
１．

前
言

中
世
禅
林
と
い
う
知
の
空
間
に
お
い
て
、
な
ぜ
文
学
（
詩
）
と
呼
ば

れ
る
現
象
が
現
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、「
五
山
文
学
」（
禅
林
文

学
）
と
い
う
学
問
領
域
に
お
い
て
、
最
も
核
心
的
で
あ
り
な
が
ら
（
／

で
あ
る
が
ゆ
え
に
）、
実
際
的
な
問
題
意
識
と
し
て
は
絶
え
ず
周
辺
化

さ
れ
続
け
、
実
質
的
に
は
不
問
の
前
提
と
し
て
隠
蔽
・
排
除
さ
れ
続
け

て
き
た
。
そ
の
結
果
、「
五
山
文
学
」
と
い
う
学
問
領
域
は
、
中
世
文

学
の
体
系
の
中
に
自
明
の
所
与
と
し
て
配
置
さ
れ
、
知
の
ロ
ー
カ
ル

化
・
断
片
化
を
補
強
し
て
い
く
よ
う
な
専
門
細
分
化
の
制
度
性
の
中
で
、

「
文
學
界
の
孤
兒
」１

と
い
う
標
徴
に
約
言
さ
れ
る
よ
う
な
自
閉
性
を
強

く
保
全
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
禅
林
詩
学
に
お
け
る
詩
の
産
出

機
制
が
文
学
と
い
う
領
域
の
中
で
自
律
的
・
自
閉
的
に
働
い
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
仏
教
と
い
う
思
考
法
の
中
で
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
る

の
だ
と
す
る
な
ら
ば２

、
そ
れ
は
、
中
世
と
い
う
知
の
空
間
に
お
い
て
同

様
に
仏
教
的
思
考
法
の
中
で
構
造
化
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
知
の
諸

形
式
―
―
す
な
わ
ち
歌
論
・
連
歌
論
・
能
楽
論
―
―
と
も
構
造
的
な

照
応
性
な
い
し
は
共
軛
性
を
十
分
に
保
持
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
禅
僧
は
な
ぜ

詩
を
作
っ
た
の
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
い
に
立
ち
返
る
こ
と
で
、
中

世
的
な
知
の
共
軛
性
を
（
再
）
構
築
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
当
座
の

起
点
と
し
て
「
五
山
文
学
」
を
開
く
こ
と
、
そ
れ
は
五
山
文
学
研
究
の

置
か
れ
て
い
る
状
況
を
鑑
み
て
喫
緊
の
課
題
と
言
う
べ
き
で
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
の
試
み
の
中
で
、
本
稿
が
鍵
概
念
と
し
て
考
え
る
の
が
、
言
語

の
〈
外
部
〉
で
あ
る
。

禅
僧
の
、
ほ
と
ん
ど
偏
執
狂
的
と
も
言
え
る
言
語
に
対
す
る
視
線
が
、

言
語
の
桎
梏
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
可
能
性
、
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語

の
〈
外
部
〉〔
彼
岸
〕
―
―
〈
不
可
説
＝
語
り
え
ぬ
も
の
〉
―
―
へ
と
越

境
す
る
可
能
性
を
探
求
す
る
過
程
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と

は
、『
楞
伽
経
』〔
四
巻
本
〕、
虎
関
師
錬
『
仏
語
心
論
』
の
精
読
を
通

－ 1－
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し
て
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る３

。
つ
ま
り
は
、
禅
僧
の
詩
的
実
践
も
ま

た
こ
の
よ
う
な
、〈
語
り
え
ぬ
も
の

、
、
、
、
、
、

〉
を
い
か
に
語
る
か

、
、
、
、
、
、
、

、
と
い
う
探

求
の
延
長
線
上
で
展
開
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
だ
が
、
禅
僧
の
言

語
の
〈
外
部
〉
へ
の
視
線
が
彼
ら
の
詩
的
実
践
と
ど
の
よ
う
に
照
応
し

て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
綿
密
な
論
理
構
造

の
解
明
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
本
稿
で
は
以
下

に
、
禅
僧
の
言
語
の
〈
外
部
〉
へ
の
視
座p

ersp
ectiv

e

を
丹
念
に
追

跡
し
な
が
ら
、
特
に
〈
外
部
〉
と
内
部
の
関
係
性
と
い
う
点
に
照
準
を

合
わ
せ
つ
つ
、
い
か
に
し
て
仏
教
的
思
考
回
路
の
中
か
ら
詩
と
い
う
実

践
が
産
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
改
め
て
絮
説
す
る
ま
で
も
な
く
、〈
外
部
〉（
或
い
は
〈
他

者
〉）
と
い
う
主
題
は
、
現
代
的
な
知
の
前
衛
に
お
い
て
は
一
つ
の
基

軸
的
な
問
題
系
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
が４

、
そ
の
こ
と
を
承
け
て
予

め
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
多
様
な
文
脈
で
展
開
さ
れ
る
外
部
論
の

中
に
あ
っ
て
、
本
稿
の
〈
外
部
〉
論
は
、
同
心
円
的
領
域
構
造
の
外
部

と
い
う
意
味
で
の
辺
境
性
や
周
縁
性
の
議
論
と
は
一
致
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
規
定
す
る
〈
外
部
〉
と
は
、
例
え
ば
、
端
的
に

は
（
本
稿
と
は
モ
チ
ー
フ
も
文
脈
も
大
き
く
異
に
し
た
も
の
だ
が
）、

笠
井
潔
『
外
部
の
思
考
・
思
考
の
外
部
』（
作
品
社
、
一
九
八
八
年
）

の
次
の
よ
う
な
言
表
の
中
に
見
出
し
う
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
ど
の
よ
う
な
メ
タ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
暗

示
や
予
感
や
象
徴
に
お
い
て
で
さ
え
、
い
っ
た
ん
外
部
を
語
っ
た
そ
の

瞬
間
に
、
外
部
は
内
部
化
さ
れ
、
あ
の
二
項
対
立
の
も
と
に
顛
倒
的
に

隠
蔽
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
」（
四
五
頁
）
と
い
っ
た
、
絶
対
的
に
到

達
不
可
能
・
言
表
不
可
能
な
、（
認
識
論
的
次
元
に
お
い
て
）
不
在
、
、

と

し
て
の
〈
外
部
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
Ｇ
・

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
次
の
よ
う
な
説
明
と
も
符
節
を
合
わ
せ
る
も
の
で

あ
る
だ
ろ
う
―
―
「
外
が
ど
ん
な
外
部
的
世
界
よ
り
も
遠
い
よ
う
に
、

内
は
あ
ら
ゆ
る
内
部
的
世
界
よ
り
も
深
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
は
な
い
か
。
外
は
固
定

し
た
限
界
で
は
な
く
、
動
く
物
質
な
の
で
あ
る
。
こ
の
物
質
は
、
蠕
動

に
よ
っ
て
、
一
つ
の
内
を
形
成
す
る
襞
や
褶
曲
に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら

れ
る
。
内
は
外
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
外
の、
内
で
あ
る
。

…
…
だ
か
ら
、
思
考
さ
れ
な
い
も
の
は
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
外

を
裏
う
ち
し
、
外
を
穿
つ
思
考
不
可
能
性
と
し
て
、
思
考
の
中
心
に
存

在
す
る
の
だ
」（
傍
点
引
用
原
文
）５

。

本
稿
に
お
け
る
〈
外
部
〉
と
は
、
議
論
の
対
象
、
知
的
統
握
の
対
象

と
な
り
う
る
よ
う
な
何
ら
か
の
具
体
的
問
題
設
定
な
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
い
か
な
る
形
而
上
学
的
「
実
体
」
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

そ
も
そ
も
〈
外
部
〉
へ
の
探
究
が
、
明
晰
な
か
た
ち
で
そ
の
全
貌
を
開

示
し
う
る
は
ず
だ
、
知
解
可
能
な
は
ず
だ
、
と
い
う
信
念
・
予
断
の
下

に
訴
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
や
挫
折
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
笠
井
の
言
い
方
を
藉
り
れ
ば
、「
外
部
は

た
だ
、
内
部
が
そ
の
自
己
累
積
の
果
て
に
、
そ
の
極
限
で
直
面
せ
ざ
る

－ 2－



を
え
な
い
自
己
限
界
の
意
識
と
し
て
の
み
、
い
わ
ば
予
感
さ
れ
る
に
過

ぎ
な
い
」（
十
八
頁
）
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
も
っ
て
徹
底
的

に
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
語
る
と
い
う
行
為
に
不
可
避
的

に
随
伴
さ
れ
る
〈
外
部
〉
の
隠
蔽
（
実
体
化
）
と
い
う
機
制
に
つ
い
て
、

す
な
わ
ち
、〈
外
部
〉
論
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。〈
外
部
〉
論

の
可
能
性
と
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
決
し
て
払
拭
す
る
こ
と
な
く
保

持
し
続
け
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
初
め
て
幽
か
に

、
、
、

開
示
さ
れ
う
る
も

の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
稿
導
入
の
問
題
意
識
に
立
ち
戻
っ
て
附
言
す
る
な
ら
ば
、

論
述
の
過
程
で
幾
度
か
中
世
の
諸
言
説
を
引
照
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
本

稿
の
文
脈
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
世

と
い
う
知
の
複
合
的
空
間
が
、（
当
時
の
知
的
エ
リ
ー
ト
の
身
体
群
へ

刻
印
し
て
き
た
語
り
の
範
型
を
通
し
て
）〈
外
部
〉
に
ど
の
よ
う
な
（
仮

の
）
名
を
与
え
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
本
稿
の
一
つ
の
成
就
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
そ
の
中
で
、
諸
断
片
は
緩
や
か
な
結
合
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

２．
〈
外
部
〉
論
の
不
可
能
性

さ
て
、
以
下
に
言
語
の
〈
外
部
〉
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た

っ
て
、
ま
ず
は
（
議
論
の
素
地
を
均
す
と
い
う
意
味
で
も
）
禅
僧
の
言

語
へ
の
視
座
と
わ
れ
わ
れ
の
言
語
へ
の
視
座
と
の
間
のA

ズ
レB

を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
の
常
識
的
言
語
観
が
、「
言
語
名
称
目
録
観
」（
ソ
シ
ュ

ー
ル
―
丸
山
圭
三
郎

６

）
―
―
言
語
を
、
言
語
以
前
に
想
定
さ
れ
た
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
指
向
対
象
の
表
象
な
い
し
は
代
行
・
再
現
と
見
な
す
よ
う

な
言
語
観
―
―
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
禅
僧
の
描

出
す
る
言
語
像
と
決
定
的
に
決
裂
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
仏
教
の
描
き
出
す
言
語
像
に
お
い
て
は
、（
具
体
的
事
物

