ
が
「
道
」「
法
」
だ
か
ら
。

「
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
、」

ば
ん
ぞ
う
ひ
ゃ
く
そ
う

見
聞
覚
知
、
至
る
所
、
時
に
従
い
縁
に
従
っ
て
山
川
草
木
有
り
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
を
現
じ
て
万
象
あ
り
で
す
。
全

体
時
の
荘
厳
で
あ
り
、
時
を
遣
い
尽
く
し
て
い
る
様
子
、
山
川
草
木
悉
皆
成

仏
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
か

さ
ん
せ
ん
そ
う
も
く
し
っ
か
い
じ
ょ
う
ぶ
つ

「
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
。」

一
本
の
草
も
瓦
の
か
け
ら
も
全
て
各
々
絶
対
の
様
子
で
あ
り
、
だ
か
ら
手
が
付
か
ぬ
。
汚
す
事
も
侵
す
事
も
出
来
な
い
。

こ
れ
を
尽
地
と
い
う
。
自
己
無
し
と
言
う
事
で
す
。
参
学
は
成
り
切
っ
て
究
め
る
事
で
、
本
当
に
そ
の
も
の
に
参
じ
て
そ

の
物
を
知
り
な
さ
い
。
徹
し
て
自
己
を
忘
ず
れ
ば
皆
分
か
る
と
言
う
事
で
す
。

「
か
く
の
ご
と
く
の
往
来
は
、
修
行
の
発
足
な
り
。」

ほ
っ
そ
く

往
来
は
道
理
で
、
発
足
は
始
ま
り
で
す
。
お
茶
を
飲
ん
だ
り
食
事
を
し
た
り
す
る
日
常
全
体
が
「
道
」「
法
」
で
あ
り
、

こ
の
当
然
の
道
理
が
修
行
の
心
得
で
あ
る
し
、
初
め
で
あ
り
、
又
急
所
で
も
あ
る
。
こ
の
大
切
な
修
行
の
着
眼
を
離
し
て

は
な
ら
な
い
。
即
今
底
の
参
究
し
か
無
い
ぞ
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
到
恁
麼
の
田
地
の
と
き
、
す
な
は
ち
一
草
一
象
な
り
、」

と
う

い
ん

も

で

ん

ち

「
今
」「
今
」
自
己
無
き
様
子
が
「
到
恁
麼
の
田
地
」
で
す
。
見
る
ま
ま
、
聞
く
ま
ま
、
即
一
草
一
象
が
自
己
で
は
な

と
う

い

ん

も

で

ん

ち

い
か
。
自
己
な
ら
ぬ
物
は
無
い
と
言
う
事
で
す
。
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「
会
象
不
会
象
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
。
」

え

ぞ

う

ふ

え

ぞ

う

有
っ
た
り
、
無
か
っ
た
り
。
分
か
っ
た
り
、
分
か
ら
な
か
っ
た
り
と
、
人
間
の
色
々
な
思
い
と
し
て
の
現
実
が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
一
切
の
心
の
問
題
が
有
る
け
れ
ど
も
。

「
正

当
恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、」

し
ょ
う
と
う
い

ん

も

じ

正
当
恁
麼
時
と
は
、
ま
さ
に
是
の
如
き
様
子
で
す
。
今
で
す
よ
。
み
な
さ
ん
、
今
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
。
今
の
こ
の

様
子
は
、
私
が
み
な
さ
ん
に
成
っ
て
い
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
は
私
に
な
っ
て
い
る
。
瞬
間
瞬
間
、
手
続
き
な
し
に
パ
ッ
と

そ
の
物
に
成
っ
て
い
る
。
こ
の
様
子
を
「
正

当
恁
麼
時
」
と
言
う
の
で
す
。
自
然
に
既
に
有
る
様
子
。
何
時
で
も
、
何
処

し
ょ
う
と
う

い

ん

も

じ

で
も
、
誰
で
も
、「
今
」
き
ち
っ
と
有
る
様
子
。
こ
れ
が
「
道
」
「
法
」
で
す
。
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が
修
行
の
要
点

で
す
。
「
只
」
が
正
当
恁
麼
時
で
す
よ
。
既
に
「
道
」「
法
」
の
み
だ
か
ら
、
と
い
う
意
味
で
す
。

「
有
時
み
な
尽
時
な
り
、
」

今
、
既
に
時
を
遣
い
尽
く
し
て
い
る
。
こ
れ
を
尽
時
と
言
う
の
で
す
。

つ
か

「
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
、」

重
ね
重
ね
で
説
く
必
要
は
無
い
で
す
ね
。
草
も
石
こ
ろ
も
時
で
す
。

「
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
な
り
。」

と
き

時
時
の
時
と
は
、
今
、
何
処
も
か
し
こ
も
今
。
時
な
ら
ぬ
時
は
無
い
。
時
に
拠
っ
て
人
も
物
も
、
作
用
も
活
動
も
有
る
。

こ
の
世
界
全
体
が
そ
う
だ
。
こ
れ
を
有
時
と
い
う
の
だ
と
。
西
洋
哲
学
に
は
時
間
と
空
間
を
一
緒
に
し
た
概
念
は
無
く
、

そ
れ
に
相
当
す
る
言
語
も
無
い
で
し
ょ
う
。
禅
は
こ
う
い
う
事
を
実
に
自
在
に
ピ
シ
ャ
リ
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま

り
有
時
で
片
付
け
、
今
で
片
付
け
、
空
で
片
が
付
く
か
ら
で
す
。
語
句
の
外
の
消
息
は
語
句
に
拠
ら
な
い
か
ら
で
す
。
こ

れ
が
仏
法
で
あ
り
仏
道
で
す
。
歩
く
も
仏
性
。
坐
る
も
仏
性
。
で
あ
る
か
ら
、
尽
界
み
な
仏
性
。
尽
界
即
有
時
と
い
う
こ

と
で
す
。
込
み
入
っ
た
言
葉
に
用
は
な
い
の
で
す
。

「
し
ば
ら
く
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観
想
す
べ
し
。
」

今
で
な
い
も
の
が
あ
る
ん
な
ら
、
出
し
て
見
せ
よ
。
と
言
う
訳
で
す
。
見
る
も
時
、
聞
く
も
今
、
こ
れ
を
尽
界
と
言
わ

ず
し
て
何
ぞ
や
、
と
。
虚
空
と
か
尽
界
と
か
尽
地
と
か
、
言
葉
に
置
き
換
え
た
ら
き
り
が
な
い
。
畢
竟
有
時
と
言
う
な
ら

