
自

己

を

な

やら
　

つヽ

『正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
勧
め

的

だ
れ
し
も
そ
う
か
も
知
れ
な

い
が
、
小
学
校
か
ら
高
校
、
大
学
ま

で
長

い
問
、
毎
日
毎
日
学
校
に
通

い
、
た
く
さ
ん
の
先
生
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
習

っ
て
き
た
の
に
、
さ
て
そ
の
中
で
、
今
で
も
鮮
明

に
憶
え
て
い
る
こ
と
と
な
る
と
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
大
抵
の
場
合

そ
れ
は
、
勉
強
の
内
容
よ
り
、
ふ
と
浦
し
た
そ
の
先
生
の
家
庭
の
事

情
で
あ

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

私
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
高
校

の
頃
、
あ
る
先
生
が
次
の
よ
う

に
述
べ
た
の
を
今
で
も
情
え
て
い
る
。
曰
く
、

「
学
ぶ
と
は
、
普
通

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
の
を
憶
え
て
賢
く
な
る
こ
と
で
は
な
く

逆
に
ど
ん
ど
ん
忘
れ
て
パ
カ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
を
令
虫
パ

カ
に
で
き
れ
ば
、
現
想
的
教
育
で
あ
る
」
。
こ
の
コ
ト
パ
の
と
お
り
と

す
れ
ば
、
大
学
に
入
学
し
て
段

々
パ
カ
に
な

っ
て
年
業
す
れ
ば
、
こ

れ
は
ま
た
大

い
に
学
ん
だ
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
前
な
の
中
に

も
、
本
半
に
来
て
、
そ
の
意
味
で
日
々
順
調
に
学
び
つ
つ
あ
る
者
も

少
な
く
な
か
ろ
う
。

こ
の
小
文
を
入
門
と
し
て
、
皆
に
も
ぜ
ひ
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と

荻

原

き築

（哲

思

っ
て
い
る
、
「正
法
限
蔵
随
聞
記
」
は
、
錬
倉
仏
教
の

一
方
の
代
表

者
、
道
元

（
一
二
〇
〇
―
十

一
二
五
三
）
が
折
に
ふ
れ
語

っ
た
こ
と

を
、
弗
子
の
隈
柴
が
聞
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
元
の
主
著
は
、

難
解
と
さ
れ
る

「正
法
限
蔵
」
九
五
巻
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
苦

物
の
関
係
は
ち
ょ
う
ど
、
鎌
含
仏
教
の
も
う

一
方
の
代
表
者
、
親
鷺

の
■
者
が
、
「教
行
信
証
」
六
巻
で
あ
り
、
「歎
果
抄
」
が
弟
子
唯
円
に

よ
る
問
き
苦
き
で
あ
る
の
と
似
て
い
る
。

そ
の

一正
法
限
蔵
」
の

「
現
成
公
案
」
の
巻
に
、
「
仏
道
を
な
ら
う

と

い
う
は
、
自
己
を
な
ら
う
な
り
。
自
己
を
な
ら
う
と
い
う
は
、
自

己
を
わ
す
る
る
な
り
」
と
あ
る
。
少
し
堅
苦
し
く
な
る
が
、
ま
ず
こ

の
文
の
意
味
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
い
う

「
な
ら
う
」
と
は

「
学
ぷ
岩
知
る
」
あ
る
い
は

「
知

識
の
修
得
」
の
こ
と
で
あ
る
。
知
る
こ
と
あ
る
い
は
知
識
の
修
得
は
、

通
常
次
の
よ
う
な
過
程
と
さ
れ
る
。
ま
ず
未
知
の
対
象
が
あ
る
。
例

え
ば
物
理
学
や
経
済
学
の
対
象
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
対
象
は
、

