
仏
教
を
学
ぶ
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
学
と
し
て
成
立
す
る
場
合
の
当
然
の
前
提
と
思

わ
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
点
で
あ
る
。
仏
教
は
一
応
の
対
象
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
目
前
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
簡
単
に
は
そ
の

正
体
を
現
わ
し
て
く
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
内
実
に
は
汲
め
ど
も
尽
く
せ
ぬ
何
も
の
か
が
潜
ん
で
い
て
、
そ
の
奥
深
い
何
も
の
か
が
対

象
化
さ
れ
る
こ
と
を
徹
底
的
に
拒
否
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
仏
教
を
学
び
真
実
を
聞
き
と
ろ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
姿
勢
な
い
し

主
体
そ
の
も
の
を
、
問
い
質
し
て
止
ま
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
仏
教
学
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
そ
の
成
立
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
仏
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
、
仏
の
証
悟

の
内
実
そ
れ
自
体
に
即
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
主
体
性
を
問
わ
れ
る
と
い
う
厳
し
い
か
か
わ
り

方
を
要
求
さ
れ
る
。
「
唯
我
独
尊
」
の
語
は
そ
の
面
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。
故
に
、
仏
教
は
単
な
る
対
象
の
域
を
超
え
て
、
独
尊
で
あ

る
よ
う
な
「
我
」
に
即
し
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
触
発
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
へ
‐
そ
れ
が
仏
教
学
と
し
て
成
立
し
、
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
教
法
と
な
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
客
観
化
さ
れ
対
象
化

仏
教
学
の
成
立
に
つ
い
て

ｌ
立
破
無
凝
の
大
意
Ｉ
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じ
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さ
れ
る
と
い
う
側
面
を
失
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
必
然
的
に
対
す
る
も
の
と
対
さ
れ
る
も
の
と
い
う
対
応
関
係
は

免
れ
え
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
対
象
化
さ
れ
な
が
ら
そ
の
対
象
化
を
超
え
て
、
か
え
っ
て
そ
の
関
係
を
跳
躍
台
に
し
て
、
両
者
の
一
致
点

を
見
出
す
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
大
変
困
難
な
課
題
を
背
負
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
困
難
さ
は
根
本
仏
教
と
い
わ
れ
る
仏
教

の
原
点
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
展
開
と
い
え
る
大
乗
仏
教
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
仏
教
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
仏
陀
の
正
覚
そ
れ
自
体
が
、
教
法
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
た
こ
と
に
、
そ
れ
は
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
が
ま
た
、
永
遠
性
に
か
か
わ
る
形
で
、
い
つ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
そ
の
豊
か
な
内
実
を
絶
え
る
こ
と
な
く
展
開
し
続
け
る
か
ぎ
り
、
必

然
的
な
あ
り
方
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
教
法
が
単
な
る
言
葉
に
堕
し
て
形
骸
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
生
命
力
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
言
葉
で
現
わ
さ
れ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
絶
え
ず
拒
否
し
、
そ
の
限
定
化
を
超
え
よ
う
と
す
る
強
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
教
の
成
立
基
盤
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
て
い
て
、
根
元
的
な
困
難
さ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
乗
り

超
え
よ
う
と
す
る
真
の
学
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
仏
の
自
内
証
よ
り
涌
出
し
た
と
い
え
る
そ
の
教
法
は
、
一
定
の
形
を
と
る
教
学
と
し
て
客
観
化
さ
れ
る
た
め
に
、
教
義

が
立
て
ら
れ
仏
教
学
と
し
て
成
立
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
設
立
さ
れ
た
教
と
義
は
能
詮
と
所
詮
と
い
う
対
応
関
係
を
と
り
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
破
っ
て
本
来
の
根
元
的
な
も
の
に
立
ち
帰
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
固
定
化
抽
象
化
さ
れ
る
欠
陥
を
徹
底
的
に
打
破

す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
の
陥
る
過
誤
に
対
す
る
決
定
的
な
批
判
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
て
肯
定
さ
れ
る
学
の
確
立
で
あ

り
、
教
法
の
定
立
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
学
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
問
題
は
、
そ
の
学
び
に
生
涯
を
託
し
て
誠
実
な
歩
み
を
続
け
た
幾
多
の

先
人
達
の
逢
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
見
矛
盾
に
充
ち
た
と
い
え
る
ほ
ど
の
至
難
な
課
題
を
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
超
克
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
お
け
る
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
‐
も
の
と
、
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
思
索
を
め
ぐ
ら
し
、
ど
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

２



そ
の
見
事
と
い
う
外
な
い
よ
う
な
困
難
な
課
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
底
知
れ
な
い
思
索
力
の
確
か
さ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
魅
了
す

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
仏
教
学
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、
極
め
て
深
い
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
例
を

龍
樹
の
『
十
二
門
論
』
に
対
す
る
賢
首
法
蔵
の
注
釈
『
十
二
門
論
宗
致
義
記
』
巻
上
の
説
く
所
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
論

を
釈
す
る
に
つ
い
て
明
さ
れ
る
十
門
分
別
の
第
六
所
詮
の
宗
趣
を
述
、
へ
る
に
当
っ
て
、
法
蔵
は
語
の
表
わ
す
と
こ
ろ
の
も
の
が
「
宗
」
で

あ
り
、
宗
の
帰
す
る
と
こ
ろ
が
「
趣
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
こ
の
論
の
宗
趣
を
示
す
文
に
引
続
い
て
、
汎
く
経
論
に
お
け
る
立
と
破
の

儀
軌
を
明
す
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

汎
く
経
論
の
立
破
の
儀
軌
を
明
さ
ば
、
仏
法
の
大
綱
に
其
れ
二
種
あ
り
。
一
に
は
上
品
の
純
機
の
為
に
直
に
教
義
を
示
し
て
立
せ
ず

破
せ
ず
。
二
に
は
中
下
の
雑
機
の
為
に
方
便
し
て
顕
示
す
る
に
立
有
り
破
有
り
。
仏
の
在
世
の
時
に
は
多
く
初
の
義
を
明
し
、
兼
て

後
の
義
を
明
す
。
諸
経
の
中
に
弁
ず
る
所
の
如
し
。
仏
の
滅
度
の
後
に
は
多
く
後
の
義
を
明
し
兼
て
初
の
義
を
明
す
。
諸
論
の
中
に

弁
ず
る
所
の
如
し
。
（
大
正
“
・
二
一
四
ａ
）

こ
こ
で
仏
法
の
大
綱
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
経
と
そ
の
経
の
解
説
で
も
あ
る
論
の
宗
致
に
か
な
う
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
す
る
誤
解
や
偏
執
を
否
定
し
て
真
の
道
理
を
顕
ら
か
に
し
、
そ
の
理
に
則
し
た
行
に
よ
っ
て
真
実
の
法
に
契
入
し
よ
う
と

す
る
。
こ
の
論
の
宗
趣
の
解
明
に
託
し
て
、
広
く
一
般
論
的
視
野
の
も
と
で
、
経
や
論
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
す
る
場

合
の
軌
準
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
根
本
的
立
場
を
示
す
縁
起
や
、
龍
樹
の
い
う
無
自
性
空
の
語
の
現
わ

し
て
い
る
も
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
仏
法
の
大
綱
と
な
る
。

そ
の
大
綱
に
二
種
が
あ
っ
て
、
上
品
の
純
機
に
対
し
て
は
直
接
的
に
教
義
が
示
さ
れ
る
か
ら
立
も
破
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
な
が
ら

そ
の
ま
ま
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
中
品
下
品
の
雑
機
に
対
す
る
も
の
は
、
方
便
と
し
て
顕
示
さ
れ
る
面
が
多

分
に
あ
る
た
め
に
、
肯
定
さ
れ
承
認
さ
れ
る
も
の
と
否
定
さ
れ
批
判
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
の
在
世
の
当
時
に
は
初
の

義
が
多
く
、
兼
ね
て
後
の
義
が
多
少
混
入
し
て
い
て
、
諸
の
経
典
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
仏
の
滅
度
の
後
に
は
そ
の
逆
に
な
る
。
そ
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れ
ら
は
諸
論
の
示
す
と
こ
ろ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
認
め
ら
れ
る
か
否
か
、
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
が
多
分
に
含
ま
れ
る
か
否
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
論
釈
が
、
当
然