で
あ
れ
抽
象
的
観
念
で
あ
れ
）
い
か
な
る
個
別
的
辞
項
も
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
即
自
的
実
体
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（「
無

自
性
」）。
い
か
な
る
辞
項
も
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
反
し
て
、
相
互
参

照
的
な
関
係
性
（「
縁
」）
の
網
の
目
に
よ
っ
て
事
後
的
に
作
り
出
さ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
も
の

、
、
、

に
過
ぎ
ず
、
相
互
参
照
と
い
う
事
態
が
生
起
す
る
前
件
と
し
て

参
照
す
る
項
や
参
照
さ
れ
る
項
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
か
な
る
辞

項
も
他
か
ら
孤
絶
す
る
こ
と
な
く
、
同
根
的
・
相
互
内
在
的
に
そ
の
存

立
を
支
え
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
井
筒
俊
彦
は
こ
う
説
明
す
る
―
―

「
例
え
ば
Ａ
と
い
う
一
つ
の
も
の
、
、

は
、
他
の
一
切
の
も
の
、
、

と
の
複
雑
な

相
互
関
連
に
お
い
て
の
み
、
Ａ
と
い
う
も
の
、
、

で
あ
り
得
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
Ａ
の
内
的
構
造
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
他
の
一
切
の
も
の
が
、

隠
れ
た
形

、
、
、
、

で
、
残
り
な
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
と
同
時
に
、
反
面
、
ま
さ
に
そ
の
同
じ
全
体
的
相
互
関
連
性
の
故

に
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
っ
て
、
Ｂ
で
も
Ｃ
で
も
、
Ｘ
、
Ｙ
で
も
な
い
、
と
い

－ 3－



う
差
異
性
が
成
立
す
る
」（『
コ
ス
モ
ス
と
ア
ン
チ
コ
ス
モ
ス
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
九
年
、
四
九
頁
、
傍
点
井
筒
）。
あ
ら
ゆ
る
辞
項
は
予
め

決
め
ら
れ
た
場
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
か
ら
区
別

さ
れ
る
よ
う
な
純
粋
な
本
質
を
内
在
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ

の
意
味
で
そ
れ
ら
は
全
て
実
体
の
な
い
空
虚
に
他
な
ら
な
い
（「
空
」）。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
し
う
る
言
語
的
世
界
と
は
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
実
体
な
の
で
は
な
く
、
行
為
（
語
り
）
を
通
し
て
編
制
・
組
織
化
さ

れ
る
効
果
の
束
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
関
係
性
の
網
の
目
が
作
り
出
し
た
諸
辞
項
の
配
置
が
い、

ま
ま
さ
に
こ
う
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

根
拠
は
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
原
理
に
基
づ
い
て
関
係
性
の
網
の
目
は
反
復
的

に
こ
の
よ
う
に

、
、
、
、
、

（
＝
「
恁
麼
い
ん
も

」
に
）
生
起
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ

が
、
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
思
念
し
た
と
し
て
も
答
え
は
見
つ
か
ら
な
い
。

ま
さ
に
そ
の
生
起
そ
の
も
の
が
生
起
し
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る７

。
換
言

す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
し
う
る
言
語
の
地
平
に
お
い
て
は
世
界
の

隅
か
ら
隅
ま
で
意
味
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
世
界
の
中
に
は
ま
さ

に
そ
の
意
味
の
書
き
込
み
の
過
程
が
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
世
界
が
こ
の
よ
う
に

、
、
、
、
、

立
ち
現
れ
て
く
る
根
拠
は
ま
さ
し
く
ア

ポ
リ
ア
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
埒
外
へ
と
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
ま

う
、
外
部
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
恁
麼
時
の
而
今
は
吾
も
不

知
な
り
、
誰
も
不
識
な
り
、
汝
も
不
期
な
り
、
仏
眼
も
J
不
見
な
り
、

人
慮
あ
に
測
度
せ
ん
や
」（『
正
法
眼
蔵
』
第
二
十
五
・
渓
声
山
色
、
日

本
思
想
大
系
、
上
、
二
八
九
頁
）。

以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
い
か
な
る
名
づ
け
も

不
可
能
な
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
・
認
識
・
思
考
・
議
論
の
外
に
あ
る
も

の
、〈
不
可=

思=

議=

な
る
も
の
〉
を
言
語
の
〈
外
部
〉
と
呼
ぶ
な
ら

ば
、
ま
ず
深
く
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経

験
し
う
る
言
語
的
世
界
―
―
意
味
の
流
動
す
る
仮
構
的
（
非
物
質
的
）

空
間
と
し
て
の
自
己
意
識
―
―
の
外
延
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
可
能

性
・
言
表
可
能
性
の
極
限
に
均
し
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
内
部
と
し
て
の
言
語
空
間
は
そ
の
自
己
完
結
性
を
〈
外
部
〉
に
憑
拠

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
内
部
か
ら
は
〈
そ
れ
〉
を
触
知
す
る
こ
と

が
決
し
て
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
不
可
思
議
な
る
も
の
〉
と
し
て
の
〈
外
部
〉
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
己

同
一
性
か
ら
逃
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
み
、
自
己
同
一
的
＝
不
変

で
あ
り
得
る
が
、
そ
の
同
一
性
（
恒
常
性
）
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
埒

外
に
あ
る
た
め
に
捉
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
〈
そ
れ
〉
を
ど
の
よ
う

に
名
づ
け
た
と
し
て
も
直
ち
に
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
か
な
る
名

づ
け
も
そ
れ
は
言
語
に
よ
っ
て
馴
致
さ
れ
た
外
部
で
し
か
な
く
、〈
外

部
〉
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
内
部
、〈
外
部
〉
の
似
像
・
模
型
に
過

ぎ
な
い
。
言
語
の
〈
外
部
〉
そ
の
も
の
はA

外
部B

と
い
う
名
を
与

え
ら
れ
る
―
―
内
部
へ
と
編
入
さ
れ
、
そ
の
語
彙
項
目
の
一
つ
と
な
る

―
―
こ
と
で
不
可
避
的
に
切
除
・
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
内
部
に

お
い
て
は
決
し
て
現
前
し
な
い
の
で
あ
る
（
ゆ
え
に
〈
外
部
〉
と
し
て
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論
じ
う
る
よ
う
なA

外
部B

は
も
は
や
〈
外
部
〉
で
は
な
い
し
、
同

様
に
〈
他
者
〉
と
し
て
論
じ
う
る
よ
う
なA

他
者B

も
ま
た
〈
他
者
〉

で
は
な
い
。
本
稿
の
視
座
は
、〈
外
部
〉
と
内
部
の
断
絶
を
何
の
躊
躇

も
な
く
恣
意
的
に
埋
め
立
て
て
し
ま
う
よ
う
な
外
部
論
（
他
者
論
）、

〈
外
部
〉
論
の
不
可
能
性
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
る
こ
と
の
な
い
実

体
的
外
部
論
と
は
そ
の
始
発
点
よ
り
交
叉
し
な
い
）。
こ
の
決
し
て
脱

け
ら
れ
な
い
隘
路
ア
ポ
リ
ア

に
あ
っ
て
、〈
外
部
〉
は
決
し
て
言
語
的
に
公
理
化

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、（
意
味
論
的
水
準
に
お
い
て
は
）
常
に
誤

読
さ
れ
る
蓋
然
性
を
許
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
本
稿
で
こ
れ
ま
で
呼
ん
で

き
た
〈
外
部
〉
と
い
う
名
称
も
ま
た
実
は
、
そ
れ
と
し
て
捉
え
よ
う
と

さ
れ
た
も
の
の
誤
認
さ
れ
た
名
で
し
か
な
い
。〈
外
部
〉
を
め
ぐ
る
議

論
は
、
終
始
、
逆
説
的
に
〈
外
部
〉
の
抑
圧
・
隠
蔽
と
い
う
か
た
ち
で

展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
絶
対
的
に
匿
名
の
は
ず

の
〈

〉
は
、
仏
教
の
伝
統
的
用
語
法
の
中
で
貫
か
れ
て
き
た
〈
仏

法
〉、
或
い
は
禅
学
的
地
平
で
汎
用
さ
れ
て
き
た
〈
仏
性
〉
と
い
う
名

に
よ
っ
て
で
も
、
決
定
的
な
ズ
レ
＝
切
断
を
惹
き
起
こ
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
代
の
禅
僧
、
薬
山
惟
儼
は
「
兀
兀
地
思
量
什
麼
」〔
じ

っ
と
座
っ
て
何
を
お
考
え
な
ん
で
す
か
〕
と
問
わ
れ
て
「
思
量
箇
不
思

量
底
」（
並
び
に
「
非
思
量
」）
と
返
し
た
が
（『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
十

四
、『
大
正
蔵
』
五
一
、
三
一
一
頁
下
）、
こ
の
言
表
に
は
、〈
思
考
不

可
能
な
も
の
＝
外
部
〉
を
思
考
す
る
、
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
と
の
存
在
論

的
邂
逅
が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
。〈
思
考
不
可
能
な
も
の
〉
は
、
思
考
さ

れ
る
や
い
な
や
、
思
考
可
能
な
も
の
へ
と
転
倒
し
て
し
ま
う
が
、
そ
の

よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
恣
意
的
に
突
破
す
る
こ
と
な
く
、〈
思
考
不
可
能

性
〉
を
そ
れ
と
し
て

、
、
、
、
、

保
持
し
続
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

そ
こ
で
、〈
外
部
〉
は
便
宜
的
に
二
つ
に
分
け
て
対
処
さ
れ
る
。
虎

関
師
錬
は
「
仏
経
」
が
「
不
可
思
議
」
＝
思
考
不
可
能
な
も
の
で
あ
る

と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
「
可
思
議
之
不
可
思
議
」（
思
考
可
能
な
思
考

不
可
能
性
）
で
あ
っ
て
、「
不
可
思
議
之
不
可
思
議
」（
思
考
不
可
能
な

思
考
不
可
能
性
）
で
は
な
い
と
注
意
す
る
（『
済
北
集
』
巻
十
二
・
清

言
、『
五
山
文
学
全
集
』
一
、
二
四
八
頁
）。
思
考
不
可
能
な
思
考
不
可

能
性
と
は
、「
実
際
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
諸
仏
も
未
だ
説
い
た
こ
と

は
な
い
「
離
念
境
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
だ
名
指
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
思
考
す
る
こ
と
も
意
識
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
の
原
理
的
徹
底
性
は
、
わ

れ
わ
れ
が
思
考
不
可
能
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
さ
え
も
い
ま
だ
思
考