我
々
が
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
、
知
ら
な

い
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
と
も

と
、
あ
る
固
有
の
性
質
を
も

っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、
こ
の
未

知
の
対
象
を
様
々
な
角
度
か
ら
眺
め

（観
察
）
、
場
合
に
よ

っ
て
は
こ



ち
ら
か
ら
そ
れ
に
刺
激
を
与
え
て
反
応
を
み
た
り

（実
験
）
す
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
対
象
の
性
質
が
明
ら

か
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
無
垢
で
あ

っ
た
木
知
の
対
牧

が
、　
一
つ

一
つ
新
し
い
性
質
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
て
い
く
、
山
紙
に

順
に
絵
が
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
過
程
の
中
で
、
な
ら
い
、
学
び
、
知
る
主
体
が
自
己
で
あ
る
。

自
己
が
な
ら
い
、
学
び
、
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
問
だ
け
の
こ

と
で
な
く
、
日
常
の
生
活
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
化
活
す
る
の

が
自
己
で
あ
り
、
自
己
が
生
活
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
出

己
は
、
身
近
か
に
す
ぎ
る
た
め
か
、
か
た

っ
て
意
識
さ
れ
な
い
。
十

ん
だ
り
、
生
活
し
た
り
す
る
主
体
よ
り
も
、
学
び
の
あ
る
い
は
■
活

の
対
象
の
方
が
、
第

一
の
関
心
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
う
方

よ
り
、
な
ら
う
対
象
の
方
が
、
第

一
義
と
さ
れ
る
。

遺
元
は
こ
こ
で
、
自
己
が
で
な
く
、
自
己
を
な
ら
う
と
い
う
。
出

己
を
な
ら
う
の
だ
か
ら
、
自
己
が
な
ら

っ
た
り
、
自
己
が
生
活
し
た

り
す
る
そ
の
自
己
を
、
今
度
は
対
象
と
し
て
な
ら
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
道
元
に
と

っ
て
は
そ
の
こ
と
が
仏
道
で
あ
る
。
こ
こ
で
仏
迪

と

い
っ
て
も
抹
喬
臭

い
も
の
は
考
え
な
く
て
よ

い
。
仏
道
は
白
ｄ
を

な
ら
う
こ
と
の
別
名
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「自
己
が
な
ら
う
」
の
な
ら
う
と
、
「自
己
を
な

ら
う
」
の
な
ら
う
で
は
、
事
柄
が
少
し
違
う
。
す
で
に
述
べ
た
、
昨

通
の
学
ぶ
、
知
る
の
意
味
に
従
え
ば
、
自
己
を
な
ら
う
は
、
向
己
を

対
象
と
し
て
よ
く
眺
め
て
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
な
か

っ
た
自
己
と
い

う
も

の
の
性
質
を
見

つ
け
出
す
、

つ
ま
り
自
己
を
新
た
に
限
定
し
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し

「
自
己
を
な
ら
う
」

の
よ
う

に
自
己
が
な
ら
う
の
対
象
で

あ
る
場
合
、
問
題
は
、
は
た
し
て
自
己
と

い
う
も
の
が
、
物
理
学
の

対
象
の
物
体
や
そ
の
運
動
、
経
済
学

の
対
象
の
人
問
や
維
済
行
動
の

よ
う
に
、
も
と
か
ら
あ
る
性
質
を
も

っ
て
向
こ
う
側
に
あ

っ
た
も
の

か
ど
う
か
と

い
う
点

に
あ
る
。
白
亡
と
は
こ
ち
ら
側
の
自
分
の
こ
と

だ
か
ら
、
山
Ｌ
に
つ
い
て
な
ら
う
時

は
、
こ
こ
が
徹
妙
に
な
る
。
も

し
、
白
亡
が
も
と
も
と
存
在
し
な

い
も

の
な
ら
は
、
あ
る

い
は
物
理

学
や
維
済
学
の
対
象
と
同
じ
意
味

で
は
存
在
し
な

い
も
の
だ
と
す
れ

ば
、
山
己
に
つ
い
て
の
様

々
な
限
定

は
無
意
味
に
な
る
の
か
も
知
れ

な

い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
山
Ｌ
に

つ
い
て
は
、

一
上
白
亡
を
こ
れ

こ
れ
の
も
の
だ
と
し
て
限
と
す
る
と
、
そ
の
後
は
、
逆
に
白
直
は
こ

れ
こ
れ
の
も

の
で
あ
る
は
ず
だ
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
問
定
化
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
な
か