ば
全
部
有
時
で
あ
り
、
無
と
言
う
な
ら
全
部
無
で
す
。
仏
性
と
言
う
な
ら
全
部
仏
性
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
自
覚
し

な
さ
い
と
。

「
し
か
あ
る
を
、
仏
法
を
な
ら
は
ざ
る
凡
夫
の
時
節
に
あ
ら
ゆ
る
見
解
は
、
有
時
の
こ
と
ば
を
き
く
に
お
も
は
く
、」

ぼ

ん

ぷ

け

ん

げ

こ
れ
は
も
う
皆
さ
ん
分
か
り
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
真
実
の
法
を
聞
い
た
こ
と
の
無
い
人
の
理
解
は
と
、「
道
」「
法
」
の

人
と
迷
い
の
人
と
を
明
確
に
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
時
の
変
化
と
い
う
も
の
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
始
め
が
あ
っ

て
、
終
わ
り
が
あ
っ
て
、
こ
う
流
れ
て
い
く
ぞ
と
。
こ
う
い
う
風
に
、
初
め
か
ら
物
を
相
手
と
し
て
認
め
囚
わ
れ
て
い
て
、

そ
の
流
転
と
し
て
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
有
時
を
、「
あ
る
時
」atone

tim
e

と
と
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
全
く
違
う
の
だ
、
と
の
布
石
で
す
。

「
あ
る
と
き
は
三
頭
八
臂
と
な
れ
り
き
、
あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
れ
り
き
、
」
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本
来
そ
の
物
の
み
で
す
。
そ
の
時
だ
け
で
す
。「
今
」
が
有
時
で
あ
り
尽
界
で
す
。「
薪
が
燃
え
て
灰
に
な
る
に
非
ず
、

薪
は
薪
の
法
位
に
住
し
、
灰
は
灰
の
法
位
に
住
す
。」
が
良
く
分
か
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
「
今
」
そ
の
も
の
は
、
常
に

そ
れ
で
し
か
な
い
。
あ
れ
が
有
り
之
が
有
り
、
そ
れ
が
こ
う
な
っ
て
、
あ
れ
が
あ
の
よ
う
に
成
っ
て
い
く
と
、
知
性
で
時

間
の
経
過
や
姿
を
想
像
し
、
仮
想
世
界
を
自
分
で
作
っ
た
上
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。

従
っ
て
、
あ
る
と
き
は
三
頭
八
臂
と
な
っ
た
り
、
丈
六
八
尺
と
な
っ
た
り
す
る
し
、
な
ど
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

自
己
を
運
ん
で
相
手
を
立
て
て
の
理
屈
だ
か
ら
、
そ
れ
は
大
変
な
間
違
い
で
す
。
そ
の
本
が
「
隔
た
り
」
か
ら
起
こ
っ
て

い
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
ぞ
と
。

「
た
と
へ
ば
、
河
を
す
ぎ
、
山
を
す
ぎ
し
が
ご
と
く
な
り
と
。
」

か
わ

や
ま

こ
れ
か
ら
凡
夫
が
考
え
る
で
あ
ろ
う
例
え
を
上
げ
て
、
有
時
そ
の
も
の
と
、
単
な
る
理
屈
と
の
違
い
を
論
攷
し
て
、
隔

ろ
ん
こ
う

て
有
る
が
故
に
過
ち
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
川
を
渡
り
山
に
登
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
動
き
を
先
ず
認
め
、
い
ち
い
ち
そ
れ
ら
の
動
き
を
固
定
し
た
事

実
と
し
て
捉
え
る
の
で
、
た
ま
た
ま
河
を
渡
り
山
を
通
っ
て
き
た
と
思
う
だ
ろ
う
。

「
い
ま
は
そ
の
山
河
、
た
と
ひ
あ
る
ら
め
ど
も
、
わ
れ
す
ぎ
き
た
り
て
、
い
ま
は
玉

殿
朱
楼
に
処
せ
り
。
山
河
と
わ
れ
と
、

せ

ん

が

ぎ
ょ
く
で
ん
し
ゅ
ろ
う

天
と
地
と
な
り
と
お
も
ふ
。」

偶
々
そ
う
し
た
山
河
が
有
っ
た
た
め
に
、
自
分
は
そ
こ
を
通
っ
て
、
そ
し
て
い
ま
は
玉
殿
朱
楼
に
辿
り
着
い
た
、
と
い

た
ま
た
ま

う
風
に
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
山
河
大
地
い
ち
い
ち
を
認
め
、
囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
真
実
と
隔
た
っ
て
の
見
方

な
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
風
に
自
分
の
念
を
起
こ
し
、
自
己
を
計
ら
っ
て
見
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
本
当
の
今
が

分
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
歩
い
て
い
る
自
己
が
あ
る
。
今
、
川
を
渡
っ
て
い
る
自
分
が
あ
る
。
今
度
は
山
へ
来
た
ぞ
。

通
り
過
ぎ
た
ぞ
。
よ
う
や
く
家
に
辿
り
着
い
た
ぞ
、
と
い
う
自
分
が
あ
る
た
め
に
、
跡
形
が
ず
う
っ
と
残
っ
て
い
く
で
は

な
い
か
。
こ
れ
が
囚
わ
れ
で
す
。
本
来
今
し
か
無
い
の
に
、
相
手
を
認
め
る
と
、
ど
う
し
て
も
心
に
過
・
現
・
未
が
生
じ

て
問
題
を
起
こ
す
の
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
理
屈
が
有
る
に
せ
よ
で
す
よ
。

「
し
か
あ
れ
ど
も
、
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
。」

そ
う
だ
と
し
て
も
、
道
理
は
こ
れ
だ
け
じ
ゃ
無
い
。
本
来
の
「
道
」
「
法
」
が
分
か
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
間
違
い
は
起

こ
ら
な
い
の
で
す
。

「
い
は
ゆ
る
、
山
を
の
ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
に
わ
れ
あ
り
き
、」

さ
あ
、
こ
こ
が
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
が
本
当
に
分
か
っ
た
ら
い
い
の
で
す
。
山
を
登
り
河
を
渡
る
時
の
一
歩
。

こ
の
事
実
。
そ
の
時
限
り
の
わ
れ
で
あ
る
。
他
に
わ
れ
は
無
く
、
時
も
無
い
の
で
す
。
こ
れ
が
「
道
」「
法
」
で
あ
り
、

有
時
の
真
相
で
す
。

「
わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
。
わ
れ
す
で
に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら
ず
。」

も
う
何
も
云
う
事
は
無
い
で
す
ね
。
と
い
う
の
は
、
何
時
も
わ
れ
で
す
か
ら
。
自
然
と
出
会
い
、
物
に
出
会
い
、
人
に