不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
告
知
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ

の
思
考
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
限
界
の
〈
向
こ

う
側
＝
彼
岸
＝
外
部
〉
が
何
で
あ
る
か
な
ど
と
言
葉
に
す
る
こ
と
も
意

識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
に

で
き
な
い
と
い
う
限
界
と
の
衝
突
の
経
験
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
〈
外

部
〉
が
―
―
疑
似
外
部
で
は
な
い
真
の
〈
外
部
〉
が
―
―
実
感
さ
れ

る
の
で
あ
り
、〈
外
部
〉
を
形
而
上
学
的
実
体
と
し
て
内
部
化
し
て
し
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ま
う
こ
と
な
く
、
ま
た
〈
外
部
〉
へ
の
門
を
鎖
す
こ
と
な
く
常
に
開
か

れ
た
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
い
う
〈
思
考
不
可
能
な
外
部
〉
は
全
て
〈

〉
の
記

号
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
非
同
一
的
同
一
性
の
原
則
に
照
ら

し
て
い
え
ば
、〈

〉
の
中
に
い
か
な
る
語
が
入
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ

は
全
て
同
〈
義
〉
語
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
注
記
し
て
お
く
。

３．
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
を
語
ら
な
い

、
、
、
、

こ
と
は
可
能
か

以
上
の
と
こ
ろ
ま
で
で
強
調
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
人
の
思
考
に

は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
〈
外
部
〉
を
論
ず
る
の
は
ど
こ

ま
で
も
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
次
に
強
調
し
た
い
の
は
、〈
外
部
〉
は
内
部
を
囲
繞
す
る
輪

郭
の
外
な
の
で
は
な
く
、
内
部
に
遍
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
ゆ
え

に
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
中
に
思
考
不
可
能
な
領
域
と
思
考
可
能
な
領

域
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
原
的
に
は
全
領
域
が
不
可
解
（
知
解
不

可
能
＝
分
解
不
可
能
）
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
言
語
が
関
係
的
（
差
異
的
）
な
も
の
で
し
か
あ
り

え
な
い
以
上
、
辞
項
Ａ
が
Ａ
で
あ
る
根
拠
は
、
そ
れ
が
非
Ａ
で
あ
る
根

拠
と
同
様
に
、
関
係
性
の
網
の
目
の
内
部
に
お
け
る
乱
反
射
の
中
で
先

送
り
さ
れ
続
け
る
。
よ
っ
て
諸
辞
項
の
真
の
名
、
真
の
意
味
、
真
の
価

値
は
必
然
的
に
〈
外
部
〉
へ
韜
晦
す
る
（
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
だ
が
）。
ゆ
え
に
〈
外
部
〉
の
〈
外
部
性
〉
と
は
、
Ａ
／

非
Ａ
と
い
う
二
分
法
の
未
決
状
態
な
い
し
は
共
在
状
態
と
い
う
パ
ラ
ド

ク
ス
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
に
確
認
し
た
そ
の

現
前
不
可
能
性
と
い
う
原
則
に
準
ず
る
な
ら
ば
、〈
外
部
〉
は
内
部
に

二
分
法
を
生
起
さ
せ
つ
つ
、
同
時
に
自
ら
の
〈
外
部
性
〉、
す
な
わ
ち

パ
ラ
ド
ク
ス
性
を
抹
消
す
る
と
い
う
秘
匿
化
の
機
制
を
備
え
て
い
る
こ

と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
名
づ
け
が
不
可
避
的
に
二
分
法
的
論
理
（
知

解
＝
分
解
）
を
呼
び
込
む
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

パ
ラ
ド
ク
ス
性
・
混
淆
性
も
ま
た
不
可
避
的
に
Ａ
／
非
Ａ
へ
と
振
り
分

け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
二
分
法
の
管
轄
す
る
現
世

（
言
語
的
・
意
味
的
秩
序
世
界
）
に
お
い
て
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
が

「
花
」
と
呼
ん
で
い
る
そ
の
名
も
ま
た
実
は
誤
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
が
誤
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
「
説
似
一
物
即
不
中
」〔
少
し
で
も
言
葉
に
す
れ
ば
も
は
や
あ

た
ら
な
い
〕（『
六
祖
壇
経
』
機
縁
第
七
、『
大
正
蔵
』
四
八
、
三
五
七

頁
中
）、「
爾
纔
開
口
、
早
勿
交
渉
也
」〔
少
し
で
も
口
を
開
け
た
ら
も

う
的
は
ず
れ
だ
〕（『
臨
済
録
』
上
堂
、『
大
正
蔵
』
四
七
、
四
九
六
頁

中
）
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
話
法
が
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し

一
方
で
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
よ
る
分
節
化
（
知

解
＝
分
解
）
が
生
起
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
が
専
一

的
な
意
味
へ
と
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
開
か
れ
た
ま
ま
新
た
な
名
づ
け
を

待
っ
て
お
り
、
ま
た
い
か
な
る
境
界
も
混
淆
的
な
未
発
状
態
＝
生
成
の
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途
上
に
お
い
て
恒
常
的
に
新
た
な
二
分
法
の
再
編
を
展
望
し
、
移
動
を

準
備
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

井
筒
は
『
老
子
』（
第
五
章
）
の
一
節
、「
天
地
の
間
は
、
其
れ
な
お

Kた
く

籥や
く

の
ご
と
き
か
。
虚
に
し
て
屈つ

き
ず
、
動
い
て
愈
い
よ
い
よ出
づ
」〔
天
と
地

の
間
（
全
宇
宙
）
に
ひ
ろ
が
る
無
辺
の
空
間
は
、
ち
ょ
う
ど
（
無
限
大

の
）
鞴
ふ
い
ご
の
よ
う
な
も
の
で
、
中
は
空
っ
ぽ
だ
が
、
動
け
ば
動
く
ほ
ど
（
風

が
）
出
て
く
る
〕（
三
五
頁
、
訳
文
井
筒
）
と
い
う
句
を
引
用
し
つ
つ
、

諸
存
在
が
「
空
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
無
限
に
自
己
分
節
し
て
い
く
可

能
性
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
「
ま
だ
、
、

何
も
の
、
、

で
も
な
い
か
ら
、
か
え

っ
て
、
何
も
の
、
、

に
で
も
な
れ
る
」（
三
七
頁
、
傍
点
井
筒
）
と
要
約
す

る
。
こ
の
「
何
も
の
、
、

」
か
に
な
る
「
ま
だ
、
、

何
も
の
、
、

で
も
な
い
」
も
の
と

は
、
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
〈
外
部
〉
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ま

さ
に
何
も
の
か
以
前
の
何
か
、
何
も
の
か
の
蠢
く
場
、
言
語
以
前
の
言

語
の
貯
蔵
庫
、
無
限
の
過
去
以
来
の
全
知
、
何
も
の
か
と
何
も
の
か
の

境
界
線
の
裁
断
＝
縫
合
の
無
限
連
鎖
…
…
と
い
っ
た
諸
相
を
予
感
さ
せ

つ
つ
も
、
そ
の
〈
外
部
性
〉
に
拠
っ
て
自
ら
の
相
貌
（
の
同
一
性
）
を

消
去
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
何
か
＝
外
部
〉
は
二
分

法
的
秩
序
＝
内
部
と
の
触
発
を
通
し
て
全
的
に
諸
辞
項
を
産
出
し
続
け

て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、〈
外
部
〉
は
内
部
を
構
成
す
る
毛
細
血
管
的

な
網
状
組
織
の
隅
々
に
ま
で
滲
入
し
、
不
可
視
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
内

部
を
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
内
部
と
〈
外
部
〉
の
触
発
シ
ス

テ
ム
こ
そ
が
世
界
の
生
成
＝
変
成
を
可
能
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

意
味
と
い
う
擬
制
が
世
界
の
隅
か
ら
隅
ま
で
（
集
産
的
・
協
働
的
に
）

張
り
巡
ら
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
所
作
の
一
つ
一
つ
に
ま
で
隈
な

く
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
人
の
表
情
、
し
ぐ
さ
、
或

い
は
存
在
自
体
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
一
挙
手
一
投
足
、
行
住
坐
臥
の
す

べ
て
、
そ
し
て
沈
黙
さ
え
も
が
記
号
と
し
て
他
者
（
／
〈
他
者
〉）
か

ら
（〈
非
意
識
〉
的
に
）
読
み
取
ら
れ
る
蓋
然
性
を
有
し
て
お
り
（
無

意
味
或
い
は
読
解
不
可
能
と
い
う
意
味
づ
け
も
含
め
て
）、
顕
在
的
／

潜
在
的
に
、
或
い
は
外
示
的
／
共
示
的
に
、
言
語
（
意
味
）
を
発
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
刹
那
に
お
い

て
も
〈
外
部
〉
へ
向
け
て
呼
び
声
を
発
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
同
時

に
〈
外
部
〉
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
そ
の

〈
外
部
〉
か
ら
の
声
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
に
は
聞
こ
え
な
い
の
だ
が８

、

わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
所
作
・
思
考
法
を
確
実
に
縛
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ

れ
が
意
識
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
日
常
のA

生
＝
活B

は
〈
外
部
〉

と
の
絶
え
ざ
る
相
互
作
用
―
―
不
均
衡
な
呼
応
―
―
の
中
で
運
行
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
禅
の
言
説
の
中
に
は
、
日
常
の

全
て
が
禅
で
あ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
話
法
が
含
ま
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
理
解
の
地
平
に
お
い
て
は
じ
め
て
言
表
化

を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
座
に
従
え
ば
、

〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
と
は
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
語
っ
て
い
る
／
行
っ

て
い
る
こ
と
の
全
て
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、〈
語
り
え
ぬ
も
の

、
、
、
、
、
、

〉
を、
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語
る
と
い
う
行
為
は

、
、
、
、
、
、
、
、

、
日
常
の
中
に
惰
眠
し
な
が
ら
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
成
就
を
見
な

、
、
、
、
、

い
ま
ま
つ
ね
に
既
に
試
み
ら
れ
て
い
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
世
界
に
は
、
十
全
に
語
り
う
る
よ
う

な
も
の
な
ど
何
一
つ
な
い
の
で
あ
り
、
一
方
で
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
を

語
ら
な
い
で
済
ま
せ
て
し
ま
え
る
よ
う
な
安
全
圏
な
ど
も
ど
こ
に
も
な

い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉

を
つ
ね
に
す
で
に
誤
っ
た
か
た
ち
で
語
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
道
い
得
る
も
三
十
棒
、
道
い
得
ざ
る
も
三
十
棒
」