の
こ
と
と
し
て
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
れ
ら
の
点
は
、
仏
入
滅
後
の
仏
教
学
の
あ
り
方
と
し
て
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。

真
実
の
解
明
を
目
指
し
た
方
法
論
の
必
然
的
に
た
ど
る
道
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
仏
教
学
の
方
法
論
は
中
下
の
雑
機
と
い
わ
れ
る
部
類
に

属
す
る
も
の
と
し
て
の
自
覚
を
離
れ
て
は
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
肯
定
か
否
定
か
の
い
ず
れ
か
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
確
に

し
な
が
ら
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
場
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
立
と
破
・
否
定
と
肯
定
の
微
妙

な
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
学
の
あ
り
方
を
改
め
て
反
省
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
に
外
な
ら

ナ?･
･･一

い
○

法
蔵
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
世
尊
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
用
い
て
わ
れ
わ
れ
の
誤
っ
た
見
解
や
偏
執
を
論
破
し
、
思
想
的
に
病
ん

で
い
る
状
態
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
邪
妄
の
中
に
陥
っ
て
い
る
も
の
へ
の
大
悲
に
よ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
必
ず

し
も
そ
の
言
い
方
に
決
っ
た
規
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
に
応
じ
相
手
の
機
根
に
対
し
て
適
切
に
語
り
か
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の

言
葉
に
愛
情
が
こ
も
っ
て
い
る
の
で
、
必
然
的
に
優
れ
た
成
果
が
あ
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
論
破
の
方
法
に
は
五
種
あ
る
と
し
な
が
ら
、
第
一
に
掲
げ
る
の
が
識
徴
破
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
手
の
難
点
を
適
確
に
指
摘
し
て
懲

ら
し
め
な
が
ら
、
正
道
に
立
ち
も
ど
ら
せ
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
仏
陀
の
長
爪
梵
志
に
対
す
る
問
い
か
け
を
あ

げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
に
は
識
徴
破
な
り
。
謂
く
仏
の
長
爪
梵
志
を
破
し
て
云
う
が
如
し
。
「
汝
若
し
一
切
を
受
け
ず
と
な
ら
ば
、
亦
此
の
不
受
を
受
く

る
や
不
や
。
」
此
の
如
き
等
は
是
れ
已
熟
の
根
な
る
が
故
に
、
槐
を
生
じ
て
果
を
得
る
也
。
（
大
正
哩
・
三
四
ａ
Ｉ
ｂ
）

｜
論
破
す
る
意
義
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傲
慢
な
と
こ
ろ
が
あ
り
な
が
ら
も
鋭
敏
な
感
覚
の
持
主
で
あ
り
、
し
か
も
努
力
家
で
あ
っ
た
長
爪
梵
志
が
、
仏
陀
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

に
論
破
さ
れ
て
そ
の
言
う
と
こ
ろ
に
信
伏
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
か
。
も
っ
と
も
痛
い
所
を
突
か
れ
た
か
ら
だ
と
は
い
え
る
が
、
誰

し
も
そ
う
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
誤
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ま
で
の
学
び
の
蓄
積
を
も
と
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
成
果
だ
と
思
わ
れ

る
。
次
の
論
文
か
ら
は
、
彼
の
微
妙
な
心
理
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味
深
い
。
多
少
長
く
な
る
が
引
用
し
よ
う
。

長
爪
梵
志
へ
仏
に
見
え
、
問
訊
し
誰
っ
て
、
一
面
に
坐
し
、
是
の
念
を
作
さ
く
。
「
一
切
の
論
は
破
す
今
へ
く
、
一
切
の
語
は
壊
す
べ
く
、

一
切
の
執
は
転
ず
等
へ
し
。
是
の
中
に
何
者
か
是
れ
諸
法
の
実
相
、
何
者
か
是
れ
第
一
義
、
何
者
か
性
、
何
者
か
相
に
し
て
顛
倒
せ
ざ

る
」
と
。
是
の
如
く
思
惟
す
る
こ
と
、
書
え
ば
大
海
の
水
の
、
其
の
涯
底
を
尽
く
さ
ん
と
欲
す
る
が
如
し
。
之
を
求
む
る
こ
と
既
に

久
し
け
れ
ど
も
、
一
法
の
実
に
以
て
心
に
入
る
べ
き
者
を
得
ず
。
「
彼
、
何
な
る
論
議
の
道
を
以
て
か
、
而
も
我
が
姉
の
子
〔
舎
利
５

よ
く
知
ら
れ
た
逸
話
で
あ
る
が
、
長
爪
梵
志
は
性
来
頭
脳
明
蜥
な
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
姉
の
舎
利
に
議
論
で
敗
れ
て
己

の
未
熟
さ
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
な
お
僑
慢
の
心
は
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
一
念
発
起
し
て
学
習
に
務
め
、
誰
に
も
負
け

な
い
大
論
議
師
と
な
り
、
当
る
と
こ
ろ
敵
な
し
と
い
え
る
ほ
ど
の
勢
い
で
諸
諭
師
を
論
破
し
尽
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
十
八
種
の

経
耆
を
こ
と
ご
と
く
読
み
尽
す
ま
で
爪
は
語
ら
な
い
と
誓
を
立
て
て
修
行
に
励
ん
だ
の
で
、
人
々
は
そ
の
爪
の
長
さ
を
み
て
長
爪
梵
志
と

呼
ク
ハノ

ナ費
’、一

○

長
爪
梵
志
は
己
に
十
分
に
仏
陀
の
言
葉
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
自
ら
の
主
張
の
矛
盾
に
直
ち
に
気

づ
い
て
深
く
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
、
仏
弟
子
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
法
蔵
は
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
長
爪
梵
志
の
心
の
動

き
に
は
微
妙
な
変
化
が
あ
っ
て
、
さ
す
が
に
已
熟
の
根
と
評
価
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
二
律
背
反
に
陥
っ
て
抜
き
差
し

な
ら
な
い
場
に
立
た
さ
れ
た
自
ら
の
論
理
の
矛
盾
を
率
直
に
認
め
て
、
急
所
を
突
い
た
仏
陀
の
指
摘
に
直
ち
に
帰
伏
し
て
い
る
。
そ
こ
に

誰
徴
が
た
だ
の
識
徴
を
超
え
て
深
い
意
味
を
発
揮
す
る
相
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
詳
細
な
展
開
を
『
智
度
論
』
巻
第
一
の
説

に
よ
っ
て
確
か
め
て
み
た
い
。



是
の
思
惟
を
作
し
已
っ
て
、
而
し
て
仏
に
語
っ
て
言
さ
く
、
「
崔
曇
よ
、
我
は
一
切
の
法
を
受
け
ず
」
と
。
仏
、
長
爪
に
問
う
。
「
汝
、

一
切
法
を
受
け
ず
、
是
の
見
を
受
く
る
や
不
や
。
仏
に
質
す
所
の
義
は
、
汝
已
に
邪
見
の
毒
を
飲
む
。
今
是
の
毒
気
を
出
し
て
、
一

切
法
は
受
け
ず
と
言
う
。
是
の
見
毒
を
汝
受
く
る
や
不
や
」
と
。

爾
時
に
長
爪
梵
志
は
、
好
馬
の
鞭
影
を
見
て
即
ち
覚
り
、
便
ち
正
道
に
著
く
が
如
く
、
長
爪
梵
志
も
亦
是
の
如
く
、
仏
語
の
鞭
影
心

に
入
る
を
得
て
、
即
ち
貢
高
を
棄
損
し
、
噺
側
低
頭
し
て
、
是
の
如
く
思
惟
す
。

「
仏
、
我
を
置
い
て
二
処
負
門
の
中
に
著
く
。
若
し
我
是
の
見
を
我
受
く
と
説
か
ば
、
是
の
負
処
門
は
鹿
な
る
が
故
に
多
く
の
人
知

ら
ん
。
云
何
ぞ
自
ら
一
切
法
は
受
け
ず
と
言
わ
ん
。
今
是
の
見
を
受
く
と
言
う
。
此
れ
は
是
れ
現
前
の
妄
語
な
り
。
是
の
鹿
負
処
門