っ
た
自
己
に
、
架
々

の
限
定

を
し
て
、
そ
の
後
は
そ
の
限
と
か
ら
離
れ
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

自
己
と

い
う
の
は
、
あ
る
い
は
、
そ
う

い
っ
た
架
空
の
限
定

の
集
ま

り
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
そ
の
と
お
り
と
す
れ
ば
、
自
己
を
な
ら
う
と
は
、
黙

究

の
結
果
、
自
己
に
新
た
な
限
定
を
加
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
、

す
で
に
加
え
ら
れ
て

い
る
様

々
な
限
定
を

一
つ

一
つ
取
り
外
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
自
己
を
な
ら
う
こ
と
は
自
己
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
知
り
方

に
二
つ
あ
る
。
例
え
て
い
え
ば

一
つ
は
、
対
象

に
次

々
に
衣
装
を
着
せ
て
い
く

こ
と
、
も
う

一
つ
は
、
逆
に
対
象
か



ら
順
に
衣
装
を
刺
ぎ
と

っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
自
己
を
知
る
は
後

者
の
知
り
方
だ
が
、
自
己
と
い
う
衣
装
は
し
ば
し
ば
厳
重
な
の
で
、

真
実
に
自
己
を
知
る
の
は
意
外
に
難
し
い
の
で
あ
る
。

型
り
く
ど
い
い
い
方
を
し
た
が
、
具
体
的
に
は
、
自
己
を
な
ら
う

あ
る
い
は
自
己
を
忘
れ
る
と
は
、
自
己
を
徹
底
的
に
み
つ
め
る
こ
と

で
あ
る
。
自
己
を
し

っ
と
見
つ
め
、
自
己
の
あ
り
の
ま
ま
を
自
覚
し

た
時
、
自
己

へ
の
と
ら
わ
れ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
忘
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
自
党
す
る
こ
と
は
忘
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
但
し
こ
こ
は
中
途
半
職
な
自
党
で
は
だ
め
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
か
た

っ
て
新
た
な
限
定
で
自
己
を
縛
る
こ
と
に
な
る
。
忘

れ
る
で
な
く
と
ら
わ
れ
る
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
が
難
し
い
。
そ

れ
故
自
己
を
な
ら
う
は
、
終
わ
り
の
な

い
道
、
日
々
の
行
な
の
で
あ

Ｚつ
。

働

以
上
が
長
く
な

っ
た
が
前
お
き
で
あ
る
。

さ
て

一正
法
限
蔵
随
門
記
」
の
主
題
は
二
つ
あ
る
。　
一
つ
は
、
仏

道
を
な
ら
う
、　
つ
ま
り
自
己
を
な
ら
う
こ
と
は
、
何
を
さ
て
お
い
て

も
第

一
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
。
も

う

一
つ
は
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ

っ
て
、
他
の
何
か
の

手
段
で
あ

っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
自
己
を
な
ら
う
こ
と
の

緊
急
性
と
純
粋
性
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
仏
道
を
な
ら
う
こ
と