と
い
う
二
重
拘
束

ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

の
中
で
全
く
身
動
き
が
取
れ
な
い
状
態
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
笠
井
は
「
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
た
だ
中
に
お
い
て
、

人
は
外
部
を
語
る
の
で
は
な
く
外
部
を
生
き
る
」（
五
〇
頁
）
と
述
べ

た
が
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
ダ

ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
中
で
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い

う
不
可
能
な
問
い
に
、
絶
え
ず
―
―
一
瞬
の
猶
予
も
な
く

、
、
、
、
、
、
、
、

―
―
応
え

続
け
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

４．

内
部
と
〈
外
部
〉
の
不
均
衡
な
呼
応
関
係

〈
外
部
〉
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
、〈
外
部
〉
は
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ

ど
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
、
と
禅
僧
は
繰
り
返
し
説
く
。「
更
若
向
外
馳
求
、

転
疎
転
遠
」（『
馬
祖
広
録
』〔
四
家
語
録
〕、『
新
纂
卍
続
蔵
経
』
六
九
、

二
頁
下
）、「
爾
擬
向
外
傍
家
求
過
L
脚
手
錯
了
也
」（『
臨
済
録
』
示

衆
、『
大
正
蔵
』
四
七
、
四
九
七
頁
下
）、「
即
心
是
仏
、
外
に
向
つ
て

仏
を
尋
ぬ
べ
か
ら
す
」（『
月
庵
仮
名
法
語
』、『
禅
門
法
語
集
』
上
巻
、

至
言
社
、
一
九
八
頁
）、「
修
行
の
彼
岸
へ
い
た
る
べ
し
と
お
も
ふ
こ
と

な
か
れ
」（『
正
法
眼
蔵
』
第
三
十
四
・
仏
教
、
日
本
思
想
大
系
、
上
、

三
九
六
頁
）。〈
外
部
〉
は
決
し
て
到
達
で
き
な
い
彼
岸
で
あ
る
か
ら
当

然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
に
従
っ
て
〈
外
部
〉
を
求
め
る
の
を

や
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
〈
外
部
〉
を
求
め
て
い
た
か
ら
や

め
た
の
で
あ
っ
て
、
結
局
そ
の
こ
と
が
ま
た
〈
外
部
〉
を
求
め
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
し
ま
う９

。
つ
ま
り
、
求
め
て
は
な
ら
な
い
が
、
求
め

な
い
こ
と
も
許
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
か
。
以
下
、
内
部
と
〈
外
部
〉
の
関
係
性
を
整
理
す
る

こ
と
で
考
え
て
み
よ
う
。

〈
外
部
〉
の
名
づ
け
の
不
可
能
性
と
不
可
避
性
の
検
討
を
通
し
て
示

唆
し
て
き
た
よ
う
に
、〈
外
部
〉
と
内
部
の
関
係
は
単
純
に
二
元
的
で

も
一
元
的
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
夢
窓
疎
石
も
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。「
浄
土
・
穢
土
隔
て
あ
り
、
迷
悟
凡
聖
同
じ
か
ら
ず

と
思
へ
る
は
、
妄
想
な
り
。
聖
凡
の
隔
て
も
な
く
浄
穢
の
別
な
し
と
思

へ
る
も
亦
、
妄
想
な
り
。
…
…
行
住
坐
臥
、
見
聞
覚
知
、
皆
こ
れ
仏
法

な
り
と
思
へ
る
も
、
妄
想
な
り
。
一
切
の
所
作
所
為
を
離
れ
て
別
に
仏

法
あ
り
と
思
ふ
も
、
妄
想
な
り
」（『
夢
中
問
答
集
』
中
、
講
談
社
学
術

文
庫
、
一
〇
四
頁
）。
こ
こ
で
は
一
元
論
（
浄
土
＝
穢
土
、
仏
法
＝
行

住
坐
臥
）
と
二
元
論
（
浄
土
／
穢
土
、
仏
法
／
行
住
坐
臥
）
の
い
ず
れ
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も
が
峻
拒
さ
れ
て
い
る
。〈
外
部
〉
へ
の
通
路
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
も
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

禅
学
的
空
間
の
内
部
で
は
、
繰
り
返
し
見
て
き
た
よ
う
に
、〈
外
部
〉

は
到
達
不
可
能
な
不
在
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
「
仏
法
不
現
前
」10

な
ど

の
言
表
も
流
通
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、「
一
切
法
皆
是
仏
法
、
諸

法
即
是
解
脱
、
解
脱
者
即
是
真
如
、
諸
法
不
出
於
真
如
、
行
住
坐
臥
、

悉
是
不
思
議
用
、
不
待
時
節
、
経
云
、
在
在
処
処
、
則
為
有
仏
」（『
馬

祖
広
録
』、『
新
纂
卍
続
蔵
経
』
六
九
、
三
頁
中
）、「
仏
法
は
只
だ
行
住

坐
臥
の
と
こ
ろ
に
在
り
」（『
興
禅
護
国
論
』
第
七
門
、
思
想
大
系
、
六

三
頁
）
な
ど
と
も
構
文
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
系
列
の
言
表
群
は

わ
れ
わ
れ
の
前
に
明
白
な
矛
盾
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
も
し
〈
外
部
〉
と
内
部
が
一
致
す
る
と
言
え
ば
、〈
外
部
〉
は
意

味
に
よ
っ
て
窒
息
死
し
て
し
ま
う
。
と
は
言
え
、
一
致
し
な
い
と
言
え

ば
、
人
は
内
部
に
抑
留
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で

矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
内
部
一
元
論
（
素

朴
実
在
論
）
へ
の
転
倒
は
避
け
ら
れ
な
い
。

し
か
し
て
、
そ
の
と
き
注
視
す
べ
き
は
、
内
部
と
〈
外
部
〉
がA
切

断B

と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
接
触
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の

よ
う
に
、〈
外
部
〉
に
よ
る
内
部
へ
の
働
き
か
け
は
常
に
既
に
行
わ
れ

て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
内
部
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し

そ
れ
が
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
切
断
と
い

う
事
態
を
お
い
て
他
に
は
な
い
。
つ
ま
り
、
切
断
、
、

（
思
考
不
可
能

、
、
、
、
、

）
と、

い
う
名
の
絆
を
通
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

〈
外
部
、
、

〉
と
内
部
は
結
ば
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
る

（
切
断
の
経
験
に
つ
い
て
は
後
に
も
触
れ
る
）。
そ
れ
は
、〈
外
部
〉
は

つ
ね
に
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
触
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
外
部
〉

を
触
知
で
き
な
い
、〈
彼
岸
あ
ち
ら

〉
か
ら
此
岸
こ
ち
ら

は
見
え
て
い
る
が
、
此
岸
こ
ち
ら

か

ら
〈
彼
岸
あ
ち
ら

〉
は
見
え
な
い
、
と
い
っ
た
不
均
衡
な
呼
応
関
係
と
し
て
記

述
さ
れ
う
る
だ
ろ
う11

。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
弁
証
法
的
に
止

揚
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
矛
盾
の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
。
換
言
す
れ
ば
、

意
味
論
的
水
準
に
お
い
て
真
理
の
審
級
に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
矛
盾

と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
相
補
的
関
係
と
し
て
二
系
列
の
言
表
群
を
持

続
的
な
動
的
状
態
に
留
め
て
お
く
こ
と
―
―
言
語
行
為
論
的
に
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
さ
せ
続
け
る
こ
と12

―
―
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
語
の
檻
に
抑
留
さ
れ
た
諸
主
体
は
、
内
部
を
覆
っ
て
い
る
薄
い
よ

う
で
い
て
厚
い
皮
膜
を
突
き
破
っ
て
そ
の
外
へ
出
る
こ
と
は
で
き
な
い

（「
兎
の
角
」
を
ど
れ
だ
け
思
慮
し
よ
う
と
し
て
も
不
可
能
な
よ
う
に
）。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
外
に
出
る
必
要
な
ど
は
な
い
の
で
あ
る
。〈
思
考

不
可
能
な
も
の
〉
を
思
考
す
る
と
は
、
内
部
か
ら
〈
外
部
〉
へ
と
移

動
＝
越
境
す
る
こ
と
で
は
な
い13

。
な
ぜ
な
ら
〈
外
部
〉
は
世
界
の
果
て

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
内
部
に
お
い
て
（
あ
ら
ゆ
る
辞
項
に
参

与
す
る
か
た
ち
で
）
秘
匿
的
に
遍
在
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

〈
外
部
〉
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。「
外
と

い
う
は
、
這
裏
也
、
這
裏
来
な
り
」〔〈
注
〉「
這
裏
」
は
「
こ
こ
」
の

意
〕（『
正
法
眼
蔵
』
第
三
十
四
・
仏
教
、
思
想
大
系
、
上
、
三
九
二
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頁
）。
ゆ
え
に
〈
外
部
〉
と
は
移
動
の
目
標
で
は
な
い
。〈
外
部
〉
は
内

部
に
絶
え
ず
や
っ
て
来
る

、
、
、
、
、

。
切
断
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
接
触
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
接
触
は
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
常
に
経
験
さ

れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
実
感
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ

る
。
そ
れ
が
実
感
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
、
世
界
に
空
白
（
＝
〈

〉）

を
見
出
し
た
と
き
、
そ
し
て
そ
の
空
白
に
突
き
動
か
さ
れ
た
感
じ
ら
れ

る
と
き
に
限
ら
れ
る
の
だ
。

〈
外
部
〉
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
不
可
解
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
れ
に
正
解
＝
定
常
解
を
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
〈
外
部
〉
が
自
ら
の
空
白
（
無
一
物
状
態
、
真
空
状

態
）
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
内
部
へ
向
け
て
問
い
を
発
し
続
け

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
瞬
た
り
と
も
や
め
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、〈
外
部
〉
は
内
部
に
秘

匿
的
に
遍
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
外
部
〉
と
内
部
の
切
断
面
＝
境

界
は
お
の
ず
か
ら
内
部
へ
と
充
溢
し
て
い
く
。
問
い
と
し
て
の
〈
外
部
〉

は
い
ま
や
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
辞
項
に
充
満
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
〈
あ
ら
ゆ
る
辞
項
＝
世
界
〉
は
そ
の
名
を
自
ら
剥
落
さ
せ

つ
つ
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
「
私
の
名
を
正
し
く
呼
ん
で
み
よ
」

と
い
う
不
可
能
な
問
い
を
突
き
つ
け
て
く
る14

。
そ
の
と
き
、〈
世
界
＝

あ
ら
ゆ
る
辞
項
〉
は
わ
れ
わ
れ
を
し
て
全
く
無
為
な
る
探
究
の
反
復
へ

と
駆
り
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
異
化
し
始
め
、
動
き
出
す
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
瞬
間
は
次
の
よ
う
に
辿
ら
れ
る
だ
ろ
う
。〈
外
部
＝
二
分
法
の