は
多
く
の
人
の
知
る
所
な
り
。
第
二
の
負
処
門
は
細
な
り
。
我
之
を
受
け
ん
と
欲
す
。
多
く
の
人
知
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
」
と
。

是
の
念
を
作
し
己
っ
て
、
仏
に
答
え
て
言
さ
く
、
「
崔
曇
よ
、
〔
我
〕
一
切
法
を
受
け
ず
、
是
の
見
も
亦
受
け
ず
」
と
。

仏
、
梵
志
に
語
げ
た
ま
わ
く
、
「
汝
一
切
の
法
を
受
け
ず
、
是
の
見
も
亦
受
け
ず
ん
ぱ
、
則
ち
受
け
る
所
な
く
、
衆
人
と
異
る
こ
と

無
し
。
何
ぞ
貢
高
を
用
い
て
、
而
も
僑
慢
を
生
ず
る
こ
と
是
の
如
く
な
る
」
と
。

長
爪
梵
志
答
う
る
こ
と
を
得
る
こ
と
能
わ
ず
。
自
ら
負
処
に
堕
す
と
知
っ
て
、
即
ち
仏
の
一
切
智
の
中
に
於
て
、
恭
敬
を
起
し
、
信

心
を
生
じ
、
自
ら
思
惟
す
ら
く
。
「
我
負
処
に
堕
す
。
世
尊
は
我
が
負
を
彰
さ
ず
。
是
非
を
言
わ
ず
。
以
て
意
と
為
し
た
ま
わ
ず
。

仏
は
心
柔
軟
な
り
。
是
れ
第
一
清
浄
の
処
、
一
切
語
論
の
処
滅
し
て
、
大
甚
深
の
法
を
得
。
是
れ
恭
敬
す
論
へ
き
処
、
心
浄
第
一
な
る

こ
と
仏
に
過
ぐ
る
者
な
し
。
仏
は
法
を
説
き
、
其
の
邪
見
を
断
ず
る
が
故
に
、
即
ち
坐
処
に
於
て
、
遠
塵
し
離
垢
す
る
こ
と
を
得
、

諸
法
の
中
に
於
て
法
眼
浄
を
得
」
。
（
大
正
蛎
・
六
一
Ｃ
ｌ
六
二
ａ
）

こ
の
世
の
中
に
何
か
確
か
な
も
の
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
実
と
か
絶
対
と
い
っ
て
も
言
葉
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
言

葉
と
い
う
も
の
は
所
詮
仮
構
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
で
も
時
と
し
て
陥
る
懐
疑
に
執
わ
れ
て
い
た

弗
〕
を
得
た
る
」
と
。

b



の
が
長
爪
梵
志
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
徹
底
し
て
い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
疑
う
。
一
つ
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
は
な
い
と
い
う
状
況

は
、
あ
る
意
味
で
誠
実
な
思
索
の
過
程
に
現
わ
れ
る
巨
大
な
障
壁
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
仏
陀
に
対
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
認
め
な
い
」
と
い
い
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

。
そ
れ
に
対
し
て
仏
陀
は
、
長
爪
の
主
張
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
認
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
認
め
る
の
か
ど
う
か
を
尋

ね
る
や
い
わ
ば
彼
の
問
難
そ
の
も
の
が
誤
っ
た
見
解
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
不
健
康
き
わ
ま
り
な
い
思
想

的
偏
見
の
も
と
に
あ
る
懐
疑
主
義
の
毒
を
認
め
る
の
か
否
か
を
質
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
の
疑
問
も
持
た
な
い
こ
と
の
愚
か
さ
は
誰
に
で
も
解
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
疑
い
の
中
だ
け
に
沈
ん
で
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

の
も
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
長
爪
梵
志
は
す
で
に
そ
の
点
に
十
分
気
づ
き
な
が
ら
、
自
ら
の
病
態
か
ら
脱
し
得
な
い
で
い
た
。
そ
れ
が
、

「
已
熟
の
根
」
と
い
わ
れ
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
仏
陀
の
反
論
に
応
じ
た
長
爪
の
態
度
を
、
優
れ
た
馬
が
鞭
の
影
を
み
た
だ
け
で
、
次
に
何

が
起
こ
る
か
、
そ
こ
で
い
か
に
す
べ
き
か
を
覚
る
例
に
譽
え
る
。
そ
の
よ
う
に
仏
陀
の
言
葉
が
深
く
長
爪
の
心
源
に
徹
し
て
、
傲
慢
な
高

ぶ
り
を
直
ち
に
棄
て
て
噺
偲
低
頭
し
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
長
爪
が
そ
れ
ま
で
の
慢
心
を
棄
て
て
正
道
に
帰
れ
た
の
は
、
そ
れ
な
り

の
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
仏
陀
の
言
葉
が
単
な
る
識
徴
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
能
力
が
彼
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

す
べ
て
を
認
め
な
い
こ
と
を
認
め
る
と
い
え
ば
、
誰
に
で
も
そ
の
矛
盾
が
解
っ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
敗
北
に
陥
る
し
か
な
い

こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
だ
と
し
て
も
、
簡
単
に
は
恐
れ
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
「
認
め
ず
」
と
答
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
仏

陀
は
汝
が
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
認
め
ず
」
そ
し
て
こ
の
見
解
を
も
認
め
な
い
な
ら
ば
、
何
ら
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
く
な
っ
て
、
自
ら
の

立
論
の
根
拠
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
ら
ば
何
ら
の
依
り
処
も
な
し
に
た
だ
流
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
日
常
的
人
間
と
少
し
も

変
ら
な
い
。
な
の
に
、
な
ぜ
傲
り
高
ぶ
っ
て
他
よ
り
優
れ
て
い
る
と
の
情
慢
心
を
懐
く
の
か
、
と
質
す
。

返
答
に
窮
し
た
梵
志
は
、
自
ら
の
敗
北
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
と
同
時
に
、
仏
智
に
お
い
て
見
え
て
い
る
確
か
な
依
り
処
に
対

す
る
畏
敬
の
念
を
生
ず
る
ｐ
そ
れ
へ
の
確
信
を
生
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
自
ら
の
負
処
に
堕
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
７



認
め
る
か
認
め
な
い
か
と
い
う
是
か
非
か
に
か
か
わ
る
視
点
で
し
か
も
の
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
、
必
ず
陥
る
矛
８

盾
が
あ
る
。
そ
れ
を
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
正
し
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
、
よ
り
根
元
的

な
視
点
に
立
ち
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

仏
陀
は
相
手
を
論
破
し
て
自
ら
を
正
と
し
是
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
他
の
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
も
い
な
い
。
も
の
ご
と
の
も
つ
真
の
あ
り
方
に
即
し
て
、
そ
こ
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
思
惟
の
健
康
性
と
で

も
い
う
尋
へ
き
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
確
か
な
認
識
に
さ
さ
え
ら
れ
て
の
心
の
柔
軟
さ
の
具
体
的
現
わ
れ
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
長
爪
梵
志
は
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
一
切
の
言
語
化
に
付
随
す
る
言
葉
の
虚
構
性
が
排
除
さ
れ
る
た
め
に
、
適
切
な
表
現
を
も
っ
て
示
す
と
い
う
こ
と
は
難
し
い

と
い
う
面
が
含
ま
れ
る
。
と
し
て
も
、
仏
智
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
邪
見
の
邪
見
で
あ
る
所
以
を
は
っ
き
り
認

め
て
、
そ
れ
を
断
ず
る
こ
と
の
で
き
る
明
確
な
立
場
に
立
つ
、
も
の
の
見
方
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
ま
た
、
そ
れ
は
そ
の

立
場
に
固
執
し
て
そ
の
是
非
に
縛
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
汚
れ
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
肯
定
か
否
定
か
に
執
わ
れ
る
も
の
の
見
方
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
真
に
諸
法
の
実
相
を
み
て
道
を
得
る
仏
陀
の
立
場

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
摩
腱
提
と
仏
陀
と
の
問
答
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
智
度
論
』
巻
第
一
に
記
さ
れ
て
い
る
次
の
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
事
柄
は
決
り
き
っ
て
い
る
の
に
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
て
、
見
る
主
体
も
見
ら
れ
る
客
体
も
な
い
と
い
う
の