出
会
う
。
全
て
わ
れ
の
時
で
す
。
わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
。
物
に
時
あ
る
べ
し
。
時
は
い
つ
も
時
で
す
。
来
る
時
も
無
く
、

去
る
時
も
無
い
の
で
す
。
山
河
大
地
で
す
。
わ
れ
す
で
に
あ
り
。
見
聞
覚
知
は
み
な
わ
れ
で
す
。
見
聞
覚
知
は
み
な
時
で

す
。
時
さ
る
べ
か
ら
ず
。
す
で
に
充
分
。
そ
の
他
に
何
も
無
い
じ
ゃ
な
い
か
。
何
時
で
も
、
何
で
も
わ
れ
の
様
子
な
の
で
、

何
も
探
し
た
り
求
め
た
り
す
る
必
要
は
無
い
。
素
直
に
、
本
当
に
そ
の
物
、
そ
の
時
に
任
せ
き
っ
て
、
計
り
事
を
す
る
自

分
か
ら
離
れ
な
さ
い
、
と
言
う
の
が
真
意
で
す
。
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「
時
も
し
去
来
の
相
に
あ
ら
ず
ば
、」

こ

ら

い

去
来
の
相
と
は
、
横
か
ら
時
を
眺
め
た
言
い
振
り
で
す
。
本
当
は
「
今
」
し
か
無
い
の
に
、
「
今
」
が
去
っ
た
り
来
た

り
す
る
か
の
よ
う
に
、
片
時
も
留
ま
っ
て
は
お
ら
ず
、
絶
え
ず
縁
に
従
っ
て
流
転
し
活
動
し
て
い
る
。
現
実
に
「
今
」
は

あ
ら
ゆ
る
物
が
姿
を
変
え
、
変
化
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
活
動
、
応
用
、
去
来
、
作
用
、
建
設
、
破
壊
、
春
夏
秋
冬
、
成

長
、
発
達
、
喫
茶
喫
飯
、
山
川
草
木
、
生
死
等
々
、
物
も
含
め
て
こ
れ
ら
の
様
子
を
「
去
来
の
相
」
と
言
い
、
宇
宙
の
生

命
で
あ
り
、
活
動
体
と
し
て
の
時
の
姿
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
拠
っ
て
全
て
が
現
れ
て
い
る
の
で
す
。
時
が
も
し
闊
達
自

在
の
活
動
体
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
と
。

「
も
し
」
が
よ
く
効
い
て
ま
す
。
そ
の
様
な
事
は
有
り
得
な
い
事
だ
、
と
の
言
わ
ず
語
り
を
秘
め
た
反
語
で
す
。「
も
し
」

の
二
字
が
字
眼
で
す
。
無
か
っ
た
ら
間
違
う
所
で
す
。

「
上
山
の
時
は
有
時
の
而
今
な
り
。」

じ

こ

ん

而
今
は
現
今
、
今
是
れ
で
す
。
上
山
の
時
は
、
一
歩
そ
の
も
の
が
全
宇
宙
の
時
で
あ
り
今
の
様
子
で
あ
る
。
こ
の
「
道
」

「
法
」
が
確
か
に
そ
う
だ
と
決
定
的
に
訣
著
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
。
畢
竟
、
全
て
有
時
だ
か
ら
と
言
う
説
明
が
ず
っ
と

続
き
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
正
法
眼
蔵
が
、
一
々
を
上
げ
て
綿
密
に
説
か
れ
て
お
る
素
晴
ら
し
さ
が
あ
る
の
で
す
が
、
興
味

を
惹
か
れ
る
語
句
が
駆
使
さ
れ
て
お
る
分
だ
け
、
文
字
に
囚
わ
れ
る
人
達
に
と
っ
て
は
大
い
に
災
い
に
な
る
の
で
、
こ
こ

を
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。

な
の
に
「
隔
た
り
」
が
あ
る
と
自
己
が
立
ち
、
特
に
知
性
が
一
番
介
在
し
た
が
る
の
で
す
が
、
疑
義
の
念
や
是
非
善
悪

の
念
や
、
感
情
が
介
入
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
「
隔
た
り
」
が
有
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
と
し
た
ら
努
力
に
よ

っ
て
可
能
な
限
り
隙
間
を
作
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
、
こ
の
段
階
の
修
行
で
す
。
初
期
修
行
の
苦
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

で
も
全
て
今
の
様
子
で
す
か
ら
、
今
さ
え
離
さ
な
け
れ
ば
、
必
ず
今
に
気
が
付
く
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
色
々
な
言
葉

や
法
理
は
要
ら
な
い
し
、
却
っ
て
邪
魔
に
な
る
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
と
に
か
く
真
剣
に
坐
禅
す
る
の
が
一
番
で
す
。

例
え
疑
義
の
念
が
出
て
も
、
無
視
し
て
ほ
っ
て
お
け
ば
よ
い
の
で
す
。
一
番
迷
わ
せ
る
の
は
、
分
か
る
と
か
分
か
ら
な

い
と
言
う
知
的
行
為
で
す
。
そ
れ
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
程
、
知
り
た
い
、
分
か
り
た
い
と
い
う
要
求
が
起
き
る
事
で
す
。

要
求
は
例
え
理
想
で
あ
っ
て
も
、
欲
望
と
な
り
探
し
始
め
た
り
す
る
迷
い
の
種
で
す
。
だ
か
ら
如
何
な
る
要
求
も
持
た
な

い
事
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
な
し
に
、
も
っ
と
本
来
的
な
生
ま
れ
る
以
前
の
様
子
、
存
在
以
前
の
様
子
に
任
せ
切
る
事
で

す
。
何
に
も
か
も
投
げ
出
し
て
空
に
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
提
唱
も
、
聞
い
た
事
も
、
過
去
の
知
識
も
、
一
度
全
部
横
に

置
い
て
、
全
く
取
り
合
わ
ぬ
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
か
ら
離
れ
た
自
分
。
自
分
と
い
う
も
の
の
無
い
自
分
に
、
今
、
即
な
っ

て
み
て
下
さ
い
。

こ
れ
が
禅
定
に
一
番
近
く
、
一
番
早
く
入
る
道
で
す
。
そ
し
て
静
か
に
、
一
心
不
乱
に
「
只
」
呼
吸
を
す
る
だ
け
で
良

い
の
で
す
。

こ
れ
だ
け
法
の
言
葉
に
触
れ
る
と
、
ど
こ
か
で
辻
つ
ま
を
合
わ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
聞
い
た
分
だ
け
折
り
合
い
が
つ