未
決
状
態
〉
か
ら
や
っ
て
く
る
名
は
、
そ
の
い
か
な
る
名
に
お
い
て
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

Ａ
／
非
Ａ
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
花
は
花
と
い
う
名
で

も
あ
り
う
れ
ば
、
ま
た
別
の
名
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
花

は
恒
常
的
に
未
決
定
の
中
間
状
態
、
絶
え
ざ
る
生
成
の
途
上
に
あ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
外
部
〉
か
ら
や
っ
て
く
る
名
は
、
全
的
に
、

そ
し
て
恒
常
的
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
新
し
い

、
、
、

の
で
あ
る15

。
ど
の
よ
う
な

惰
性
的
な
名
―
―
花
は
花
―
―
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
つ
ど
新

、
、
、
、
、

た
に
、
、

〈
外
部
、
、

〉
か
ら
や
っ
て
き
た
見
慣
れ
な
い
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
初
め
て
見
た
も

、
、
、
、
、
、

の、
、
新
た
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
「
花
は
花

で
あ
る
」
と
い
う
句
は
、「
花
は
花
で
は
な
い
」
と
い
う
句
を
陰
翳
の

う
ち
に
共
起
さ
せ
、
意
味
の
固
有
性
を
秘
匿
的
な
領
域
へ
と
退
か
せ

る
。
そ
し
て
そ
の
真
空
状
態
を
埋
め
る
か
た
ち
で
、
瞬
間
瞬
間
、〈
外

部
〉
か
ら
不
可
知
の
関
係
性
の
網
の
目
が
踵
を
接
い
で
や
っ
て
く
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
関
係
化
さ
れ
た
諸
辞
項
が
そ
の
起
源
・
根
拠
を
外

在
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
内
部
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
自
律
性
と
特

権
性
を
喪
失
し
、
真
空
状
態
へ
と
再
帰
し
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
地
平
に
あ
っ
て
、（
非
物
質
的
）
世
界
は
自
ら
を
恒
常
的

に
異
化
し
始
め
、
構
造
を
持
続
的
に
変
換
し
続
け
る
。
そ
の
限
り
に
お

い
て
―
―
つ
ま
り
は
、「
無
常
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
―
―
世
界
は

行
為
遂
行
的

、
、
、
、
、

（
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

、
、
、
、
、
、
、
、

）
に
歌
を
う
た
い
始
め
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
阿
弥
陀
経
的
な
世
界
像
（
の
顕
現
）
で
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あ
り
、
ま
た
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
き
た
蘇
軾
の
件
の
詩
、「
渓
声
便

是
広
長
舌
／
山
色
豈
非
清
浄
身
／
夜
来
八
万
四
千
偈
／
他
日
如
何
挙
似

人
」（「
贈
東
林
総
長
老
」）、
或
い
は
伝
統
的
歌
学
に
お
け
る
「
い
き
と

し
い
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」（
古
今
集
仮
名

序
）
な
ど
の
句
と
も
視
線
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
世
界
の
運
動
の
過
程
と
し
て
、〈
真
空
な
る
世
界
〉
を
生
き

る
こ
と
、
否
、〈
真
空
な
る
世
界
を
生
き
る
こ
と
〉。
こ
の
地
平
に
お
い

て
初
め
て
不
均
衡
な
呼
応
関
係
が
均
衡
化
さ
れ
る
可
能
性
が
開
か
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」）。

５．

秘
匿
的
に
遍
在
す
る
〈
心
〉

以
上
の
よ
う
に
〈
真
空
な
る
世
界
〉
が
無
常
の
運
動
と
し
て
展
開
さ

れ
る
と
き
、
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
世
界
を
創
り
出
し
て
い

る
能
産
的
主
体
、
換
言
す
れ
ば
〈
創
造
す
る
主
体
〉
と
し
て
の
〈
外
部
〉

の
名
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
詩
を
詠
む
主

体
、
創
造
す
る
主
体
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
、
個
々
の
詩
人
の
主
体
性

に
対
す
る
強
い
疑
問
を
喚
起
す
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

も
と
よ
り
仏
教
的
地
平
に
お
い
て
は
〈
外
部
〉
は
終
局
的
な
名
を
持

ち
う
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
仏
教
の
伝
統
は

〈
そ
れ
〉
に
夥
し
い
異
称
群
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
極
め
て
汎

用
的
に
使
用
さ
れ
、
文
学
的
領
域
と
共
軛
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
名

が
、〈
心
〉
で
あ
る
（
或
い
は
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の

〈
一
心
〉、〈
真
心
〉、〈
本
心
〉、〈
仏
心
〉）。
こ
の
〈
心
〉
な
る
も
の
が

〈
外
部
〉
の
異
称
で
あ
る
と
す
る
所
以
は
、
ま
さ
に
〈
そ
れ
〉
が
内
部
＝

世
界
に
お
い
て
秘
匿
的
に
遍
在
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、

も
の
と
見
做
さ
れ
て
き
た
こ
と
に

拠
る
。

既
に
諸
経
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
（「
三
界
虚
妄
、
但
是
心
作
」〔『
華

厳
経
』
巻
二
十
五
・
十
地
品
第
二
十
二
之
三
、『
大
正
蔵
』
九
、
五
五

八
頁
下
〕、「
三
界
無
別
法
唯
是
一
心
作
」〔『
摩
訶
止
観
』
巻
一
下
、『
大

正
蔵
』
四
六
、
八
頁
中
〕）、
こ
の
世
界
を
創
造
す
る
主
体
に
は
〈
心
〉

或
い
は
〈
一
心
〉
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ

の
よ
う
な
〈
創
造
す
る
主
体
〉
と
し
て
の
〈
心
〉
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が

通
念
的
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
意
識
・
感
情
・
思
考
な

ど
の
精
神
活
動
や
「
自
我
」
な
ど
と
い
っ
た
概
念
と
等
し
い
も
の
で
は

な
か
っ
た16

。「
学
道
の
人
、
悟
り
を
得
ざ
る
事
は
即
ち
古
見
を
存
ず
る

故
な
り
。
本
よ
り
誰
教
へ
た
り
と
も
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
心
と
云
へ
ば
念

慮
知
見
な
り
と
思
ひ
、
草
木
な
り
と
云
へ
ば
信
ぜ
ず
」（『
正
法
眼
蔵
随

聞
記
』
五
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
九
四
頁
）
と
、
道
元
は
述
べ
た
と

い
う17

。「
心
」
に
つ
い
て
の
通
念
ド
ク
サ

（「
古
見
」）
か
ら
脱
却
し
う
る
か
否

か
が
、
禅
僧
と
視
座
を
共
有
で
き
る
か
ど
う
か
の
分
岐
で
あ
る
と
見
ら

れ
て
い
た
。

ま
た
、「
心
亦
不
在
内
不
在
外
不
在
中
間
」（『
維
摩
経
』
巻
上
・
弟

子
品
第
三
、『
大
正
蔵
』
一
四
、
五
四
一
頁
中
）、「
心
量
広
大
猶
如
虚
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空
無
有
辺
畔
、
亦
無
方
円
大
小
、
亦
非
青
黄
赤
白
、
亦
無
上
下
長
短
、

亦
無
瞋
無
喜
、
無
是
無
非
、
無
善
無
悪
、
無
有
頭
尾
」（『
六
祖
壇
経
』

般
若
第
二
、『
大
正
蔵
』
四
八
、
三
五
〇
頁
上
）、「
心
法
無
形
通
貫
十

方
目
前
現
用
」（『
臨
済
録
』
示
衆
、『
大
正
蔵
』
四
七
、
四
九
八
頁
上
）、

「
認
得
心
性
時
／
可
説
不
思
議
／
了
了
無
可
得
／
得
時
不
説
知
」（『
景

徳
伝
灯
録
』
巻
二
・
第
二
十
三
祖
鶴
勒
那
尊
者
の
伝
法
偈
、『
大
正
蔵
』

五
一
、
二
一
四
頁
中
）、「
万
法
唯
心
、
心
亦
不
可
得
、
復
何
求
哉
」

（『
伝
心
法
要
』、
入
谷
義
高
『
禅
の
語
録
８
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
筑

摩
書
房
、
三
八
―
九
頁
）、「
こ
の
心
法
、
不
可
思
議
な
り
。
太
虚
に
わ

た
れ
ど
も
広
か
ら
ず
。
繊
芥
に
入
れ
ど
も
、
す
ぼ
か
ら
ず
。
一
切
の
相

を
離
れ
て
、
一
切
の
相
を
具
し
、
無
辺
の
徳
を
具
へ
て
、
無
辺
の
徳
に

お
ち
ず
」（『
夢
中
問
答
集
』
下
、
一
八
八
頁
）
な
ど
と
も
解
説
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
〈
心
〉
な
る
も
の
は
、
無
限
定
な
広
大
さ
と
極
小
さ
を
併

せ
持
ち
な
が
ら
も
世
界
の
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
ず
、
ま
た
い
か
な
る
言

表
に
よ
っ
て
も
形
式
化
さ
れ
え
な
い
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

〈
心
〉
は
世
界
（
諸
辞
項
）
を
創
造
す
る
（
構
成
す
る
）
が
、
創
造
さ

れ
た
（
構
成
さ
れ
た
）
世
界
（
諸
辞
項
）
に
〈
心
〉
は
な
い
、〈
心
〉
は

不
在
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
、
天
地
万
物
の
中
に
現
存
す

る
こ
と
は
で
き
な
い18

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〈
心
〉
が
何
で
あ
る
か

を
知
っ
て
い
る
者
は
い
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
知
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。〈
心
〉
を
論
ず
る
こ
と
で
そ
れ
を
切
除
・
隠
蔽
し
て
し
ま
う
ア
ポ

リ
ア
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
陥
穽
は
、〈
心
〉
を
論
ず
る
こ
と
で
〈
そ
れ
〉
を
窒
息
死

さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
心
〉
と
心
―
―
〈
真
心
〉
と

妄
心
―
―
と
を
混
同
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る19

。「
三
界
虚
妄
、
但
是

心
作
」（
前
述
）、「
心
ハ
是
諸
仏
ノ
父
母
、
万
物
ノ
主
」（『
塩
山
和
泥

合
水
集
』
中
、
思
想
大
系
、
二
二
五
頁
）
な
ど
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は

決
し
てA

私
の
心B

つ
ま
り
主
観
が
世
界
を
創
り
出
し
て
い
る
と
い
う

意
味
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
一
心
一
切
法
、
一
切
法
一
心
」（『
正
法