が
仏
陀
の
主
張
で
あ
る
と
解
す
る
外
道
が
、
だ
と
す
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
道
を
得
る
と
い
う
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
詰
問
す
る
。

そ
の
疑
難
に
応
え
る
仏
陀
の
解
答
か
ら
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
左
に
引
用
す
る
。

阿
陀
婆
耆
経
に
説
く
が
如
し
。
摩
權
提
、
難
ず
る
偶
に
言
く
、
「
決
定
の
諸
法
の
中
に
、
横
さ
ま
に
種
々
の
想
を
生
じ
、
悉
く
内
外

を
捨
つ
る
が
故
に
、
云
何
が
当
に
道
を
得
べ
き
」
。

仏
、
答
え
て
曰
く
、
「
見
聞
知
覚
に
非
ず
。
持
戒
の
所
得
に
非
ず
。
亦
、
見
聞
せ
ざ
る
に
非
ず
。
不
持
戒
の
得
に
非
ず
。
是
の
如
き



学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
見
聞
知
覚
に
よ
っ
て
し
か
成
り
立
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
仏
陀
は
そ
の
見
聞
や
知
覚
に
よ
っ
て
得
道
す
る

の
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
見
聞
し
な
い
の
で
も
な
い
と
い
う
。
身
を
正
し
て
学
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
戒
定
慧
の
戒
も
同
様
に
両
方
と
も
に
否

定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
見
非
不
見
に
な
り
、
強
い
て
い
え
ば
、
非
見
之
見
と
い
わ
れ
る
も
の
の
見
方
に
よ
っ
て
真
実
が
見
え

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
非
見
と
見
と
が
対
立
的
に
固
定
化
さ
れ
て
み
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
推
定
で
き
る
。
い

わ
ば
、
見
聞
に
つ
い
て
の
論
議
を
捨
て
、
概
念
化
し
て
執
わ
れ
る
こ
と
か
ら
離
れ
る
。
ま
た
、
見
聞
す
る
な
ら
そ
の
主
体
が
あ
る
は
ず
だ

と
す
る
無
意
識
の
前
提
か
ら
も
離
れ
る
。
我
と
我
が
も
の
が
あ
る
と
す
る
深
い
錯
覚
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
あ
る
か
ら
諸
法
が

諸
法
と
し
て
決
定
さ
れ
自
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
諸
法
の
固
定
化
の
も
と
に
は
我
我
所
の
固
執
が
あ
る
。
故
に
そ
れ
を
捨
て
て
、
諸
法

を
諸
法
と
し
て
実
体
化
し
な
け
れ
ば
、
道
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
仏
陀
の
答
え
の
お
よ
そ
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
見

聞
・
持
戒
と
い
う
も
っ
と
も
基
本
的
な
真
実
の
道
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
が
す
べ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
摩
腱
提
は
反
問
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
見
聞
に
よ
る
の
で
も
な
く
見
聞
し
な
い
の
で
も
な
い
。
持
戒
も
同
様
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
暖
昧
模
糊
と
し
て
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
方
法
と
は
何
か
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
か
。
確
か
な
手
段

と
し
て
は
何
も
の
も
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
好
む
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
勝
手
放
題
に
観
て
、
思
考
停
止
と
で
も
い
う
べ

き
空
白
に
よ
っ
て
道
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
か
。
見
る
の
で
も
聞
く
の
で
も
な
く
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
見
な
い
の
で
も
聞
か
な
い
の
で
も

な
い
と
い
わ
れ
て
、
荘
然
自
失
し
て
い
る
外
道
の
様
子
が
坊
佛
と
し
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
姿
で
も
あ
っ

論
は
悉
く
捨
て
、
亦
、
我
々
所
を
捨
て
、
諸
法
の
相
を
取
ら
ず
、
是
の
如
く
ん
ば
道
を
得
く
し
」
。

摩
腱
提
間
う
て
曰
く
、
「
若
し
見
聞
等
に
あ
ら
ず
。
持
戒
の
所
得
に
非
ず
。
亦
、
見
聞
せ
ざ
る
に
非
ず
、
不
持
戒
の
得
に
非
ん
ば
、

我
が
心
の
如
く
観
察
し
、
唖
法
を
持
っ
て
道
を
得
ん
」
。

仏
、
答
え
て
曰
く
、
「
汝
は
邪
見
の
門
に
依
り
、
我
は
汝
が
療
道
を
知
る
。
汝
妄
想
を
見
ず
ん
ば
、
爾
時
に
自
ら
当
に
唖
す
べ
し
」
。

（
大
正
弱
・
六
三
Ｃ
、
Ｊ
、
六
四
ａ
）
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め
る
も
の
で
あ
る
。

摩
挺
提
の
陥
っ
て
い
る
療
道
と
し
て
の
邪
見
の
も
た
ら
し
た
精
神
の
病
的
状
態
は
、
仏
陀
に
よ
っ
て
明
了
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

が
智
慧
と
し
て
の
非
見
非
不
見
に
よ
っ
て
み
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
も
の
が
は
っ
き
り
見
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
暖
昧
で
も
誤

魔
化
し
た
の
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
不
見
の
見
、
不
聞
の
聞
と
し
て
真
実
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
内
実
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
事
例
は
全
く
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
真
実
が
浮
か
び
あ
が
る
た
め
の
否
定
の
様
相
は

か
な
り
適
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
も
そ
の
微
妙
な
機
微
が
よ
く
領
解
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
識
徴
破
に
対
し
て
法
蔵
は
、
第
二
を
随
宜
破
と
す
る
。
こ
れ
は
仏
が
衆
生
の
根
機
の
然
る
べ
き
状
態
を
見
抜
い
て
宜
し

き
に
随
っ
て
法
に
入
れ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
手
が
か
り
に
し
、
そ
れ
を
気
づ
か
せ
て
道
を
悟
ら
せ
る
も
の

で
あ
る
。
必
ず
し
も
さ
ま
ざ
ま
な
手
だ
て
を
構
ず
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仏
の
多
言
を
要
す
る
場
合
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
の
随
執
破
は

そ
の
所
執
に
随
っ
て
種
為
の
理
例
に
よ
っ
て
そ
の
計
を
徴
破
し
て
、
執
心
の
依
り
処
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
失
わ
せ
て
真
実
に
入
ら
し

て
人
ご
と
で
は
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
の
戸
惑
い
に
包
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
思
考
の
空
白
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
い

わ
ば
自
棄
気
味
で
居
直
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
仏
陀
は
、
そ
の
よ
う
な
思
考
停
止
の
状
態
を
非
見
非
不
見
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
邪
見
に
よ

る
た
め
に
そ
ん
な
見
方
に
な
る
の
で
あ
り
、
道
理
を
見
失
っ
た
康
に
陥
っ
て
い
る
結
果
で
あ
る
。
そ
の
自
ら
の
妄
想
に
気
づ
か
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
ま
さ
に
人
間
ら
し
さ
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仏
陀
に
は
、
あ
り
あ
り
と
摩

腱
提
の
陥
っ
て
い
る
誤
っ
た
状
態
が
見
え
て
い
る
と
い
え
る
。
非
生
産
的
で
何
ら
の
積
極
性
も
な
い
居
直
り
の
中
に
あ
っ
て
、
真
実
が
そ

の
相
を
現
わ
す
は
ず
が
な
い
。
無
責
任
で
不
健
康
な
心
の
閉
塞
状
態
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
見
と
不
見
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
と
も
す
れ
ば
陥
り
が
ち
な
思
考
の
ひ
ず
み
に
つ
い
て
、
そ
の
弱
点
を
見
抜
い
て
そ
れ
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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推
理
・
論
証
に
よ
っ
て
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
、
結
論
に
到
達
さ
せ
る
。
機
根
が
勝
れ
て
い
る
た
め
に
真

実
を
受
け
入
れ
易
い
場
合
で
あ
る
。
第
四
の
標
量
破
は
日
常
的
な
論
理
形
式
を
標
示
し
て
、
校
量
し
て
計
度
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
破
し
て

正
法
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
論
証
法
だ
け
に
よ
ら
ず
に
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
、
そ
れ
は
衆