の
第

一
義
性
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
第

一
義
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
、
往
々
に
し
て

我
々
に
と

っ
て
は
第
二
義
に
な
り
下

っ
て
し
ま
う
。
道
元
は
こ
の
こ

と
の
原
因
を
我
執
に
お
く
。
自
己
を
な
ら
う
こ
と
は
自
己
を
忘
れ
る

こ
と
で
あ

っ
た
の
に
、
反
対
に
我
執
は
自
己

へ
の
こ
だ
わ
り
だ
か
ら

で
あ
る
。

「学
道
の
人
、
す

べ
か
ら
く
吾
我
を
離
る
べ
し
」
と
言
わ

れ
る
。

こ
の
我
執
に
よ

っ
て
、
こ
と
が
ら
の
繁
迫
性
、
純
粋
性
が
薄
め
ら

れ
、
第

一
義
が
第
二
義
に
落
ち
て
し
ま
う
。
道
元
は

一正
法
眼
蔵
随

Ｗ
記
」
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
、
ど
ん
な
小
さ
な
も
の
で

も
見
落
と
す
こ
と
な
く
厳
し
く
取
り
上
げ
、
反
省
を
迫
る
。
こ
の
求

道
の
厳
し
さ
、
そ
の
奥
に
あ
る
純
粋
さ
、
真
摯
さ
が
、
読
む
人
に
感

銘
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

以
下
こ
の
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
、

い
く

つ
か
の
観
点
に
分
け
な
が

ら
、
本
文
を
現
代
語
に
直
し
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

「　
」
の
中
が

本
文
の
訳
で
、
後
の
文
は
私
の
簡
単
な
解
説
で
あ
る
。
（　
）
の
中
は

長
円
寺
本
の
巻
章
で
あ
る
℃

―
　

「吾
我
を
離
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
ま
ず
な
さ
れ
る
べ
き
こ

と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
心
に
な
ろ
う
と
思

っ
た
ら
ま
ず
無
常
で
あ

る
こ
と
を
思
い
出
し
た
ら
よ
い
。　
一
生
は
夢
と
同
じ
で
あ
る
。
時

は
ま
た
た
く
間
に
移
ろ
う
。
露
の
よ
う
な
命
は
消
え
や
す

い
よ
４

の
３
）

「今
夜
明
日
、
ど
の
よ
う
な
重
病
に
か
か

っ
て
、
末
も
西
も
分

ら
な
く
な
る
程
苦
し
む
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
い
か
な
る
鬼
神
の

怨
害
を
う
け
る
か
も
知
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
暴
賊
に
会

い
、
怨
敵

に
会

っ
て
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
実
に
不
定
で
あ
る
只
３
の
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「
仏
道
を
学
よ
者
は
、
後
日
を
待

っ
て
学
ほ
う
と
考
え
て
は
い

け
な

い
。
今
日
、
只
今
の
時
を
空
し
く
過
さ
な

い
よ
う
に
し
、
毎

日
、
毎
時
勤
む
べ
き
で
あ
る
」
（
１
の
６
）

我
々
が
何
か
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
な
か
な
か

一
途
に
そ
の
気

に
な
れ
な
い
時
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
こ
と
の
他
に
、
こ
れ
も
し

た
い
、
あ
れ
も
し
た
い
と
い
う
自
分
を
認
め
、
そ
ち
ら
の
方
を
大
事

に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
吾
我
を
離
れ
る
に
は
無
常
を
感
じ
る
の

が
第

一
で
あ
る
。
時
は
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
て
い
く
。
自
分
の
命
は
い
つ

つ
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
チ
ヤ
ン
ス
を
失
う
と
時
は
待

っ
て
い
て
く

れ
な

い
。
仏
道
を
学
よ
の
に
万
全
の
準
備
が
で
き
る
の
を
待
つ
会
裕

・

は
な

い
。
悠
長
に
し
て
は
い
ら
れ
な

い
。

「頭
燃
を
払
う
」
と
い
う
ヨ
ト
パ
が
あ
る
。
毛
髪
に
火
の
つ
い
た

と
き
、
我
々
は

一
一
九
番
を
廻
す
よ
う
な
の
ん
び
り
し
た
こ
と
は
し

な
い
。
他
の
す
べ
て
を
忘
れ
て
走
り
出
す
の
で
あ
る
。
す
で
に
髪
に

火
が
つ
い
て
い
る
ぞ
と
い
う
の
が
無
常
迅
速
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２
　

「仏
道
を
学
ほ
う
と
す
る
人
は
、
何
を
食
べ
る
か
、
何
を

着
る
か
、
そ
ん
な
こ
と
に
気
を
配
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
」
（１