眼
蔵
』
第
五
・
即
心
是
仏
、
思
想
大
系
、
上
、
八
五
頁
／
第
二
十
三
・

都
機
、
上
、
二
七
九
頁
）
と
言
わ
れ
る
の
は
、
決
し
て
世
界
の
全
て
が

主
観
に
収
斂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
〈
心
〉
だ

と
信
じ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
こ
の
肥
大
化
し
た
主
観
＝
主
体
は
、
む

し
ろ
〈
心
〉
と
言
語
（
二
分
法
）
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ

た
一
つ
の
効
果
（「
虚
妄
」）、〈
心
〉
の
似
像
・
模
型
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。

た
だ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
主
観
と
は
、〈
心
〉

が
単
独
か
つ
自
律
的
に
創
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
主

観
の
構
成
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
を
作
り
だ
し
た
言
語
（
二
分
法
）
の
構

成
に
準
拠
す
る
か
た
ち
で
そ
の
構
成
法
を
変
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
（
ゆ
え
に
世
界
の
立
ち
現
れ
は
一
定
で
は
な
い
）。
主
観
／
言
語
／

世
界
は
確
か
に
〈
心
〉
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の

主
観
／
言
語
／
世
界
に
触
れ
ら
れ
る

、
、
、
、
、

こ
と
が
な
け
れ
ば
、〈
心
〉
は
主

観
／
言
語
／
世
界
を
創
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
大
珠
慧
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海
『
頓
悟
要
門
』
下
（
平
野
宗
浄
『
禅
の
語
録
６
　
頓
悟
要
門
』
筑
摩

書
房
、
二
〇
五
頁
）
は
、
言
語
と
〈
心
〉
と
は
一
致
し
な
い
が
、
言
語

を
離
れ
て
〈
心
〉
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
と
述
べ
（
言
語
な
き
〈
外
部
〉

は
単
な
る
虚
無
で
し
か
な
い
）、
言
語
と
〈
心
〉
の
不
即
不
離
の
関
係

性
を
強
調
す
る
。〈
心
＝
外
部
〉
と
言
語
＝
内
部
は
存
在
の
根
拠
を
相

互
に
廻
附
し
あ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
相
互
作
用
は
予
定
調
和
的
な
円
環

を
描
き
出
し
は
し
な
い
し
、
存
在
構
造
の
相
差
は
決
し
て
埋
め
立
て
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
作
ら
れ
た
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、
人
は
自
ら
の
言
語
構
造

（
主
観
＝
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
）
に
準
拠
す
る
か
た
ち
で
世
界
の
仕
組

み
を
さ
ら
に
分、
か
ろ
う
（
解、
ろ
う
）
と
試
み
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
主

観
＝
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
を
適
用
し
て
〈
一
心
〉
を
知
解
＝
分
解
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
分
解
さ
れ
た
諸
辞
項
を
全
て
意
味
へ
と
還
元
す
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
「
心
」
と
呼
ん
で
い

る
概
念
も
ま
た
既
に
し
て
〈
心
〉
の
分
解
さ
れ
た
幾
つ
か
の
様
態
で
し

か
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
意
味
・
意
図
・
意
志
・
思
い
・
感
情
・

思
考
…
…
等
々
。
こ
れ
ら
の
分
解
さ
れ
た
心
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ

の
常
識
に
反
し
て
、〈
外
部
＝
心
〉
と
の
不
均
衡
な
呼
応
（
言
語
使
用
／

行
為
）
の
過
程
で
（
遂
行
的
に
）A

作
ら
れ
た
も
の

、
、
、
、
、
、

（
構
成
さ
れ
た
も

、
、
、
、
、
、

の、
）B

で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
次
的
な
起
源
な
の
で
は
な
い
。
主
観
＝

主
体
が
一
次
的
な
起
源
で
あ
る
と
す
る
信
念
は
、
禅
僧
か
ら
見
れ
ば
完

全
な
る
倒
錯
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
人
は
他
者
／
テ

ク
ス
ト
を
前
に
し
て
現
前
不
可
能
な
は
ず
の
〈
心
〉
を
現
前
化
さ
せ
、

そ
れ
を
意
味
・
意
図
・
意
志
・
思
い
・
感
情
・
思
考
…
…
等
々
へ
と

（
ほ
と
ん
ど
惰
性
的
に
）
還
元
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
不
均

衡
な
呼
応
関
係
を
恣
意
的
に
均
衡
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
、
内
部

（
語
）
と
〈
外
部
〉（〈
義
〉）
の
切
断
を
恣
意
的
に
埋
め
立
て
て
し
ま
う

と
い
う
事
態
、
聞
こ
え
な
い
は
ず
の
〈
声
〉
を
勝
手
に
聞
き
取
っ
て
し

ま
う
と
い
う
事
態
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
〈
外
部
〉
と
内

部
の
切
断
＝
触
発
シ
ス
テ
ム
を
脅
か
し
、
内
部
（
言
語
）
が
あ
た
か
も

〈
外
部
〉
を
持
た
な
い
自
律
的
で
実
体
的
な
構
造
体
で
あ
る
か
の
よ
う

な
錯
視
を
生
む
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
変
化
の
契
機
は
失
わ
れ
、
諸
主
体

は
そ
の
よ
う
な
内
部
のA

自
然B

な
体
制
に
全
く
受
動
的
な
存
在
と
な

り
、〈
外
部
〉
を
完
全
にA

忘
却B

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
言

語
の
檻
（
内
部
）
に
抑
留
さ
れ
た
人
々
は
、〈
外
部
＝
他
者
〉
か
ら
の

呼
び
か
け
に
耳
を
塞
ぎ
、
内
部
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
を
絶
対
化
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
ら
考
え
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
よ
う
な

知
的
に
怠
惰
な
存
在
状
態
へ
と
退
行
し
て
い
き
、
い
つ
も
同
じ
よ
う
に

考
え
、
い
つ
も
同
じ
よ
う
に
語
り
、
い
つ
も
同
じ
よ
う
に
苦
し
む
惰
性

的
機
械
の
群
れ
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
忘
却
は
回
避
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な

い
。
人
は
日
常
的
な
挙
措
に
お
い
て
常
に
既
に
〈
外
部
＝
心
〉
へ
と
呼

び
か
け
て
い
る
。
他
方
で
〈
心
の
声
〉
も
ま
た
そ
れ
に
応
ず
る
か
た
ち
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で
（
決
し
て
聞
こ
え
な
い
も
の
の
）、
人
へ
と
呼
び
か
け
、
そ
の
行
為
・

思
考
法
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
世
界
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

創
造
さ
れ
る
か
は

、
、
、
、
、
、
、

、
わ
れ
わ
れ
の
日
々
の
呼
び
か
け

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
日
常
的
な
生
き

、
、
、
、
、
、

方
に
応
じ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
変
化
の
契
機
は
、
ま
さ
し
く

逆
説
的
だ
が
、〈
知
解
＝
分
解
不
可
能
な
心
〉
の
知
解
＝
分
解
と
い
う

経
験
に
こ
そ
あ
る
。
意
味
の
現
前
化
（〈
心
〉
の
分
解
）
は
不
可
避
的

に
〈
心
〉
を
切
除
＝
喪
失
す
る
。
ゆ
え
に
〈
心
〉
と
言
語
と
の
不
一

致
・
不
整
合
、
す
な
わ
ちA

切
断B

に
苦
し
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
切
断
ゆ
え
に
、〈
心
〉
は
忘
却
を
免
れ
う
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

が
〈
心
〉
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
立
て
ら
れ
る
の
も
こ
の
切
断
に
よ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
切
断
＝
触
発
と
い
う
絆
に
お
い
て
〈
外
部
＝
心
〉
と

主
体
（
言
語
）
が
結
ば
れ
る
経
験
に
よ
っ
て
こ
そ
、〈
思
考
不
可
能
な

も
の
〉
を
不
在
と
し
て
確
保
し
て
お
く
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ

る
。〈
あ
ら
ゆ
る
辞
項
〉
に
終
局
的
な
名
を
与
え
る
こ
と
な
く
（
つ
ま

り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
惰
性
に
服
従
す
る
こ
と
な
く
）、
そ
の
言

語
行
為
に
お
い
て
〈
思
考
不
可
能
な
も
の
〉
を
召
喚
し
続
け
る
こ
と
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、〈

〉
は
一
挙
に
世
界
を
覆
い
尽
く
し（
蓋
天
蓋
地20

）、

眼
前
の
〈
花
〉
の
空
虚
な
実
相
も
ま
た
、
秘
匿
的
に
遍
在
す
る
空
虚
な

〈
心
〉
と
互
換
的
な
連
動
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、A

作
ら
れ

た
も
のB

の
全
て
、
す
な
わ
ち
、
意
味
・
意
図
・
意
志
・
思
い
・
感

情
・
思
考
…
…
な
ど
も
ま
た
必
然
的
に
境
界
的
未
決
状
態
へ
留
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
主
観
＝
主
体
に
お
い
て
再
生
産
さ

れ
る
苦
し
み
の
原
的
な
空
虚
性
も
ま
た
論
理
的
に
保
証
さ
れ
る
の
で
あ

る
。〈

心
〉
は
内
部
か
ら
の
呼
び
間
違
え
の
パ
タ
ー
ン
に
応
ず
る
か
た
ち

で
創
り
出
す
言
語
の
パ
タ
ー
ン
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
は
、
、

〈
心、
〉
の
ま
ま
に
話
す
こ
と
は
で
き
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。〈
実
際
〉
に
は
常
に
既
に
話

し
て
い
る
が
、
そ
の
声
は
聞
こ
え
な
い
（
私
自
身
に
さ
え
）。
そ
れ
は

〈
心
〉
を
知
解
＝
分
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
何
も
意
味

し
な
い
／
何
も
読
み
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、

そ
れ
は
「
何
も
意
味
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
さ
え
意
味
し
な
い
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
な
れ
ば
、〈
語
り
え
ぬ
も
の
＝
心
〉
を
ま
さ
に

そ
の
不
在
の
ま
ま
に
召
喚
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。

「
凡
禅
門
の
言
句
を
仕
様
不
レ

滞
二

一
途
一

」（
虎
関
『
紙
衣
謄
』〔『
国

文
東
方
仏
教
叢
書
』
第
二
輯
・
法
語
部
上
〕）
な
ど
と
約
言
さ
れ
る
禅

家
の
方
法
論
的
公
準
を
こ
こ
に
一
義
的
に
述
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
そ
の
探
究
の
成
否
は
テ
ク
ス
ト
生
産
の
水
準
に
お
い
て
は
ま
さ