生
の
機
根
が
前
の
も
の
よ
り
や
や
劣
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
五
の
定
量
破
は
、
論
理
の
法
式
に
よ
っ
て
主
題
と
論
拠
と
そ
の
事
例
等

を
明
確
に
し
、
道
理
を
推
定
で
き
る
順
序
を
定
め
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
誤
っ
た
主
張
の
過
失
の
部
分
を
摘
出
し
て
過
り
な
か
ら
し
め
る
も

の
で
、
こ
れ
が
真
の
能
破
と
為
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
主
題
で
あ
る
宗
な
ど
に
お
い
て
善
く
過
失
の
部
分
を
摘
出
で
き
な
い
場
合
に

は
似
能
破
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
相
手
を
批
判
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
、
論
理
推
定
の
方
法
を
用
い
る

ま
で
に
種
々
の
段
階
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
最
後
に
第
六
の
方
法
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。

此
の
所
対
の
根
は
最
も
下
劣
の
故
に
、
執
見
深
重
に
し
て
受
け
入
れ
難
き
が
故
に
、
広
く
世
間
の
五
明
の
中
の
因
明
の
理
例
を
以
て

是
非
を
校
量
し
、
方
に
始
め
て
信
伏
す
。
若
し
此
の
位
に
至
っ
て
猶
信
伏
せ
ざ
れ
ぱ
、
彼
の
愚
の
甚
し
き
こ
と
は
言
う
べ
か
ら
ざ
る

が
故
に
、
更
に
第
六
門
に
至
ら
ざ
る
也
。
（
大
正
妃
．
三
四
ｂ
）

道
理
に
の
っ
と
っ
て
順
序
を
追
い
、
是
非
を
明
確
に
し
て
論
破
さ
れ
て
始
め
て
納
得
す
る
の
は
、
機
根
が
下
劣
で
、
執
見
が
深
重
な
た

め
に
真
実
を
受
け
入
れ
難
い
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
懇
切
な
解
説
や
詳
細
な
指
摘
を
受
け
な
く
て
も
、
自
ら
の
立
論
の
誤
り
に
気
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
直
観
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
道
理
を
尽
し

た
説
明
を
受
け
て
も
な
お
信
伏
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
、
そ
う
な
れ
ば
そ
の
愚
の
甚
だ
し
い
こ
と
は
言
葉
を
絶
す
る
こ

と
に
な
る
。
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
以
上
の
方
法
は
あ
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
執
見
の
深
重
さ
に
は
論
理
を
尽

し
た
道
理
の
開
示
を
も
拒
否
す
る
意
味
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
愚
の
甚
だ
し
さ
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
を
磨
く
必
要
の
あ

る
こ
と
が
、
最
後
に
特
に
注
意
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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誤
り
を
批
判
さ
れ
邪
執
を
論
破
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
、
前
節
の
所
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
教
え
が
述
べ
ら

れ
義
が
立
て
ら
れ
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
教
法
と
い
わ
れ
法
義
と
さ
れ
る
時
の
法
と
は
、
本
来
的
に
言
説

を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
よ
ほ
ど
の
機
縁
を
与
え
ら
れ
て
も
わ
れ
わ
れ
に
は
真
実
が
理
解
し
に
く
い
。
故
に
仏
や
菩
薩
は
、

大
悲
の
方
便
を
も
っ
て
巧
み
に
衆
生
を
引
き
寄
せ
て
、
利
益
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
縁
に
応
じ
て
義
を
立
て
ら
れ
る
の
で
、

教
え
は
多
様
な
形
態
を
と
る
。
し
か
し
、
大
略
を
い
え
ば
、
や
は
り
五
段
階
に
分
け
ら
れ
る
、
と
法
蔵
は
い
う
。

第
一
の
応
機
立
は
、
文
字
通
り
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
教
え
が
立
て
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
空
と
い
う
こ
と
を
聞
け
ば
、

そ
れ
は
虚
無
の
こ
と
と
思
っ
て
断
見
に
陥
っ
て
し
ま
う
も
の
の
た
め
に
は
、
空
と
い
わ
ず
に
仏
性
が
あ
る
と
教
え
る
。
そ
し
て
教
え
に
触

れ
て
法
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
後
で
、
仏
性
と
は
第
一
義
空
の
こ
と
で
あ
る
と
示
す
『
浬
藥
経
』
巻
第
二
十
五
（
大
正
吃
．
七
六
九

ｂ
ｌ
ｃ
）
等
の
例
や
、
『
入
梧
伽
経
』
巻
第
三
（
大
正
略
．
五
二
九
ｃ
）
の
中
で
、
空
無
我
を
恐
れ
る
者
の
た
め
に
如
来
蔵
を
説
く
例
が
そ
れ

に
当
る
、
と
法
蔵
は
解
説
し
て
い
る
。

第
二
は
斥
破
立
で
あ
る
。
こ
れ
は
龍
樹
が
三
論
な
ど
の
中
で
対
象
化
さ
れ
た
有
に
執
し
て
い
る
者
に
対
し
て
尽
く
そ
れ
を
論
破
し
、
寄

り
処
と
し
て
い
る
立
場
を
突
き
く
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
の
空
を
顕
わ
し
立
て
る
場
合
で
、
無
立
の
立
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
立
っ

て
い
る
立
場
を
斥
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
顕
わ
れ
て
く
る
も
の
を
立
て
る
方
法
と
い
え
よ
う
。
第
三
の
随
時
立
は
、
そ
の
時
の

相
手
の
状
況
に
応
じ
て
、
手
段
を
用
い
て
趣
旨
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
務
め
る
も
の
で
、
そ
の
都
度
の
状
態
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。

第
四
は
翻
邪
立
で
、
邪
見
を
翻
す
た
め
の
立
義
で
あ
る
。
た
と
え
ば
聖
提
婆
が
外
道
に
対
し
て
三
宝
の
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
場

合
に
、
も
し
自
分
を
屈
服
せ
し
め
る
も
の
が
あ
れ
ば
首
を
斬
っ
て
謝
罪
し
よ
う
と
い
っ
て
、
多
く
の
論
敵
の
論
攻
を
受
け
な
が
ら
も
、
義

理
に
お
い
て
敗
れ
る
こ
と
が
な
く
、
遂
に
外
道
た
ち
を
帰
信
せ
し
め
法
に
入
れ
た
例
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
の
所
立
は
必
ず
し
も
論
理
学
に

二
立
教
と
立
破
無
凝
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第
五
の
定
量
立
は
、
因
明
の
論
理
方
式
に
よ
っ
て
過
失
を
無
く
し
て
義
理
を
完
成
す
る
も
の
で
、
真
の
能
立
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
も
し
主
題
な
ど
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
似
能
立
に
な
っ
て
義
を
立
て
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
立
論
と
論
破
に
お
け
る
論
証
の
意
味
を
明
か
に
し
な
が
ら
、
法
蔵
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
す
る
。

是
の
故
に
当
に
知
る
今
へ
し
、
如
上
の
所
説
の
立
破
等
の
義
は
、
竝
に
悉
く
方
便
に
し
て
、
務
て
前
機
を
し
て
帰
伏
し
て
信
を
生
ぜ
し

む
る
も
、
未
だ
必
ず
し
も
仏
法
の
深
旨
を
具
す
る
こ
と
を
得
ず
。
且
く
真
如
の
如
き
は
、
同
法
嚥
無
き
が
故
に
立
す
る
こ
と
を
得
ざ

れ
ぱ
、
豈
に
真
如
を
非
法
と
為
す
寺
へ
け
ん
や
。
是
の
故
に
要
ず
当
に
此
の
立
破
の
諄
諭
等
を
離
る
る
を
、
方
に
実
に
順
ず
る
究
寛
の

義
と
為
す
今
へ
き
也
。
（
大
正
埋
・
三
四
ｃ
）

以
上
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
た
立
と
破
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
は
す
べ
て
方
便
に
属
す
る
こ
と
で
、
衆
生
を
信
伏
さ
せ
る
た
め
の

手
段
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
ず
し
も
仏
に
よ
っ
て
証
悟
さ
れ
た
真
実
の
深
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と