の
４
）

「仏
道
を
学
よ
人
は
貧
乏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
の
中
を

み
る
に
、
財
あ
る
人
に
は
う
ら
み
、
恥
辱
の
二
つ
の
難
が
お
こ
っ

て
く
る
。
財
が
あ
れ
ば
人
が
走
を
取
ろ
う
と
し
、
自
分
は
取
ら
れ

ま
い
と
し
て
、
お
互
い
の
う
ら
み
、
怒
り
が
生
ず
る
。
日
論
、
訴

訟
と
な
れ
ば
遂
に
は
な
ぐ
り
合

い
や
合
戦
に
な
る
。
そ
の
間
に
う

ら
み
、
怒
り
、
恥
辱
が
生
す
る
の
で
あ
る
」
（
４
の
４
）

「仏
道
を
学
ぶ
人
は
貧
乏
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
財
が
多
い

と
学
道
の
志
が
に
よ
る
」
（４
の
９
）

こ
と
が
ら
が
１
で
み
た
よ
う
に
せ

っ
ぱ
詰
ま

っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

我
々
に
と

っ
て
何
を
食
べ
る
か
、
何
を
着
る
か
、
ど
の
よ
う
な
環
境

に
住
む
か
は
二
の
次
の
問
題
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
財
は
志
を
鈍
ら

せ
、
気
を
散
ら
し
、
学
道
の
妨
げ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
我
々
の

日
常
は
、
こ
の
衣
糧

・
富
貴
の
追
求
こ
そ
人
生
の
目
的
で
あ
る
か
の

よ
う
に
振
る
舞

っ
て
い
る
。
こ
と
が
ら
は
逆
さ
ま
で
あ
る
。

３

　

「あ
る
人
が
、
私
は
病
気
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
才
能
に

乏
し
い
。
学
道
を
全
う
で
き
な

い
。
だ
か
ら
教
え
の
要
点
だ
け
聞

い
て
、　
一
人
で
静
か
に
脳
居
し
て
、
身
体
を
大
切
に
し
て

一
生
を

道元のドi像山



終
え
よ
う
と
思
う
、
と
言
う
。
こ
れ
は
考
え
違
い
で
あ
る
。
昔
の

す
ぐ
れ
た
祖
師
た
ち
も
、
強
靭
な
身
体
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は

な

い
。
学
道
の
先
輩
た
ち
も
す

べ
て
が
才
能
豊
か
で
あ

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
…
…
今
生
に
も
し
学
道
修
行
し
な
い
で
い
て
、
今
度

い
つ
病
な
く
、
能
力
豊
か
な
人
と
し
て
生
れ
変

っ
て
学
道
で
き
る

と

い
う
の
か
。
身
命
を
か
え
り
み
な

い
で
発
心
修
行
す
る
の
が
学

道
の
最
も
肝
要
な
点
で
あ
る
」
（
１
の
２
）

「
仏
に
せ
よ
祖
師
方
に
せ
よ
、
皆
も
と
も
と
は
凡
夫
で
あ

っ
た
。

凡
夫

の
時
は
悪

い
行

い
も
し
、
悪

い
心
も
も
ち
、
鈍
で
も
あ
り
、

愚
か
で
も
あ

っ
た
。
そ
う
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
改
め
て
師
に
随

っ

て
修
行
し
た
か
ら
仏
と
な
り
祖
師
と
な

っ
た
。
今
の
人
も
そ
の
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
愚
か
で
あ
る
、
鈍
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ド

し
て
は
い
け
な

い
。
今
こ
こ
で
学
ば
な

い
で
い
て
い
つ
学
ぶ
と
い

う
の
か
」
（１
の
１３
）

緊
迫
感
の
中
で
学
道
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
も
、
も
う

一
つ
い

配
事
が
あ
る
。
自
分
の
能
力
が
そ
の
た
め
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な

い
。
こ
と
が
ら
は
せ
っ
ぱ
詰
ま

っ
て

お
り
、
能
力
を
去
々
す

べ
き
場
合
で
は
な
く
、
ま
た
志
さ
え
あ
れ
ば

か

つ
て
成
就
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
権
力
に
対
す
る
疑
義
は
逃
げ

で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
我
批
で
あ
る
。
自
己
を
な
ら
う
の
に
能
力
の
行

る
無
し
は
無
関
係
で
あ
る
。

４

　