に
そ
の
〈
心
〉
と
言
葉
の
切
断
面
＝
境
界
を
い
か
に
可
感
的
に
示
し
う

、
、
、

る、
か
に
与
る
は
ず
だ
。『
楞
伽
経
』
が
灯
火
の
譬
え
に
よ
っ
て
示
し
た

よ
う
に
、
語
は
〈
義
〉
を
示
し
う
る21

。
言
語
の
内
部
に
い
な
が
ら
ま
さ

に
そ
の
言
語
に
よ
っ
て
〈
外
部
〉
を
照
ら
し
出
す

、
、
、
、
、

こ
と
は
可
能
な
の
で

あ
る
。

淺
沼
圭
司
は
、
藤
原
定
家
の
歌
論
に
お
け
る
「
有
心
」
概
念
に
関
し

て
、「
定
家
に
と
っ
て
の
有
心
と
は
、
心
の
不
在
（
否
定
）
を
心
と
す
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る
如
き
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
（『
映
ろ
ひ
と
戯
れ
―
定
家
を
読

む
―
』
水
声
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
八
頁
）。
こ
れ
を
本
稿
の
文
脈
に

沿
っ
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、〈
心
〉
と
の
切
断
＝
触
発
と
い
う
絆
を

い
か
に
テ
ク
ス
ト
に
編
み
込
む
か
が
定
家
の
歌
論
の
基
礎
を
為
し
て
い

た
と
言
え
る
。

ま
た
、
友
山
士
偲
は
、「
詩
之
道
」
を
「
一
心
」
を
修
す
る
こ
と
だ

と
規
定
し
、
そ
れ
を
「
思
无
邪
」
の
三
字
に
要
約
し
た
。

夫
詩
之
道
也
者
、
以
修
一
心
為
体
、
以
述
六
義
為
用
、
所
謂
曰
思

无
邪
者
、
蓋
指
一
心
之
体
也
、
移
風
易
俗
者
、
発
六
義
之
用
也
、

（『
友
山
録
』
中
「
跋
知
侍
者
送
行
詩
軸
」、

『
五
山
文
学
新
集
』
二
、
九
二
頁
）

「
思
无
邪
」
と
は
、
周
知
の
通
り
、『
論
語
』
為
政
第
二
、「
子
曰
、

詩
三
百
、
一
言
以
蔽
之
、
曰
、
思
無
邪
」
に
由
来
す
る
。
こ
の
三
字
は

他
の
五
山
僧
に
お
い
て
も
、「
余
話
曰
、
凡
読
書
先
須
正
心
而
読
之
、

詩
三
百
思
無
邪
、
是
也
」（
義
堂
周
信
『
空
華
日
工
集
』
応
安
四
年
九

月
二
日
条
、『
新
訂
増
補
史
籍
収
集
覧
』
三
五
、
七
七
頁
）、「
要
識
曹

源
真
的
旨
、
一
言
以
蔽
思
無
邪
」（
龍
泉
令
淬
『
松
山
集
』
偈
頌
・
直

江
、『
五
山
文
学
全
集
』
一
、
六
一
七
頁
）
な
ど
と
重
き
を
置
か
れ
る
。

虎
関
は
三
字
に
よ
っ
て
要
約
さ
れ
た
『
詩
経
』（
三
百
篇
）
を
「
万
代

詩
法
」（『
済
北
集
』
巻
十
一
・
詩
話
、『
五
山
文
学
全
集
』
一
、
二
二

八
頁
）
と
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
ら
に
言
わ
れ
る
「
思
無
邪
」
を
伝
統
的

解
釈
に
従
っ
て
「
感
情
の
純
粋
さ
」22

の
謂
い
に
受
け
取
る
に
し
て
も
、

そ
れ
を
内
部
に
お
け
る
純
粋
性
―
―
つ
ま
り
二
項
対
立
的
な
、
純
粋
／

不
純
の
前
者
と
し
て
の
純
粋
性
―
―
と
読
み
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
即
ち
、〈
外
部
〉
の
真
空
性
―
―
存
在
を
生
成
・
変
成
せ
し
め
る

不
在
―
―
に
与
え
た
仮
の
名
で
し
か
な
い
。
友
山
に
よ
っ
て
「
詩
之
道
」

と
呼
ば
れ
た
も
の
は
、A

作
ら
れ
た
も
のB

（
世
界
及
び
主
体
＝
主

観
）
の
全
的
な
真
空
化
、
即
ち
〈
思
無
邪
〉
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に

な
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
中
世
の
歌
人
も
ま
た
、「
虚
空
の
如
く
な
る

心
」（
西
行
、〔『
梅
尾
明
恵
上
人
伝
記
』
上
、
岩
波
文
庫
、
一
五
八

頁
〕）、「
も
と
よ
り
太
虚
に
ひ
と
し
き
胸
の
中
」（
心
敬
『
さ
ゝ
め
ご

と
』、
古
典
大
系
、
一
六
四
頁
）
に
詩
の
成
就
を
見
た
。
定
家
も
ま
た

「
哥
に
は
ま
づ
心
を
よ
く
す
ま
す
は
、
一
の
習
に
て
侍
る
也
」（『
毎
月

抄
』、
古
典
大
系
、
一
三
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
五
山

禅
僧
の
詩
論
に
理
論
的
枠
組
を
与
え
た
『
無
文
印
』（
南
宋
・
無
文
道

1
）23

は
「
心
」
を
詩
の
宗
旨
と
説
き
（
巻
八
「
仙
東
渓
詩
集
序
」）、「
詩

は
天
地
の
間
の
〈
清
気
〉
で
あ
る
。
胸
中
に
〈
清
気
〉
を
宿
す
者
で
な

く
て
は
、
共
に
語
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
」〔
詩
天
地
間
清
気
、
非

胸
中
有
清
気
者
、
不
足
与
論
〕（
巻
八
「
潜
仲
剛
詩
集
序
」）
と
述
べ

た
。
言
語
的
主
体
（
作
ら
れ
た
も
の
）
の
真
空
化
な
く
し
て
、〈
詩
〉

は
詠
ま
れ
得
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
も
し
こ
の
主
体
の
真
空
化
―

―
言
い
換
え
れ
ば
、
脱
主
体
化
（〈
他
者
〉
と
し
て
在
る
こ
と
）
―
―
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が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
〈
詩
を
詠
む
主
体
〉
を
個
々

の
人
称
的
な
主
体
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い24

。〈
詩
〉
は
〈
胸

襟
〉
―
―
〈「
ま
だ
、
、

何
も
の
、
、

で
も
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
、
何
も
の
、
、

に

で
も
な
れ
る
」
無
定
型
か
つ
非
人
称
的
な
心
＝
外
部
〉
―
―
か
ら
「
流

出
」25

し
て
く
る
も
の
だ
、
と
禅
僧
が
言
う
と
き
、
そ
の
〈
詩
〉
と
は
、

も
は
や
（
人
称
的
）
主
体
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
も
、
主
体
の

自
己
表
出
で
も
な
い
。
主
体
に
せ
よ
思
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
〈
詩
〉

の
遂
行
性
の
過
程
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
、
事
後
的
に
成
型
さ
れ
た
一

次
性
・
起
源
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
は
必
ず
異
質
性
―
―
切
断
―
―
が

伴
わ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
作
品
は
作
者
〔
人
称

的
主
体
〕
の
手
か
ら
離
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
と
か
ら
離
れ
て
い
る
の

で
あ
る
）。

以
上
の
よ
う
に
、
仏
教
的
地
平
に
お
い
て
〈
心
〉
と
呼
ば
れ
て
き
た

も
の
は
、
中
世
的
な
知
の
基
礎
に
浸
透
し
つ
つ
、
詩
学
（
和
歌
・
連

歌
・
禅
林
詩
学
）
の
諸
形
式
と
（
不
均
衡
な
）
呼
応
関
係
を
設
え
て
き

た
。
無
論
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
「
心
」
の
用
法
は
全
く
多
義
的
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
何
も
詩
人
の
恣
意
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、〈
思

考
不
可
能
な
心
〉
の
知
解
＝
分
解
と
い
う
不
可
避
の
陥
穽
の
結
果
で
あ

る
に
過
ぎ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
中
世
と
い
う
知
の
複
合
的
空
間
が
、

〈
心
〉
と
い
う
辞
項

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
多
用
し
つ
つ
、
知
的
エ
リ
ー
ト
の
身
体
群
に
刻

印
し
た
語
り
の
範
型
を
通
し
て
、〈
外
部
〉
を
忘
却
し
な
い
よ
う
な
視

座
を
確
保
し
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
空
間
の
中
に
立

ち
現
れ
て
き
た
表
現
の
束
の
多
く
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な

〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
を
生
き
る
、〈
真
空
な
る
世
界
＝
心
を
生
き
る
〉
と

い
う
探
究
の
痕
跡
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
ま
ず
も
っ
て
〈
思
考
不
可
能
な
も
の
〉
と
し
て

読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
ろ
う
。

註
１
　
玉
村
竹
二
編
『
五
山
文
学
新
集
』
第
一
巻
「
序
」（
東
京
大
学
出
版
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、
一
九
六

七
年
）。

２
　
拙
稿
A
「
禅
に
お
い
て
〈
コ
ト
バ
〉
と
は
何
か
―
〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
を
可
能

に
す
る
地
平
―
」（『
日
本
研
究
』〈
広
島
大
学
〉
二
一
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
B

「〈
活
句
〉
考
―
（
中
世
）
禅
林
詩
学
に
お
け
る
方
法
論
的
公
準
の
不
／
可
能
性
―
」

（『
日
本
研
究
』
二
三
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
C
「
詩
を
詠
む
の
は
誰
か
―
中
世
禅
林

詩
学
に
お
け
る
「
脱
創
造
」（décréation

）
と
い
う
〈
創
造
〉
の
機
制
―
」（『
日
本

研
究
』
二
四
、
二
〇
一
一
年
）、
同
D
「
法
の
〈
外
〉
へ
／
か
ら
―
日
本
中
世
禅
林

詩
学
に
お
け
る
〈
幼
児
性

イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
〉（infanzia

）
へ
の
（
或
い
は
、
と
し
て
の
）
眼
差
し
―
」

（
國
立
高
雄
大
學
東
亜
語
文
學
系
編
『「
第
一
屆
東
亜
語
文
社
會
國
際
研
討
會：

以
日

本
・
韓
國
・
越
南
出
發
點
」
會
議
論
文
集
』
致
良
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

３
　
注
２
、
拙
稿
A
参
照
。

４
　
代
表
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
Ｊ
・
デ
リ
ダ
や
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
或
い
は
柄
谷
行
人