え
ば
真
如
の
よ
う
な
も
の
は
、
そ
れ
を
譽
え
る
具
体
的
な
事
例
な
ど
は
な
い
か
ら
、
論
理
的
に
立
証
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
真
如
は
非
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
立
論
と
か
論
破
の
謡
い
を
離
れ
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
真

実
に
契
う
究
寛
の
義
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

学
問
的
な
厳
密
さ
並
び
に
正
確
さ
、
特
に
論
理
的
な
そ
れ
は
大
事
で
あ
る
。
し
か
し
詮
ず
る
と
こ
ろ
方
便
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
指
摘
は

重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
真
に
明
ら
か
に
な
る
べ
き
も
の
が
姿
を
現
わ
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
方
便
は
あ
く
ま

で
も
方
便
で
あ
っ
て
真
実
で
は
な
い
。
そ
の
点
へ
の
留
意
が
殊
更
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
立
と
破
両
者
の
密
接
な
関
係
が
最
後
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

義
を
堅
固
な
ら
し
め
て
、
鞆

の
が
法
蔵
の
理
解
で
あ
る
。

お
け
る
推
論
の
方
法
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
勝
れ
た
弁
舌
に
よ
っ
て
時
に
随
っ
て
顕
ら
か
な
解
説
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

義
を
堅
固
な
ら
し
め
て
、
相
手
を
信
伏
せ
し
め
た
も
の
で
、
そ
の
時
の
言
説
に
一
定
の
き
ま
り
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
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即
無
破
と
い
う
こ
と
で

破
を
絶
対
化
し
て
い
る

す
る
こ
と
に
な
る
。
破

の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ

つ
と
い
う
面
も
あ
る
。

ゞ
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
相
互
に
背
反
す
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
独
自
性
は
決
し
て
一
致
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
個
性
は
失
わ
れ
な
い
と
し
て
も
両
者
は
無
磯
に
融
通
し
合
っ
て
混

然
た
る
関
係
を
成
立
さ
せ
る
。
そ
れ
が
、
総
結
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
立
と
破
と
の
究
極
的
あ
り
方
で
あ
る
と
法
蔵
は
主
張
す
る
。
立
と
破

両
者
の
無
砿
の
関
係
の
意
味
す
る
も
の
は
、
仏
教
学
の
成
立
根
拠
を
示
す
適
例
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
を
次
に
見
る

い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
破
な
る
も
の
が
絶
対
的
に
有
る
と
そ
れ
を
固
定
化
し
て
執
わ
れ
る
な
ら
ば
、
破
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
所

破
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
、
破
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
今
こ
こ
で
は
所
破
に
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
破
の
真
の
あ
り
方
を
追
求

立
と
破
と
は
全
く
別
で
あ
っ
て
、
両
者
が
無
砿
に
関
係
し
あ
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
る
の
は
情
執
つ
ま
り
有
情
の
誤
っ
た
も

の
の
見
方
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
情
執
は
道
理
に
契
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
も
の
の
当
体
は
即
空
で
あ
っ
て
、
立
な
り
破
な
り
を
絶
対
化
す

寺
へ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
無
破
の
破
と
い
う
よ
う
に
破
す
る
こ
と
無
く
し
て
破
す
る
と
い
う
の
が
破
の
あ
り
方
と
な
り
、
破

即
無
破
と
い
う
こ
と
で
、
破
し
て
は
い
る
が
そ
れ
は
破
し
て
い
な
い
こ
と
に
即
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
破
に
執
わ
れ
て

破
を
絶
対
化
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
否
定
の
た
め
の
否
定
に
は
な
ら
な
い
。
肯
定
の
た
め
の
否
定
で
あ
れ
ば
無
破
と
破
が
融
会

す
る
こ
と
に
な
る
。
破
す
る
こ
と
へ
の
執
着
が
空
ぜ
ら
れ
て
破
が
あ
る
な
ら
ば
無
破
の
破
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
無
破
は
破
へ
の
執
着

の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
破
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
当
体
即
空
と
し
て
さ
な
が
ら
に
空
で
あ
り
な
が
ら
、
縁
起
し
て
破
が
成
り
立

こ
と
に
し
よ
』
フ
。

第
三
に
立
破
無
礒
と
は
、
情
執
は
理
に
非
ず
、
当
体
は
即
空
な
る
を
以
て
、
無
破
之
破
を
し
て
破
即
無
破
な
ら
し
む
る
こ
と
を
致

す
。
若
し
破
有
り
と
執
す
れ
ば
還
っ
て
所
破
に
同
ず
。
是
の
故
に
破
に
非
ず
。
今
既
に
所
破
に
非
ず
。
是
の
故
に
無
破
を
以
て
破
と

為
せ
ば
、
則
ち
能
所
倶
に
絶
し
て
心
に
所
寄
無
き
を
究
寛
破
と
為
す
。
意
を
取
っ
て
之
を
思
い
、
言
に
著
す
る
こ
と
勿
れ
。

（
大
正
“
・
二
一
四
Ｃ
）
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し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
無
破
を
も
っ
て
破
と
す
れ
ば
、
破
す
る
も
の
も
破
さ
れ
る
も
の
も
倶
に
減
し
て
、
執
わ
れ
る
心

の
対
象
と
な
る
も
の
が
消
失
す
る
。
そ
れ
が
究
寛
し
た
破
の
あ
り
方
と
な
る
。

ち
な
み
に
こ
こ
で
無
破
を
も
っ
て
破
と
す
る
と
い
う
の
は
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
所
破
で
あ
り
、
能
破
で
は
な
い
こ

と
を
い
お
う
と
し
て
い
る
。
所
破
は
能
動
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
邪
妄
を
否
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
破
に
執
わ
れ
れ
ば
、
破
は
所
破
に

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
無
破
の
破
と
な
っ
て
破
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
破
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
能
破
と
所
破
が
超
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
能
も
所
も
倶
に
絶
し
て
し
ま
う
。
こ
の
場
合
の
「
無
」

は
超
絶
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
絶
」
は
単
な
る
消
滅
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
の
廃
絶
の
は
た
ら
き
と
み
ら
れ
る
。
故
に

執
着
す
る
心
の
根
拠
ま
で
な
く
な
る
の
で
、
否
定
が
徹
底
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
と
し
て
、
破
の
究
寛
態
を
示
唆
し
な
が
ら
法
蔵
は
、
そ
の
趣
旨
を
こ
そ
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に

務
め
て
、
言
葉
の
表
面
に
著
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
特
に
注
意
し
て
い
る
。
立
体
的
に
融
会
し
合
う
無
破
と
破
の
関
係
を
、
抽
象
的
に

捉
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
無
磯
の
関
係
に
即
し
て
教
法
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
教
法
は
真
実
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
語
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
言
語
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
言
語
化
は
す
で
に
「
言
に
著
す
る
な
か
れ
」
と
し

て
注
意
さ
れ
て
い
た
。
故
に
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
教
法
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
あ
る
。

又
、
法
は
既
に
情
を
超
え
る
を
以
て
何
ぞ
立
す
る
こ
と
を
得
令
へ
け
ん
や
。
情
に
約
し
て
仮
立
す
。
立
即
無
立
な
り
。
若
し
能
く
此
れ

を
了
す
れ
ば
、
立
即
無
立
・
無
立
之
立
を
究
寛
立
と
為
す
。
若
し
言
の
如
く
立
を
取
れ
ば
則
ち
是
れ
情
計
に
し
て
、
所
立
に
非
ざ
る

が
故
に
則
ち
無
立
な
り
。
是
の
故
に
情
の
中
に
亦
立
す
る
こ
と
無
き
は
、
是
れ
法
に
非
ざ
る
を
以
て
の
故
に
。
情
の
外
に
亦
立
す
る

こ
と
無
き
は
、
縁
対
無
き
を
以
て
の
故
に
。
但
、
情
を
会
し
て
法
に
入
り
、
立
即
無
立
・
無
立
即
立
な
る
今
へ
し
。
意
を
取
っ
て
之
を

思
え
。
其
の
致
、
見
る
、
へ
し
。
是
れ
を
立
破
紛
然
未
曾
有
の
説
と
謂
う
。
機
を
伏
し
て
法
に
入
る
。
何
ぞ
嘗
て
対
敵
せ
ん
。
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（
大
正
娚
・
二
一
四
Ｃ
ｌ
二
一
五
ａ
）