か
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
折
り
合
わ
せ
る
の
に
一
番
端
的
な
の
が
、
真
剣
に
一
呼
吸
だ
け
を
徹
底
す
る
こ
と
で
す
。

さ
す
れ
ば
自
然
に
落
ち
て
空
っ
ぽ
の
所
に
行
き
着
き
ま
す
。
い
つ
も
そ
れ
を
錬
る
の
が
修
行
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
ど

ん
な
祖
録
や
経
典
を
読
ん
で
も
、
直
ぐ
捨
て
る
事
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
れ
が
高
祖
道
元
禅
師
の
南
針
な
の
で
す
。
そ
う

し
な
い
と
こ
と
ご
と
く
引
っ
か
か
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
却
っ
て
道
元
禅
師
の
真
意
に
背
く
事
に
な
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
分
か
ろ
う
な
ど
と
思
わ
ず
「
只
」
読
む
だ
け
に
す
る
の
で
す
。「
只
」
が
深
ま
り
境
界
が
高
ま
れ
ば
み
な

分
か
る
こ
と
で
す
か
ら
、
一
つ
も
心
配
は
無
い
の
で
す
。

い
つ
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
菩
提
心
を
高
め
る
為
と
、
着
眼
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
為
に
の
み
読
む
事
で
す
。
他
の
目

的
は
怪
我
を
す
る
し
「
道
」「
法
」
に
遠
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
は
こ
れ
に
て
。
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茶
礼
会

世
話
人
・
・

最
近
と
み
に
逸
脱
し
た
行
為
が
多
く
、
震
撼
と
す
る
事
件
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
不
気
味

な
心
の
解
決
策
な
ど
御
願
い
致
し
ま
す
。

老

師
・
・

私
も
驚
い
た
の
で
す
が
、
保
育
園
児
の
母
親
が
、
余
所
の
子
供
２
人
を
殺
傷
し
た
と
言
う
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
大
変
な
事
で
す
。
し
か
し
思
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
に
は
こ
の
恐
ろ
し
い
凶
暴
性
や
残
忍
性
が
、
生
ま
れ

た
時
か
ら
既
存
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
不
思
議
な
事
で
は
無
い
出
来
事
で
す
。
周
知
の
通
り
、
弱
い
者

を
殺
傷
し
て
食
い
、
生
命
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
弱
肉
強
食
の
摂
理
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
弱
肉
強
食
そ
の

も
の
が
進
化
発
展
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
能
力
が
生
き
物
と
し
て
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
、
そ
の
対

策
を
早
く
進
め
る
事
で
す
。

ぞ
っ
と
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
残
忍
性
・
獰
猛
性
か
ら
来
る
殺
傷
願
望
が
、
時
代
と
し
て
精
神
の
表
層
に
近
づ
い
て
き

た
と
言
う
事
で
す
。
如
何
に
人
間
性
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
と
言
う
証
明
で
す
。
極
め
て
真
面
目
な
人
が
、
心
の
隙
間

か
ら
そ
の
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い
残
忍
な
要
求
が
忍
び
寄
る
と
、
そ
れ
を
実
行
し
て
し
ま
う
短
絡
性
が
一
大
事
と
な
る
の

で
す
。
人
と
し
て
、
日
本
人
と
し
て
こ
の
危
険
で
恥
し
い
こ
の
現
実
を
、
何
と
し
て
も
改
善
す
る
手
立
て
を
講
じ
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。

人
間
に
な
る
べ
く
し
て
現
れ
た
人
と
、
弱
い
と
見
た
ら
と
に
か
く
殺
し
に
掛
か
る
ヒ
ョ
ウ
の
よ
う
な
、
獰
猛
性
を
脱
皮

す
る
こ
と
な
く
そ
れ
ら
を
携
え
て
現
れ
た
者
と
で
は
、
心
の
質
と
内
容
が
全
然
違
い
ま
す
。

神
仏
に
近
い
人
と
、
猛
獣
に
近
い
人
と
の
違
い
と
言
う
事
で
す
。
自
律
性
が
高
く
、
信
頼
や
感
謝
、
尊
敬
努
力
を
大
切

に
し
、
道
義
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
宗
と
し
て
人
生
し
て
い
る
人
は
生
涯
幸
せ
で
す
。
一
方
で
は
ま
だ
ま
だ
人
間
と
し
て
出

て
く
る
の
が
早
か
っ
た
の
で
す
。
要
す
る
に
自
分
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
直
ぐ
に
獰
猛
性
が
現
れ
て
し
ま
い
、
目
的
の

為
、
欲
望
の
侭
に
振
る
舞
っ
て
大
事
件
を
起
こ
す
な
ど
は
、
人
間
に
し
て
人
間
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
が
動
物
と
し
て

の
過
去
世
の
業
を
引
き
ず
っ
て
い
る
以
上
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
の
で
、
誤
っ
た
自
由
と
か
人
権
と
か
権
利
と
か
、
行
き
過

ぎ
た
個
性
尊
重
主
義
な
ど
は
、
縁
に
よ
っ
て
は
と
ん
で
も
な
い
人
間
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

人
間
の
皮
を
か
ぶ
り
、
人
間
の
言
葉
を
喋
べ
る
と
、
み
ん
な
同
じ
人
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
け
ど
も
何
で
も
有

り
の
時
代
が
、
こ
う
い
う
風
に
す
ぐ
ラ
イ
ン
を
越
え
て
先
祖
帰
り
し
畜
生
道
に
戻
る
人
が
急
増
し
て
い
る
以
上
は
、
早
急

に
現
実
を
正
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

考
え
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
昔
は
警
察
官
に
す
る
に
も
教
員
に
す
る
に
も
調
べ
に
調
べ
て
、
国
法
の
勅
使
と
し
て
相
応

し
い
か
ど
う
か
、
教
壇
に
立
つ
教
師
と
し
て
、
資
質
や
品
性
等
、
必
要
な
条
件
が
整
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
充
分
に
調
べ

た
上
で
採
用
し
て
き
ま
し
た
。
警
察
官
が
悪
い
事
を
す
る
の
は
調
べ
が
足
り
な
い
か
ら
で
す
。
不
適
格
者
は
避
け
て
、
そ

の
大
事
な
内
容
と
任
務
の
重
要
性
を
も
っ
と
中
心
に
し
て
人
選
す
べ
き
な
の
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
の
調
査
は
、
国
民
に

対
し
て
人
権
侵
害
を
さ
せ
な
い
為
の
、
大
切
な
準
備
で
あ
り
条
件
整
備
で
す
。
差
別
と
か
人
権
侵
害
と
か
言
う
が
、
国
家