「世
の
人
は
多
く
、
善

い
こ
と
を
作
す
時
は
人
に
知
ら
れ

よ
う
と
思
い
、
悪
事
を
作
す
時
は
人
に
知
ら
れ
ま
い
と
思
う
。
だ

か
ら
作
し
た
善
事
に
は
利
益
が
な
く
、
密
に
し
た
惑
事
は
鰐
兄
し

罰
が
下
る
の
で
あ
る
。
…
…
人
の
知
ら
な
い
時
に
密
に
善
事
を
な

し
て
、
ま
ち
が
え
て
悪
事
を
な
し
て
し
ま

っ
た
ら
か
く
さ
な
い
で

そ
の
あ
や
ま
ち
を
悔

い
る
べ
き
だ
」
（２
の
１５
）

「
当
今
、
仏
道
を
学
ぶ
人
の
多
く
は
、
法
席
に
お
い
て
、
自
分

が
い
か
に
よ
く
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
か
を
人
に
知
ら
れ
よ
う
と

し
、
人
を
感
心
さ
せ
る
答
の
仕
方
な
ど
考
え
て
い
る
か
ら
、
大
切

な
こ
と
を
聞
き
の
が
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
道
を
求
め
る
心
が
な

く
、
吾
我
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
１
の
９
）

「
学
道
の
人
は
世
間
の
人
に
智
者
で
あ
る
と
か
も
の
知
り
で
あ

る
と
か
い
わ
れ
て
は
だ
め
で
あ
る
」
（３
の
９
）

「
そ
う
で
あ
る
の
に
、
今
の
半
人
僧
侶
は
、
人
に
勝

つ
た
め
に

法
問
を
学
ほ
う
と
す
る
」
（６
の
２３
）

仏
道
を
な
ら
う
こ
と
、　
つ
ま
り
自
己
を
な
ら
う
こ
と
は
、
道
元
の

立
場
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ

っ
て
、
他
の
す
べ
て
に

優
先
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
、
第

一
装
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
し
か
し

往
々
に
し
て
第

一
義
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
、
他
の
こ
と
が
ら
の

手
段
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
純
粋
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
せ

っ
か
く
の
予
事
が
ｒｔ
分
の
普
人
で
あ
る
こ
と
の
顕
彰
、
宣

伝
と
い
う
問
的
の
手
段
に
な

っ
て
し
ま
う
。
知
識
に
つ
い
て
も
、
も

の
を
知
る
こ
と
学
ぶ
こ
と
が
、
自
分
の
理
解
力
、
博
識
の
誇
示
と
い

う
別
の
こ
と
が
ら
の
手
段
に
な

っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば

私
が
こ
の
小
文
を
書
き
な
が
ら
、
読
者
を
感
心
さ
せ
よ
う
、
大
向
こ

う
を
う
な
ら
せ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ひ
ょ
っ
と
考
え
て
し
ま

う
。
純
枠
さ
と
は
難
事
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
日
の
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多
数
の
考
え
は
逆
で
、
な
る
べ
く
目
立

つ
よ
う
に
振
る
舞
い
、
自
己

宣
伝
を
し
、
自
分
を
売
り
込
む
こ
と
が
、
か
た

っ
て
美
徳
と
さ
れ
た

り
す
る
。

５

　

「仏
道
を
学
ぷ
人
は
、
自
分
の
見
解
に
執
着
し
て
は
い
け

な

い
。
た
と
え
自
分
で
は
分

っ
た
と
思
う
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
も

し
し
た
ら
誤
解
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
自
分
の
兄
解
の
他
に
も

正
し
い
見
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
と
し
て
、
広
く
即
を
も
訪
ね
、

先
人
の
言
葉
な
ど
も
調
べ
て
み
る
べ
き
で
あ
る
」
（５
の
１
）

「仏
道
を
学
ぶ
人
の
第

一
に
す

べ
き
こ
と
は
我
兄
を
離
れ
る
こ

と
で
あ
る
」

（５
の
２
）

「世
間
の
人
は
多
く
言
う
。
師
の
コ
ト
パ
を
問
い
た
が
、
私
の

兄
解
は
そ
れ
と
違

い
ま
す
と
。
こ
れ
は
間
違

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

経
典
の
い
う
こ
と
が
自
分
の
見
解
と
違
う
時
、
経
典
が
間
違

っ
て

い
る
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
も
し
自
分
の
見
解
が
正
し
い
な