こ
こ
で
は
法
と
い
う
も
の
が
既
に
情
を
超
え
た
も
の
と
の
理
解
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
設
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
法
自

体
に
関
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
有
情
の
立
場
に
お
け
る
仮
立
に
す
ぎ
な
い
。
仮
り
に
成
り
立
つ
も
の
な
ら
ば
、
立
そ

の
も
の
は
な
い
こ
と
に
な
り
立
即
無
立
で
あ
る
。
能
く
こ
の
こ
と
が
了
解
で
き
れ
ば
立
は
無
立
に
即
し
て
い
る
の
で
無
立
の
立
が
立
の
究

寛
態
と
し
て
の
究
寛
立
と
な
る
。
こ
こ
に
い
わ
れ
る
無
立
の
立
は
無
立
と
し
て
何
ら
立
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
が
、
仮
り
に
設
立
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
仮
り
で
あ
っ
て
も
立
は
立
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
語
に
執
わ
れ
て
立
て
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
と
執
着
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
妄
情
に
よ
っ
て
計
度
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
法
と
し
て
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
、
無
立
と
な
る
。
立
て
ら
れ
る
も
の
が
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
は
仮
立
さ
え
も
成
り
立
た
な
く
な
る
。
あ
る
い
は
、
計
度
さ
れ
た
も
の

は
所
詮
妄
情
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
全
く
無
に
帰
し
て
し
ま
う
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
点
が
、
妄
情
の
中
に
は
立
て
ら
れ
る
も
の
が
無
い
の
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
法
で
は
な
い
か
ら
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た

情
の
外
に
も
立
て
ら
れ
る
も
の
が
な
い
の
は
、
縁
対
が
無
い
か
ら
で
あ
る
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妄
情
を
規
準
に
し
て
内
外
を
定
め

て
み
て
も
、
規
準
そ
の
も
の
が
妄
情
に
す
ぎ
な
い
た
め
に
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
無
に
帰
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
妄
情
に
よ
る
限
り
は
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
何
ら
根
拠
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
情
を
理
に
会
し
て
法
に
入
ら

し
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
立
即
無
立
・
無
立
即
立
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
仮
り
に
立
て
ら
れ
た
も
の
が
、
仮
立
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
成
立
を
ど
こ
ま
で
も
無
化
し
て
超
え
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
停
滞

し
固
定
化
さ
れ
る
誤
り
を
否
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
無
限
に
深
い
無
立
的
実
質
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
り
に
立

て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
の
中
に
、
仮
立
さ
れ
う
る
こ
と
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
そ
の
致
に
は
見
る
雲
へ
き
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
立
と
破
の
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
両
者
は
混
然
と
し
て
融
合
し
あ
っ
た
未
曾
有
の
説
と
な
り
、
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又
、
情
を
遣
れ
ば
理
に
契
は
ざ
る
こ
と
無
き
を
以
て
の
故
に
、
破
と
し
て
立
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。
法
を
立
れ
ば
情
を
錆
さ
ざ
る
こ
と

無
き
が
故
に
、
立
と
し
て
破
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。

是
を
以
て
破
は
即
ち
立
の
故
に
破
は
無
く
、
立
は
即
ち
破
の
故
に
立
は
無
く
、
立
も
無
く
破
も
無
く
し
て
立
破
を
磯
げ
ず
。

是
の
故
に
立
と
破
は
一
に
し
て
而
も
恒
に
二
、
二
に
し
て
而
も
常
に
一
な
り
。
有
は
空
を
膿
げ
ず
、
空
は
有
を
磯
げ
ず
。
是
れ
を
立

破
無
腰
の
大
意
と
調
う
な
り
。
（
大
正
哩
・
一
二
五
ａ
）

迷
闇
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
妄
情
が
道
理
を
失
わ
せ
て
暗
黒
の
状
態
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
妄
情
を
否
定

で
き
れ
ば
、
自
ら
理
に
契
っ
て
光
り
の
世
界
を
実
現
で
き
る
。
で
あ
る
か
ら
、
情
を
破
す
る
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
肯
定
さ
る
ゞ
へ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
面
は
見
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
法
が
立
て
ら
れ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
妄
情
を
消
失
せ
し
め
る
は
た
ら
き
が
あ
る
か
ら
、
迷
い
を
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
法
が
設
立
さ

れ
た
と
い
う
面
に
焦
点
が
置
か
れ
て
、
否
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
面
は
注
目
さ
れ
な
く
な
る
。

以
上
の
関
係
か
ら
み
る
と
、
破
し
て
否
定
す
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
真
実
な
る
も
の
を
立
て
て
依
り
処
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

破
の
た
め
の
破
な
ど
と
い
う
も
の
は
無
く
な
る
。
ま
た
、
真
実
の
肯
定
と
し
て
の
立
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
畷
げ
て
い
る
も
の
を
破
す
る

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
立
の
た
め
に
立
と
い
う
こ
と
も
無
く
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
立
も
無
く
破

も
無
く
な
り
な
が
ら
、
し
か
も
立
と
破
が
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
を
発
揮
す
る
こ
と
を
砿
げ
な
い
。
し
た
が
っ

て
立
と
破
、
肯
定
と
否
定
は
一
つ
の
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
。
二
面
性
は
確
か
に
あ
る
が
常
に
一
で
あ

る
。
有
が
空
を
擬
げ
ず
、
空
も
有
を
磯
げ
な
い
。
こ
れ
が
立
破
無
腰
の
大
意
で
あ
る
。

誤
っ
た
見
方
に
堕
す
危
険
の
中
に
絶
え
ず
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
有
情
の
機
が
、
そ
の
迷
妄
を
伏
滅
さ
れ
て
真
実
の
法
に
契
入
で
き

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
立
と
破
は
敵
対
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
法
蔵
の
い
う
と
こ
ろ
は
最
後
の
結
論
と
し

て
次
の
も
の
へ
と
展
開
す
る
。
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お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
趣
旨
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
立
と
破
の
無
磯
の
関
係
は
、
そ
の
深
い
意
味
を
展
開
さ
せ
て
い
け
ば
、

必
然
的
に
空
と
有
の
関
係
に
な
る
。
否
定
の
た
め
の
否
定
で
は
な
く
、
肯
定
の
た
め
の
否
定
と
し
て
、
一
切
の
も
の
を
空
ず
る
と
い
う
は

た
ら
き
と
し
て
の
空
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
空
そ
の
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
あ
り
方
を
超
え
出
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
空
が
有
を
礎
げ
る
こ
と
な
し
に
、
か
え
っ
て
有
の
う
え
に
自
ら
を
現
わ
し
う
る
も
の
と
し
て
あ
る
、
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
な
空

の
あ
り
方
で
あ
る
。
有
を
砿
げ
る
こ
と
の
な
い
空
と
は
、
そ
の
点
を
い
う
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
空
を
磯
げ
る
こ
と
の
な

仏
陀
世
尊
の
教
え
の
根
本
は
「
縁
起
」
の
一
語
に
集
約
さ
れ
る
。
諸
種
の
経
論
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
仏
陀
は
「
縁
起

を
見
れ
ば
法
を
見
る
と
為
し
、
已
に
法
を
見
れ
ば
我
を
見
る
と
為
す
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
名
な
教
説
は
、
中
国
仏
教
界
に
お
い

て
は
初
期
の
段
階
で
、
呉
の
支
謙
訳
『
了
本
生
死
経
』
（
大
正
蝿
．
八
一
五
ｂ
）
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
縁
起
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
真
実
が
見
え
る
の
で
あ
り
、
真
実
が
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
仏
陀
自
身
が
見
え
る
は
ず

で
あ
る
。
仏
が
見
え
る
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
苦
渋
に
充
ち
た
煩
悶
が
、
思
い
も
か
け
な
い
法
の
発
見
に
よ
っ
て
も
の
の
見
事
に
解
決
す
る

こ
と
で
あ
り
、
仏
陀
の
自
覚
の
う
え
に
顕
現
し
た
そ
の
確
か
な
覚
証
の
事
実
に
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
到
達
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
何
故
、
仏
陀
に
お
い
て
は
明
々
白
々
の
疑
い
よ
う
も
な
い
真
実
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
手
の
届
か
な
い
話
に