の
尊
厳
と
公
明
正
大
な
確
か
な
内
容
を
堅
持
す
る
事
が
第
一
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
国
民
を

健
全
に
護
れ
な
い
か
ら
で
す
。
世
の
中
の
規
矩
の
中
心
を
守
る
人
は
、
特
に
人
間
性
を
十
分
に
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
調

べ
て
採
用
す
べ
き
で
す
。
つ
ま
り
余
り
に
無
差
別
に
な
り
、
善
と
悪
と
、
し
て
良
い
か
悪
い
か
の
差
別
が
曖
昧
に
な
っ
た

か
ら
、
今
日
の
よ
う
に
何
で
も
有
り
の
世
の
中
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
。
戦
後
教
育
・
戦
後
思
想
の
中
で
一
番
ま
ず
い
状

態
が
こ
の
悪
平
等
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
ま
す
ま
す
悪
く
な
っ
て
行
く
し
か
無
い
の
で
、
こ
こ
ら
で
健
全
な
差
別
を
打
ち

立
て
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
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そ
の
為
に
は
、
人
間
の
本
質
を
も
っ
と
明
確
に
し
、
国
民
上
げ
て
周
知
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
内
在
す
る
動
物

精
神
の
危
険
性
が
自
覚
出
来
て
、
個
人
と
し
て
も
修
養
の
大
切
さ
を
感
ず
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
に
相
応
し
い
最
も
道
義
信

義
と
民
主
精
神
を
包
含
し
た
手
引
き
書
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
は
「
教
育
勅
語
」
が
一
番
で
す
。
素
晴
ら
し
い
内
容
で
あ

り
、
日
本
の
誇
る
べ
き
崇
高
高
邁
な
名
文
で
す
。
人
間
性
を
復
活
さ
せ
る
に
は
最
適
の
亀
鑑
で
す
。
「
教
育
勅
語
」
の
精

神
を
一
般
の
思
潮
に
し
て
行
く
こ
と
が
一
番
健
全
で
気
高
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。
ど
こ
の
家
庭
で
も
、「
人
様
に
後
ろ

指
を
指
さ
れ
る
よ
う
な
事
を
し
た
ら
い
か
ん
ぞ
！

信
用
は
人
と
し
て
最
高
の
宝
だ
か
ら
大
切
に
し
ろ
！
」
と
言
う
よ
う

な
、
人
と
し
て
当
た
り
前
の
信
義
を
、
子
供
達
に
自
信
を
持
っ
て
語
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
大
丈
夫
で
す
。

問
題
解
決
は
や
は
り
家
庭
教
育
が
原
則
で
あ
り
、
当
然
国
是
と
し
て
の
学
校
教
育
は
国
の
根
幹
で
す
か
ら
、
日
本
に
相

応
し
い
精
神
と
人
間
性
を
培
う
べ
く
、
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
り
、
時
と
、
処
と
、
立
場
と
を
き
っ
ち
り
ケ
ジ
メ
が
付
け

ら
れ
る
人
に
な
る
よ
う
、
人
間
性
を
大
切
に
し
た
授
業
に
す
べ
き
で
す
。

人
間
と
し
て
の
人
権
は
平
等
で
す
が
、
人
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
で
、
色
々
の
能
力
特
技
を
別
に
し
て
い
る
の
で
す
。
前

世
が
異
な
る
故
で
す
。
人
格
的
に
も
上
中
下
の
差
が
あ
る
の
で
す
。
も
と
よ
り
上
根
の
人
は
信
じ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

尊
敬
に
値
し
学
ぶ
べ
き
多
く
の
徳
力
を
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
下
根
の
者
は
元
々
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
存
在
で

す
か
ら
、
魂
の
健
全
化
無
し
に
知
性
を
肥
大
化
さ
せ
る
と
危
険
な
の
で
す
。
自
律
出
来
な
い
上
に
、
却
っ
て
知
性
を
手
段

に
遣
っ
て
野
望
を
果
た
す
か
ら
で
す
。
こ
の
事
は
み
ん
な
が
熟
知
し
な
け
れ
ば
、
つ
い
知
性
を
絶
対
視
し
て
し
ま
う
の
で

つ
か

す
。何

故
か
と
い
う
と
、
欲
望
達
成
の
為
に
知
性
を
駆
使
す
る
事
で
一
層
早
く
、
し
か
も
効
率
的
に
目
的
を
果
た
せ
る
か
ら

で
す
。
だ
か
ら
知
性
と
い
う
道
具
を
磨
い
て
更
な
る
悪
知
恵
を
増
長
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
人
間
も
生
き
物
故
に
過

去
の
業
を
引
き
ず
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
縁
に
よ
っ
て
仏
に
も
な
る
が
、
修
羅
・
餓
鬼
・
畜
生
に
転
じ
る
存
在
な
の
で
す
。

だ
か
ら
知
性
と
野
望
の
ド
ッ
キ
ン
グ
以
前
に
、
道
義
信
義
を
魂
に
敷
き
詰
め
て
お
か
な
け
れ
ば
危
険
な
の
で
す
。

ど
う
あ
れ
親
の
責
任
と
し
て
、
子
供
に
対
し
て
親
ら
し
く
す
る
義
務
と
責
任
が
有
る
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
子
供

の
教
育
は
出
来
な
い
と
言
う
事
で
す
。
そ
し
て
子
供
ら
し
く
育
て
る
の
で
す
。
子
供
ら
し
く
と
は
、
両
親
を
信
じ
て
常
に

安
心
し
た
精
神
状
態
で
あ
れ
ば
、
素
直
で
伸
び
伸
び
し
て
い
ま
す
か
ら
心
に
淀
み
が
無
い
の
で
す
。
こ
れ
が
大
切
な
の
で

す
。
心
が
屈
折
す
る
と
素
直
さ
が
無
く
な
り
、
不
平
不
満
が
溜
ま
る
に
連
れ
て
爽
快
感
や
達
成
感
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
、

か
さ
か
さ
の
性
格
に
な
り
歪
に
な
る
の
で
す
。
人
と
し
て
の
情
味
や
感
性
が
欠
落
し
て
、
人
間
ら
し
い
情
操
も
情
緒
も
無

く
な
り
自
信
を
無
く
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

と
に
か
く
珍
し
い
物
事
に
は
何
で
も
興
味
が
湧
き
、
時
を
忘
れ
て
見
て
い
た
り
、
付
い
て
廻
っ
た
り
、
し
た
く
て
し
た

く
て
、
う
ず
う
ず
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
チ
ャ
ン
ス
を
待
っ
て
い
た
り
す
る
の
が
本
来
の
子
供
で
す
。
興
味
を
起
こ
し
て
や