ら
、
な
ぜ
あ
ら
た
め
て
師
に
問
う
の
か
。
ま
た
日
常
の
常
識
に
合

っ
て
い
る
か
ら
自
分
の
見
解
は
正
し

い
の
だ
と
い
う
か
も
知
れ
な

い
が
、
日
常
世
間
的
な
見
解
は
も
と
も
と
問
違
い
な
の
だ
。
学
道

の
用
心
は
、
自
分
の
見
解
に
ち
が

っ
て
い
て
も
、
師
の
兄
解
、
経

典
の
兄
解
な
ら
ば
、
そ
ち
ら
に
従

っ
て
自
分
の
我
見
の
方
を
捨
て
、

改
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
」
（６
の
Ｍ
）

「仏
道
を
学
ぷ
人
が
情
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
旧
児

に
こ
だ
わ

っ
て
そ
れ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（５
の

６
）

「法
話
の
席
で
話
を
よ
く
理
解
す
る
に
は
、
自
分
が
も
と
も
と

持

っ
て
い
た
見
解
を
、
師
の
コ
ト
パ
に
従

っ
て
次
第
に
改
め
て
い

け
ば
よ
い
。
例
え
ば
、
仏
と
は
、
自
分
で
は
光
輝
き
、
徳
の
高

い

も
の
だ
と
思

っ
て
い
て
も
、
師
が
も
し
、
仏
と
は
〃

マ
や
ミ
ミ
ズ

で
あ
る
と
言

っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
仏
と
は
ガ
マ
の
こ
と
で
あ
る
と

し
て
、
日
頃
の
見
解
を
捨
て
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」
（２
の
１０
）

今
日
の
我
々
は
、
物
事
は
自
分
で
判
断
す
る
と
か
、
自
分
で
判
断

し
な
け
れ
ば
納
得
で
き
な
い
と
か
言
う
。
こ
れ
は
最
後
ま
で
残
る
我

執
で
あ
る
。
自
分
で
判
断
で
き
る
な
ら
、
人
に
問
わ
な
け
れ
ば
よ
い

し
、
ま
た
新
し
い
知
兄
を
求
め
る
必
要
も
な
い
。
自
分
の
見
解
を
大

切
に
持
ち
歩
き
な
が
ら
、
形
式
だ
け
は
人
に
教
え
を
請
う
か
ら
、
そ

れ
は
教
え
教
わ
る
こ
と
で
な
く
勝
ち
負
け
の
勝
負
に
な

っ
て
し
ま
う
。

あ
く
ま
で
己
を
空
し
く
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

以
上
五
つ
の
項
目
に
分
け
て
、

「
正
法
眼
蔵
随
閣
記
」
の
エ
ッ
セ

ン
ス
を
示
し
た
つ
も
り
だ
が
、
こ
と
は
す
べ
て
今
日
の
多
数
派
の
常

識
と
は
正
反
対
の
内
容
で
あ
る
。
理
解
し
て
も
ら
え
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
本
に
は
、
も
と
に
な
る
写
本
が
、

「面
山
本
」
、
「
長
円
寺
本
」

の
二
種
あ
り
、
内
容
は
ほ
ほ
同
じ
だ
が
、
排
列
が
異
な

っ
て
い
る
。

岩
波
文
庫
本
の
も
の

（和
辻
哲
郎
校
丁
）
は
前
者
に
よ
り
、
講
談
社

文
庫
の
も
の

（山
崎
正

一
枚
注
）、
筑
摩
選
書
の
も
の

（水
野
弥
穂
子

校
注
）
は
後
者
に
よ
る
。
後
の
■
つ
は
現
代
語
訳
付
き
で
読
み
易

い
。