な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
縁
起
と
い
う
言
葉
だ
け
に
執
わ
れ
て
、
そ
の
語
の
意
味
し
て
い
る
実
質
的
な
道
理
を
見

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
だ
け
を
ど
れ
だ
け
繰
り
返
し
て
み
て
も
何
も
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
な
い
。
と
し
て
も
、
仏
陀
の
出
現
と
い

う
歴
史
の
事
実
ま
で
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
そ
の
語
で
示
さ
れ
て
い
る
真
理
を
求
め
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
内
実
そ
の
も
の
は
無
立
無
起
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
不
来
不
去
の
沈
黙
に
裏
づ
け
ら
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
如
如
も

の
あ
り
方
で
あ
る
。
有
を
砿
げ
る
》

い
有
と
い
う
点
で
も
同
じ
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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そ
こ
に
示
さ
れ
た
教
法
は
、
抽
象
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
易
い
言
葉
の
中
に
逼
塞
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
無
自
性
空
と
い
う
固

執
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
乗
仏
教
と
し
て
そ
の
本
来
の
命
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
そ
れ
が
無
自
性
と
し
て
、
自
性
と
し
て
の
固
定
化
を
破
る
は
た
ら
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
否
定
の
能
力
そ
の
も
の
は
、

能
動
的
積
極
的
な
活
力
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
ま
で
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。

肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
然
と
も
い
う
今
へ
き
確
か
な
事
実
を
裏
づ
け
と
し
て
、
否
定
す
べ
き
も
の
を
否
定
す
る
。
そ
の
活
力
が
生

み
出
さ
れ
る
要
素
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
こ
と
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
そ
の
内
実
と
い
え
る
も
の
を
、
金
科
玉
条
の
よ
う
に
絶
対
化
し
て
、
そ

れ
を
振
り
回
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
と
し
て
あ
く
ま
で
も
無
化
さ
れ
空
ぜ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
絶

対
化
・
固
定
化
・
抽
象
化
す
る
必
然
性
と
徹
底
的
に
対
決
し
、
そ
れ
を
批
判
し
否
定
で
き
る
能
力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
否
定
に
即
し
た
肯
定
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
固
執
を
打
破
す
る
た
め
の

真
実
の
設
立
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
立
場
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
な
ら
、
道
理
を
尽
し
て
懇
切
に
誤
り
を
指
摘
し
、
そ
の
錯
覚
を
訂
正
す
る
と
い
う
方
法
も

重
要
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
厳
し
い
徴
識
に
よ
っ
て
直
感
的
に
そ
の
過
誤
を
覚
ら
せ
る
方
法
も
意
味
の
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
否
定

の
た
め
の
否
定
と
い
う
も
の
、
い
わ
ば
否
定
に
対
す
る
固
執
が
、
真
に
道
理
に
契
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
な
い
事
実
を
語
っ
て
い
る
と
い
工

て
ら
れ
た
。
も
の
が
縁
起
し
て
い
↓

陥
っ
て
い
る
錯
覚
は
正
さ
れ
る
と
。

し
く
は
真
如
で
あ
る
。
仏
陀
が
証
悟
に
達
せ
ら
れ
て
言
葉
を
絶
し
た
喜
び
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
の
獲
得
さ
れ
た
真
実
を
他
に
伝
え

る
こ
と
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
思
い
到
ら
れ
て
、
そ
の
ま
ま
浬
樂
に
入
ろ
う
と
決
意
さ
れ
た
と
の
伝
説
は
、
単
な
る
伝
説
で
終
り
よ
う

も
な
い
事
実
を
語
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
仏
陀
は
自
ら
悟
ら
れ
た
真
実
を
教
法
と
し
て
立

て
ら
れ
た
。
も
の
が
縁
起
し
て
い
る
こ
と
は
法
で
あ
り
、
そ
の
法
を
依
り
所
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
陀
と
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
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が
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
肯
定
の
た
め
の
肯
定
と
い
う
こ
と
で
、
本
来
真
実
で
あ
る
零
へ
き
道
理
そ
の
も
の
が
、
い
つ
の
間

に
か
固
執
の
対
象
と
な
っ
て
陳
腐
な
形
骸
に
堕
し
て
い
る
状
況
か
ら
脱
却
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
華
厳
経
』
巻
第
十
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偶
品
で
は
智
林
菩
薩
の
い
う
と
こ
ろ
と
し
て
次
の
よ
う
な
偶
頌
が
述
慧
へ
ら
れ
て
い
る
。

ｗ
取
る
所
は
取
る
尋
へ
か
ら
ず
。
見
る
所
は
見
る
べ
か
ら
ず
。
聞
く
所
は
聞
く
べ
か
ら
ず
。
思
う
所
は
思
う
べ
か
ら
ず
。

有
量
と
無
量
と
に
於
い
て
、
限
量
を
作
す
尋
へ
か
ら
ず
。
有
量
と
及
び
無
量
と
は
二
倶
に
取
る
所
無
し
。

説
く
べ
か
ら
ず
し
て
而
も
説
か
ば
、
是
れ
を
自
ら
欺
証
す
と
為
す
。
己
の
事
は
成
就
せ
ず
。
衆
生
を
悦
ば
す
能
は
ず
。

若
し
能
く
無
量
の
諸
の
如
来
を
讃
歎
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
不
可
思
議
劫
に
も
、
功
徳
は
尽
き
る
今
へ
か
ら
ず
。
（
大
正
９
．
四
六
六
ａ
）

こ
こ
に
は
有
量
と
無
量
と
を
超
え
た
大
い
な
る
道
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
否
定
さ
れ
な
が
ら
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
肯
定
へ

の
固
執
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
計
り
知
れ
な
い
功
徳
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
の
否
定
だ
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

真
実
を
求
め
る
こ
と
の
中
に
固
執
が
潜
ん
で
い
る
危
険
が
あ
る
と
し
て
も
、
求
め
る
こ
と
を
た
だ
中
止
し
て
虚
無
の
中
に
沈
み
こ
も
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
有
と
無
．
否
定
と
肯
定
の
限
量
化
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
偏
執
の
陥
穿
に
深
く
気
づ
く
こ
と
の
で
き
る
豊
か
な
智

の
顕
現
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
仏
の
教
え
る
と
こ
ろ
を
真
に
学
ぼ
う
と
す
る
も
の
の
道
が
成
り
立
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
執
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
執
わ
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
執
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
執
わ
れ
る
こ
と
の
病
態
を
自
覚
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
十
分
に
知
り
な
が
ら
、
真
実
な
る
も
の
を
学
ぶ
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
錯
覚
さ
せ
混
乱
さ
せ
固
執
化
さ
せ
る
も
の
の
正
体
が
、
自
分
自
身
の
中
に
見
出
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
の
内
か

ら
自
己
の
本
質
を
知
る
も
の
と
し
て
の
智
慧
に
な
る
。
そ
れ
は
真
実
を
解
る
こ
と
で
あ
る
。

真
実
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
不
健
康
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
に
執
わ
れ
る
危
険

を
察
知
で
き
る
能
力
は
、
智
慧
で
あ
っ
て
無
明
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
を
深
い
と
こ
ろ
か
ら
錯
覚
さ
せ
る
無
明
の
恐
ろ
し
さ
を
知
る
も
の

は
智
慧
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
真
実
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
無
明
が
見
え
て
く
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
一
見
矛
盾
し
た
関
係
の
よ
う
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に
み
え
は
す
る
が
、
そ
れ
は
道
理
に
即
す
る
事
実
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
真
実
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
自
分
の
心
の
中
に
無

明
の
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
が
み
え
れ
ば
、
つ
か
も
う
と
す
る
心
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ
の
心
が
消
え
失
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
そ
こ
で
は
た
ら
く
智
慧
に
則
し
た
積
極
的
な
学
び
の
姿
勢
が
自
然
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

仏
教
学
は
真
の
意
味
で
何
を
根
拠
と
し
て
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
。
立
と
破
、
肯
定
と
否
定
あ
る
い
は
有
と
無
と
の
無
砿
の
関
係
に

即
し
て
底
知
れ
な
い
大
い
な
る
意
義
を
見
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
小
論
の
一
応
の
結
論
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
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