り
出
し
た
ら
、
何
も
か
も
忘
れ
て
夢
中
に
な
る
事
が
出
来
る
と
い
う
、
人
生
で
最
も
知
情
意
が
統
一
的
で
安
定
し
て
い
る

時
代
な
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
純
粋
で
質
の
高
い
精
神
状
態
の
時
な
の
で
す
。
こ
の
時
代
の
、
こ
の
心
の
状
態
を
し
っ
か
り

育
む
事
に
よ
り
、
健
全
な
魂
へ
と
向
上
す
る
の
で
す
。
知
性
を
鍛
え
る
順
位
と
度
合
い
は
二
番
目
で
良
い
の
で
す
。
一
番

は
何
と
言
っ
て
も
人
間
性
で
あ
り
、
健
全
な
精
神
と
身
体
を
充
分
に
育
む
こ
と
で
す
。

未
来
を
任
せ
ら
れ
る
次
世
代
は
、
家
庭
、
学
校
、
社
会
全
体
の
愛
情
と
希
望
と
責
任
に
よ
っ
て
初
め
て
育
つ
の
で
す
。

物
金
本
位
の
国
策
は
、
や
が
て
心
の
貧
し
い
国
民
に
し
て
し
ま
い
、
社
会
や
国
家
か
ら
貪
る
こ
と
ば
り
の
権
利
主
張
者
に

な
る
の
で
す
。
国
家
の
内
容
品
格
と
そ
の
未
来
は
、
人
作
り
に
最
重
点
を
お
い
て
い
る
か
い
な
い
か
で
す
。
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
国
の
将
来
と
な
り
社
会
の
姿
と
な
る
の
で
す
。

本
来
の
健
全
な
人
生
を
送
る
に
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
国
民
一
人
々
々
が
、
向
上
心
と
共
に
自
ら
を
律
す
る
精

神
の
有
無
で
決
ま
る
の
で
す
。
安
心
の
出
来
る
社
会
・
世
の
中
に
し
て
行
く
こ
と
に
は
反
対
者
は
い
な
い
は
ず
で
す
。
人

様
に
こ
う
し
ろ
と
か
言
う
と
人
権
問
題
に
し
た
り
し
て
、
色
々
な
抵
抗
勢
力
が
現
れ
ま
す
が
、
自
分
自
身
を
律
す
る
為
の

人
間
と
し
て
の
努
力
は
当
然
で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
反
対
は
出
来
な
い
は
ず
で
す
。
形
式
化
し
た
悪
平
等
の
今
の
会
社
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は
、
何
で
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
人
を
管
理
し
、
物
を
管
理
し
、
お
金
を
管
理
し
、
制
度
を
管
理
す
る

構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
を
管
理
す
る
事
ば
か
り
で
、
自
ら
を
管
理
す
る
事
の
大
切
さ
を
誰
も
言
わ
な
い
。

大
事
な
こ
と
は
自
ら
を
健
全
に
管
理
し
、
自
ら
を
高
め
、
心
の
束
縛
を
自
ら
解
放
す
る
努
力
で
す
。
そ
れ
こ
そ
真
の
幸

福
を
得
る
道
で
す
。
要
す
る
に
、
本
当
に
自
己
を
律
す
る
力
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
自
由
に
開
き
、

謳
歌
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
切
り
が
な
い
の
で
、
是
れ
は
こ
の
位
い
に
し
ま
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

話
が
替
わ
り
ま
す
が
、
イ
ノ
シ
シ
が
出
る
そ
う
で
す
が
、
被
害
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
す
ぐ
に
捕

獲
し
て
処
理
す
る
の
が
よ
い
で
す
ね
。

老

師
・
・

そ
う
で
す
が
、
な
か
な
か
利
口
で
し
て
、
素
人
に
は
捕
ま
り
ま
せ
ん
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

殺
生
と
は
何
で
す
か
？

老

師
・
・

命
を
取
る
事
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

人
を
助
け
る
為
に
や
む
を
得
ず
殺
す
場
合
も
、
と
に
か
く
殺
生
で
す
か
？

老

師
・
・

そ
れ
を
殺
生
と
取
る
の
は
小
乗
の
小
さ
な
生
命
観
で
あ
り
戒
律
で
す
。
色
々
な
命
が
危
機
的
状
況
の
場
合
、

先
ず
人
間
を
守
り
助
け
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
人
と
し
て
の
道
で
す
。
そ
れ
が
道
義
と
い
う
も
の
で
す
。
命
な
ら
何
で
も

か
ん
で
も
殺
さ
な
い
と
言
う
の
は
、
戒
に
囚
わ
れ
た
人
間
不
在
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
美
し
き
迷
い
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
場

合
に
よ
っ
て
は
「
道
」「
法
」
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

と
言
う
事
は
、
殺
し
て
も
殺
生
に
な
ら
な
い
法
も
あ
る
と
言
う
事
で
す
か
？

老

師
・
・

そ
の
通
り
。
殺
す
べ
き
相
手
、
殺
す
べ
き
理
由
、
殺
す
べ
き
時
、
殺
す
べ
き
処
に
於
い
て
は
、
殺
す
の
が

道
で
あ
り
、
慈
悲
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

例
え
ば
ど
の
よ
う
な
時
で
し
ょ
う
か
？

老

師
・
・

ノ
ミ
や
ゴ
キ
ブ
リ
や
鼠
、
ム
カ
デ
や
人
を
襲
う
獣
で
も
、
生
命
有
る
以
上
は
理
由
無
く
無
闇
に
殺
す
の
は

殺
生
で
す
。
と
こ
ろ
が
彼
等
の
住
む
べ
き
と
こ
ろ
に
於
い
て
の
話
で
、
人
の
生
活
圏
内
で
共
存
す
べ
き
生
き
物
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
精
神
的
に
も
問
題
が
あ
る
し
、
危
険
な
病
気
に
繋
が
る
衛
生
上
の
問
題
を
初
め
、
人
の
生
活

を
著
し
く
損
な
う
し
、
赤
ち
ゃ
ん
や
病
人
老
人
の
健
康
や
安
全
に
直
接
関
わ
る
事
で
す
。
こ
こ
で
も
人
間
の
健
全
な
生
存

が
第
一
で
す
。
他
の
命
を
人
と
比
べ
る
事
が
可
笑
し
い
の
で
す
。
命
と
い
う
者
を
何
で
も
人
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
こ

と
自
体
が
人
の
命
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
殺
す
事
は
決
し
て
好
ま
し
い
事
で
も
良
い
事
で
も
な
い
の
で
、
殺