が
あ
る
。
Ｊ
・
デ
リ
ダ
／
足
立
和
浩
訳
『
根
源
の
彼
方
に
―
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
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い
て
（
上
・
下
）』（
現
代
思
潮
新
社
、
一
九
七
二
年
〔
原
書
、
一
九
六
七
年
〕）、

Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
／
合
田
正
人
訳
『
存
在
の
彼
方
へ
』（
講
談
社
、
一
九
九
九
年

〔
原
書
、
一
九
七
四
年
〕）、
柄
谷
行
人
『
内
省
と
遡
行
』（
講
談
社
〔
文
庫
版
〕、
一

九
八
八
年
）、
同
『
探
求
Ⅰ
』（
講
談
社
〔
文
庫
版
〕、
一
九
九
二
年
）、
同
『
探
求
Ⅱ
』

（
講
談
社
〔
文
庫
版
〕、
一
九
九
四
年
）
等
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は
彼
ら
の
諸

著
作
に
お
け
る
思
考
法
は
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

５
　
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
宇
野
邦
一
訳
『
フ
ー
コ
ー
』（
河
出
書
房
新
社
〔
文
庫
版
〕、

一
五
一
頁
）。

６
　
丸
山
圭
三
郎
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）。

７
　
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
第
十
三
「
海
印
三
昧
」〔
思
想
大
系
、
上
、
一
四
二
頁
〕
に

は
こ
う
あ
る
―
―
「「
起
時
唯
法
起
」。
こ
の
法
起
、
か
つ
て
起
を
の
こ
す
に
あ
ら
ず
。

こ
の
ゆ
へ
に
、
起
は
知
覚
に
あ
ら
ず
、
知
見
に
あ
ら
ず
」。

８
　
「
耳
に
聞
く
所
な
き
と
き
、
真
の
聴
聞
な
り
、
目
に
見
る
所
な
き
と
き
、
三
世
の

諸
仏
に
相
看
す
」（『
抜
隊
仮
名
法
語
』、
禅
門
法
語
集
〔
至
言
社
〕
上
巻
、
五
六

頁
）。

９
　
「
外
に
向
ツ
て
求
む
べ
か
ら
ず
と
云
ツ
て
、
行
を
す
て
、
学
を
放
下
せ
ば
、
行
を

も
て
求
ム
ル
所
有
り
と
聞
え
た
り
、
求
メ
ざ
る
に
あ
ら
ず
」（『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

三
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
一
六
頁
）。

10

「
大
通
智
勝
仏
、
十
劫
坐
道
場
、
仏
法
不
現
前
、
不
得
成
仏
道
」（『
法
華
経
』
巻

三
・
化
城
喩
品
第
七
、『
大
正
蔵
』
九
、
二
六
頁
上
）。『
臨
済
録
』
示
衆
、『
無
門
関
』

九
則
に
も
言
及
が
あ
る
。

11

こ
の
よ
う
な
不
均
衡
な
対
応
関
係
は
、
大
珠
慧
海
『
頓
悟
要
門
』
下
（
平
野
宗
浄

『
禅
の
語
録
６
　
頓
悟
要
門
』
筑
摩
書
房
、
一
七
九
頁
）
に
「
仏
不
遠
人
、
而
人
遠

仏
」
と
要
約
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
洞
山
良
价
の
所
謂
「
過
水
偈
」
に
よ
っ
て
も
う
ま

く
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
切
忌
従
他
覓
／
迢
迢
与
我
疎
／
我
今
独
自
往
／
処
処
得
逢

渠
／
渠
今
正
是
我
／
我
今
不
是
渠
／
応
須
恁
麼
会
／
方
得
契
如
如
」（『
洞
山
語
録
』、

『
大
正
蔵
』
四
七
、
五
二
〇
頁
上
）。

12

Ｊ
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
／
坂
本
百
大
訳
『
言
語
と
行
為
』（
大
修
館
書
店
、
一

九
七
八
年
〔
原
書
、
一
九
六
二
年
〕）。

13

「
本
分
の
田
地
に
到
る
と
申
す
こ
と
は
、
田
舎
よ
り
京
へ
上
り
、
日
本
よ
り
唐
土

へ
わ
た
る
が
ご
と
く
に
は
あ
ら
ず
」（『
夢
中
問
答
集
』
下
、
一
七
八
頁
）。

14

そ
れ
ゆ
え
、
菩
提
達
摩
は
弟
子
に
対
し
て
「
こ
れ
は
何
か
」
と
眼
前
の
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
の
名
を
問
う
た
。『
楞
伽
師
資
記
』（
柳
田
聖
山
『
禅
の
語
録
２
　
初
期
の
禅

史
Ⅰ
―
楞
伽
師
資
記
・
伝
法
宝
紀
―
』
筑
摩
書
房
、
一
四
〇
―
一
頁
）
参
照
。

15

道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
第
五
十
三
「
梅
華
」
に
お
い
て
「
無
量
無
尽
の
過
現
来
、

こ
と
ご
と
く
新
な
り
と
い
ふ
が
ゆ
へ
に
、
こ
の
新
は
新
を
脱
落
せ
り
」（
思
想
大
系
、

下
、
一
二
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

16

「
い
ま
だ
迷
倒
の
見
を
離
れ
ざ
る
人
の
、
即
心
即
仏
と
い
へ
る
語
に
随
つ
て
、
解

を
生
じ
て
、
喜
怒
哀
楽
の
妄
情
、
即
ち
こ
れ
仏
心
な
り
と
談
ず
。
そ
の
語
は
仏
法
に

似
た
れ
ど
も
、
そ
の
見
は
邪
道
に
こ
と
な
ら
ず
」（『
夢
中
問
答
集
』
下
、
一
八
八
―

九
頁
）。

17

ま
た
道
元
は
、〈
心
〉
が
言
語
の
虚
焦
点
で
あ
る
こ
と
を
、「
あ
ら
ず
」
と
い
う
否

定
詞
の
連
続
に
よ
っ
て
説
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
こ
の
心
、
も
と
よ
り
あ
る
に

あ
ら
ず
、
い
ま
あ
ら
た
に
N
起
す
る
に
あ
ら
ず
。
一
に
あ
ら
ず
、
多
に
あ
ら
ず
。
自
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然
に
あ
ら
ず
、
凝
然
に
あ
ら
ず
。
わ
が
身
の
な
か
に
あ
る
に
あ
ら
ず
、
わ
が
身
は
心

の
な
か
に
あ
る
に
あ
ら
ず
。
こ
の
心
は
、
法
界
に
周
遍
せ
る
に
あ
ら
ず
。
前
に
あ
ら

ず
、
後
に
あ
ら
ず
。
な
き
に
あ
ら
ず
。
自
性
に
あ
ら
ず
、
他
性
に
あ
ら
ず
。
共
性
に

あ
ら
ず
、
無
因
性
に
あ
ら
ず
」（
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
四
「
発
菩
提
心
」、
思
想

大
系
、
下
、
三
七
一
―
二
頁
）。

18

「
神
は
不
在
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
、
天
地
万
物
の
中
に
現
存
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」（
Ｓ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
／
田
辺
保
訳
『
重
力
と
恩
寵
』
筑
摩
書
房

〔
文
庫
版
〕、
一
九
九
五
年
〔
原
書
、
一
九
四
七
年
〕、
一
八
二
頁
）。

19

心
の
二
重
性
は
仏
教
言
説
の
基
本
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。「
万
機
心
と
仏
祖
心
と
一

等
な
り
と
い
ふ
禅
師
等
、
す
べ
て
心
法
の
ゆ
き
か
た
、
様
子
を
し
ら
ざ
る
な
り
。
い

は
ん
や
仏
祖
心
を
ゆ
め
に
も
み
る
こ
と
あ
ら
ん
や
」（『
正
法
眼
蔵
』
第
六
十
・
三
十

七
品
菩
提
分
法
、
思
想
大
系
、
下
、
一
九
四
頁
）。
た
だ
し
、
も
し
こ
の
心
の
二
重

性
と
い
う
も
の
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
水
準
で
主
張
し
て
し
ま
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き

て
い
る
世
界
と
は
別
に
心
の
空
間
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
誤
読
を
導
い
て

し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

20

唐
・
巌
頭
全
M
「
他
後
若
欲
播
揚
大
教
、
一
一
従
自
己
胸
襟
流
出
将
来
与
我
蓋
天

蓋
地
去
」（『
五
灯
会
元
』
巻
七
・
雪
峰
義
存
章
、
他
）。

21

四
巻
本
『
楞
伽
経
』
巻
三
「
若
語
異
義
者
、
則
不
因
語
弁
義
、
而
以
語
入
義
如
灯

照
色
」（『
大
正
蔵
』
一
六
、
五
〇
〇
頁
下
）。
注
２
、
拙
稿
A
、
B
で
確
認
し
た
よ

う
に
、『
楞
伽
経
』
は
「
語
」
と
「
義
」
の
関
係
性
を
「
非
異
非
不
異
」
と
し
て
捉

え
て
い
た
が
、
こ
こ
で
い
う
「
義
」
こ
そ
が
、
本
稿
で
〈
外
部
〉
と
呼
ぶ
も
の
の
こ

と
で
あ
る
。「
義
」
と
は
わ
れ
わ
れ
が
通
念
的
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の

「
意
味
」
や
「
概
念
」
の
こ
と
で
は
な
い
。『
楞
伽
経
』
巻
三
「
云
何
為
義
、
謂
離
一

切
妄
想
相
言
説
相
、
是
名
為
義
」、『
頓
悟
要
門
』
下
「
言
説
生
滅
、
義
不
生
滅
、
義

無
形
相
、
在
言
説
之
外
」。
夢
窓
も
ま
た
「
つ
ね
ざ
ま
の
人
の
義
理
と
思
へ
る
こ
と

は
、
亦
こ
れ
言
句
な
り
」（『
夢
中
問
答
集
』
中
、
九
八
頁
）
と
注
意
を
喚
起
す
る
。

22

吉
川
幸
次
郎
注
『
詩
経
国
風
上
〈
中
国
詩
人
選
集
１
〉』（
岩
波
書
店
、
一
九
五

八
年
、
十
一
頁
）。

23

『
無
文
印
』
の
引
用
は
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
刊
本
。

24

詩
を
詠
む
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注
２
、
拙
稿
C
参
照
。

25

「
胸
襟
流
出
」
と
い
う
語
り
の
形
式
は
、
五
山
禅
僧
の
言
語
論
・
文
芸
論
に
お
い

て
も
広
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
禅
林
に
お
い
て
そ
の
発
端
と
な
る
の
は
、
注
20
の

巌
頭
の
語
で
あ
る
。

－ 18－