さ
ず
に
人
間
社
会
を
守
る
為
に
は
家
の
内
外
を
整
備
し
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
だ
か
ら
進
め
て
い
る
の
で
す
。
毒
虫
も
毒
蛾

も
い
る
の
で
や
は
り
殺
虫
剤
も
罠
も
、
時
に
は
銃
も
必
要
で
す
。
好
き
で
殺
す
の
で
は
な
く
、
誰
か
が
犠
牲
に
な
る
前
に
、

止
む
を
得
ず
必
要
だ
か
ら
す
る
の
で
す
。
根
本
が
慈
悲
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
殺
生
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

殺
す
べ
き
時
は
潔
く
殺
し
て
も
良
い
と
言
う
事
で
す
か
？

老

師
・
・

そ
う
で
す
。
そ
れ
が
大
事
な
の
で
す
。
相
手
も
殺
さ
れ
た
く
は
な
い
し
、
矢
張
り
苦
し
い
の
で
す
か
ら
、

止
む
を
得
な
い
そ
の
時
は
無
心
に
、
そ
し
て
苦
し
ま
な
い
よ
う
に
一
気
に
サ
ッ
と
「
只
」
殺
し
て
や
る
の
で
す
。
命
を
認

め
た
り
、
殺
す
の
は
罪
だ
と
い
っ
た
念
を
持
た
ぬ
事
で
す
。
自
然
災
害
に
は
誰
も
文
句
が
言
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
一
切
の

念
が
無
け
れ
ば
相
手
の
恨
み
に
取
り
憑
か
れ
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
無
心
に
さ
れ
れ
ば
そ
の
様
な
性
か
ら
脱
し
て
成
仏

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
殺
す
べ
き
時
は
、
命
じ
ゃ
、
何
じ
ゃ
と
や
や
こ
し
い
理
屈
を
い
れ
る
と
躊
躇
し
ま
す
の
で
、

「
只
」
行
う
事
で
す
。
こ
れ
が
大
乗
の
精
神
で
あ
り
、
直
面
し
た
時
の
決
意
で
あ
り
、
慈
悲
で
す
。

小
乗
の
慈
悲
は
大
乗
の
破
戒
、
小
乗
の
破
戒
は
大
乗
の
慈
悲
と
あ
り
ま
す
。
可
愛
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
鼠
や
ゴ
キ
ブ

リ
や
ム
カ
デ
を
人
家
で
飼
え
ば
、
自
分
は
良
い
事
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
大
乗
の
大
き
な
目
か
ら
は
と
ん
で
も
無
い

危
険
な
事
で
あ
り
、
大
勢
に
迷
惑
を
掛
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
無
人
島
で
す
べ
き

で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
命
観
は
、
慈
悲
で
も
無
く
善
行
で
も
な
く
、
単
に
社
会
性
が
欠
落
し
た
小
さ
な
同
情
に
過
ぎ
な
い

の
で
す
。
と
に
か
く
大
き
く
救
う
時
、
殺
生
は
無
い
の
で
す
。
大
乗
の
精
神
、
釈
尊
の
精
神
と
い
う
も
の
は
、
改
め
る
べ
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き
も
の
は
改
め
、
守
る
べ
き
も
の
は
守
る
事
に
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
健
全
な
科
学
性
も
知
性
も
理
想
も
思
い
遣
り
も
、

や

大
勢
の
命
を
大
き
く
活
か
す
為
に
遣
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
だ
か
ら
大
乗
精
神
に
は
自
我
を
殺
す
と
い
う
以
外
、
本
も

つ
か

と
殺
す
と
い
う
概
念
は
無
い
の
で
す
。
活
か
す
為
の
慈
悲
の
殺
生
は
殺
生
と
言
わ
な
い
の
で
す
。
明
快
に
合
理
的
に
対
処

す
る
大
乗
精
神
は
無
我
の
精
神
で
す
。
無
我
は
大
我
で
す
。
だ
か
ら
世
の
中
が
良
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
戒
と
は
無
我

が
基
本
で
す
。
無
我
で
あ
る
か
ら
自
己
を
自
由
に
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
要
諦
は
坐
禅
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

参
禅
者
Ｂ
・
・

大
変
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
か
す
っ
き
り
し
ま
し
た
。

参
禅
者
Ｃ
・
・

先
日
中
学
一
年
生
を
対
象
に
、
子
供
の
将
来
に
つ
い
て
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
言
う
問
題
で
、
学
校
に

行
っ
た
の
で
す
が
、
子
供
じ
ゃ
な
く
て
先
生
が
始
末
悪
い
。
ま
ず
ま
と
も
な
挨
拶
が
出
来
な
い
。
服
装
も
先
生
と
は
思
え

な
い
し
、
校
長
室
へ
の
出
入
り
で
も
挨
拶
が
無
い
。
先
生
が
い
い
加
減
な
状
態
な
の
で
、
生
徒
も
大
半
が
だ
ら
し
が
な
か

っ
た
で
す
ね
。
こ
れ
で
は
子
供
が
駄
目
に
な
っ
て
も
当
然
で
は
な
い
か
と
が
っ
か
り
し
て
帰
宅
し
ま
し
た
。
あ
れ
で
は
確

か
な
教
育
が
出
来
る
は
ず
が
無
い
で
す
ね
。

老

師
・
・

そ
う
で
す
。
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
教
育
は
百
年
の
計
、
千
年
の
計
で
す
か
ら
、
先
生
の
質
と
言
い
ま
す

か
、
或
る
程
度
崇
高
な
人
格
と
実
地
の
為
の
内
容
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
よ
く
選
ん
で
し
な
い
と
、
日
本
の

将
来
全
体
が
掛
か
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

今
の
よ
う
に
父
兄
か
ら
尊
敬
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
不
自
然
で
な
っ
て
な
い
、
と
言
わ
れ
る
よ
う
で
は
、
教
壇
に
立
つ

資
格
は
無
い
の
で
す
。
人
の
師
に
成
る
と
言
う
事
は
、
そ
の
人
の
生
涯
に
関
わ
る
根
本
を
指
導
す
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら

聖
職
者
な
の
で
す
。
そ
の
自
覚
さ
え
無
い
よ
う
な
者
が
、
先
生
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
百
叩
き
し
て
教
壇
か

ら
追
い
出
す
べ
き
で
す
。
か
様
に
崩
れ
た
教
育
を
受
け
た
者
達
が
今
、
親
で
す
か
ら
、
学
校
家
庭
共
に
子
供
を
健
全
に
育

て
ら
れ
る
は
ず
は
無
い
の
で
す
。
だ
か
ら
人
を
刺
し
殺
し
、
親
を
バ
ッ
ト
で
殴
り
殺
す
よ
う
な
者
が
育
つ
の
で
す
。

次
世
代
を
育
て
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
絶
え
ず
教
育
の
健
全
化
を
計
る
事
で
す
。
教
育
内
容
と
先
生
の
質
の
向
上
を

計
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
教
育
だ
け
で
は
と
て
も
不
充
分
で
す
。
徳
性
を
育
み
、
徳
行
善
行
を
為
す
事
の
大
切
さ
を
、

教
師
自
ら
率
先
垂
範
す
る
。
こ
の
よ
う
な
教
師
を
育
み
育
て
る
に
は
、
行
を
中
心
に
し
た
伝
統
あ
る
確
か
な
宗
教
の
力
も

活
用
す
べ
き
で
す
。

こ
れ
か
ら
生
み
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
若
い
夫
婦
は
、
実
は
こ
う
し
た
現
実
に
ぞ
っ
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
子
育
て
は
そ
ん
な
に
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
赤
ち
ゃ
ん
の
要
求
を
よ
く
見
て
、
そ
の
内
容
が
見
抜

け
さ
え
す
れ
ば
、
今
必
要
と
し
て
要
求
し
て
い
る
事
に
、
愛
情
を
持
っ
て
丁
寧
に
応
ず
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
以
上
に
余
分

な
事
を
し
た
り
し
な
い
こ
と
で
す
。
何
故
な
ら
、
赤
ち
ゃ
ん
に
は
そ
の
子
の
リ
ズ
ム
と
速
度
と
摂
理
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
を
大
切
に
育
め
ば
良
い
の
で
す
。
必
要
要
求
に
対
し
て
一
〇
〇
％
答
え
て
行
け
ば
良
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
赤
ち
ゃ

ん
は
常
に
要
求
と
い
う
形
で
、
成
長
情
報
を
発
露
し
て
お
る
の
で
、
そ
れ
を
温
か
く
親
密
に
受
け
取
り
、
そ
れ
に
的
確
に

応
じ
て
お
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
健
全
な
母
性
本
能
が
き
ち
っ
と
発
露
顕
現
し
て
い
な
け
れ
ば
、
赤
ち
ゃ
ん

の
発
達
情
報
を
見
抜
け
ま
せ
ん
。
や
は
り
人
間
と
し
て
の
成
長
向
上
が
基
本
だ
と
言
う
事
に
な
り
ま
す
。
で
あ
れ
ば
、
全

然
心
配
は
い
ら
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
環
境
下
で
円
満
に
育
ち
、
成
長
と
と
も
に
教
育
の
面
白
さ
大
切
さ
に
天
分
を
見
出
し
た
人
が
教
師
に
な
る
の

が
最
善
な
の
で
す
。
や
は
り
家
庭
で
あ
り
、
両
親
か
ら
始
ま
る
と
言
う
事
で
す
。
社
会
や
国
家
が
、
そ
れ
を
擁
護
し
助
け

て
初
め
て
国
の
将
来
が
約
束
さ
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
国
家
と
国
民
と
家
庭
が
し
っ
か
り
信
頼
し
あ
え
る
よ
う
に
、
道

義
、
信
義
を
培
う
事
が
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

今
の
現
状
打
開
の
高
い
即
効
性
あ
る
解
決
策
は
、
正
直
言
っ
て
有
り
ま
せ
ん
。
此
処
ま
で
乱
れ
て
し
ま
う
と
、
す
る
側

も
さ
れ
る
側
も
、
手
を
付
け
れ
ば
忽
ち
そ
こ
か
ら
次
の
問
題
が
発
生
す
る
、
と
言
う
危
機
的
状
態
な
の
で
す
。
だ
と
す
る

と
、
唯
一
出
来
る
事
は
家
庭
レ
ベ
ル
で
対
処
す
る
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ず
親
が
、
信
ず
る
に
値
す
る
師
を
尋
ね
、
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或
い
は
先
輩
の
指
導
を
仰
ぎ
、
魂
の
研
参
を
怠
ら
ぬ
事
で
す
。
そ
し
て
親
ら
し
く
、
信
義
を
大
切
に
し
た
ケ
ジ
メ
有
る
家

庭
を
形
成
す
る
事
が
第
一
で
す
。

今
日
の
忙
し
さ
は
既
に
人
間
破
壊
の
元
凶
で
あ
り
、
金
銭
物
質
主
義
に
乗
せ
ら
れ
、
否
応
な
し
に
走
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

純
真
な
子
供
達
も
こ
れ
か
ら
、
そ
れ
以
上
加
速
し
た
社
会
に
処
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
何
の
為
の
人
生
か
と
、
そ

の
将
来
を
考
え
て
や
る
と
空
し
く
な
り
ま
す
。
青
少
年
が
、
健
全
な
理
想
や
夢
が
描
け
な
い
社
会
や
環
境
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
。
心
の
中
に
、
向
か
う
べ
き
将
来
が
無
い
と
言
う
事
は
、
生
き
て
い
く
意
義
が
無
い
、
既
に
良
き
人
生
な

ど
は
な
い
、
と
諦
め
た
状
態
と
言
う
事
で
す
。
こ
こ
を
み
ん
な
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
彼
等
の
と
ま
ど
い
と
不
安
を
受

け
取
れ
な
い
の
で
す
。
非
行
化
す
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
来
る
焦
燥
感
や
不
安
が
、
訳
も
な
く
不
満
と
な
り
怒
り
と
な
り
自

暴
自
棄
に
も
成
っ
て
い
く
の
で
す
。
打
て
る
手
段
は
た
だ
一
つ
。
親
の
愛
情
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
親
自
身
の
生
活
態
度
と
、

深
い
人
間
的
道
義
感
や
信
念
を
実
践
す
る
だ
け
で
す
。
本
当
に
空
し
い
助
言
に
な
り
ま
し
た
が
、
自
ら
の
向
上
心
を
大
切

に
し
て
、
弁
道
精
進
し
て
頂
き
た
い
と
願
う
ば
か
り
で
す
。
で
は
。

世
話
人
・
・

子
供
達
に
人
間
の
道
を
教
え
育
て
る
た
め
に
は
、
ま
ず
親
が
精
進
努
力
を
し
て
、
率
先
垂
範
を
宗
と
し
た

家
庭
生
活
を
通
し
て
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
と
言
う
事
で
す
ね
。

老

師
・
・

そ
の
通
り
で
す
。

世
話
人
・
・

他
に
何
か
質
問
は
無
い
で
す
か
？

無
け
れ
ば
終
わ
り
に
し
ま
す
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
二
月
十
八
日


