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自
覚
と
は
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
う
問
い
か
け
る
も
の
は
、
現
前
の
脚
下
に
あ
る
死
で
あ
る
。 

し
か
れ
ば
、
自
覚
と
は
生
死
無
常
を
観
じ
て
、
菩
提
心
を
発
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
自
覚
は
、
す
な
わ
ち
発
心
で
あ
る
。 

こ
こ
に
、
仏
道
を
求
め
た
祖
師
た
ち
の
精
神
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
真
に
哲
学
す
る
も
の
の
こ
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

「
汝
自 

身
を
知
れ
」
と
説
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
り
て
は
、
哲
学
者
と
は
死
の
演
習
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
生
の
根
本
問
題
に
当 

面
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
そ
の
問
い
は
「
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
、
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即 

ち
是
な
り
」
と
答
え
ら
れ
た
。
恐
ら
く
か
の
問
い
に
た
い
す
る
答
は
、
こ
れ
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
こ
れ
は
か
の
問
い 

に
応
じ
て
即
答
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
答
を
う
る
ま
で
に
は
、
か
の
問
い
の
た
め
に
、
人
知
れ
ぬ
懊
悩
を
経
験
せ
ね
ば
な
ら
ぬ 

の
で
あ
る
。
そ
の
答
を
う
る
た
め
に
は
、
生
命
を
も
惜
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
ま
し
て
愛
欲
・
名
利
は
問
題
に
な
ら
な
い
。 

愛

欲

，
名
利
そ
の
も
の
を
無
意
義
と
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
、
生
死
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
発
心
せ
る
も
の
は
、
自
己
の
全
力
を
尽
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く
し
て
、
そ
の
応
答
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
人
生
の
事
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
措
い
て
云
は
ず
、
少
し
く
真
面
目
に
な
り
来
り
て
か
ら
は
、
ど
う
も
人
生
の
意
義 

に
就
い
て
研
究
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
其
の
研
究
が
遂
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に 

如
来
を
信
ず
る
と
云
ふ
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。:

：:

私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
い
て
私
の
自
力
の
無
功
な
る 

こ
と
を
信
ず
る
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。:

：:

此
が
甚
だ
骨
の
折
れ
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。
」 

こ
の
骨
の
折
れ
る
仕
事
を
、
知
識
に
つ 

い
て
も
、
修
養
に
つ
い
て
も
実
行
し
て
、
は
じ
め
て
身
証
せ
ら
れ
た
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
境
地
は
、
そ
の
経
験
の
な
い
も
の
の
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
と
も
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
永
遠
無
限
な
る 

も
の
の
前
に
人
生
の
無
常
迅
速
を
感
じ
た
る
も
の
が
、
翻
転
し
て
永
遠
無
限
の
生
命
を
現
前
の
生
に
内
観
す
る
こ
と
は
、
何
び
と
に
も
幾 

ら
か
想
念
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
「
そ
の
窮
極
の
達
せ
ら
る
る
前
に
も
、
随
分
、
宗
教
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ 

る
、
と
云
ふ
様
な
決
着
」
で
な
い
と
は
い
え
な
い
。
理
論
と
実
証
と
の
間
に
は
、
近
く
し
て
遠
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
実
証
を
語
る
も
の
は
、

「
只
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
託
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に 

足
ら
ず
、
如
何
に
況
ん
や
之
よ
り
而
下
な
る
事
項
に
於
て
を
や:

：:

我
等
は
寧
ろ
、
只
管
絶
対
無
限
の
我
等
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま 

ん
か
な
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
通
り
に
な
れ
な
い
我
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

「
死
生
の
事
、
亦 

た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
」
と
思
い
つ
つ
も
、
か
え
っ
て
、

「
こ
れ
よ
り
而
下
な
る
事
項
」
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
我
ら
で
あ
る
。

「
是
の
如
き 

は
、
蓋
し
迷
倒
」
と
い
う
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
す
る
も
の
は
、
い
か
な
る
境
遇
に
お
か
れ
て
も
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
現
在
安
住
こ
そ 

信
念
の
境
地
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
世
の
中
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
自
暴
自
棄 

で
は
な
く
、
自
重
自
在
で
あ
る
。

「
生
死
は
我
等
の
自
由
に
指
定
し
得
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
徹
底
す
る
と
き
に
「
自
己
に
充
足
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し
て
、
求
め
ず
、
争
は
ず
、
天
下
何
の
処
に
か
之
よ
り
強
勝
な
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
何
の
処
に
か
之
よ
り
広
大
な
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
か 

く
し
て
始
め
て
人
界
に
あ
り
て
、
独
立
自
由
の
大
義
を
発
揚
し
得
る
べ
き
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
法
に
帰
依
す
る
こ
と
と
、
自
己
に
帰
依
す
る
こ
と
を
一
つ
と
せ
る
仏
陀
の
教
意
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
仏
道
を
習
う
と
い 

ふ
は
自
己
を
習
う
な
り
、
自
己
を
習
う
と
い
ふ
は
、
自
己
を
忘
る
る
な
り
。
自
己
を
忘
る
る
と
い
ふ
は
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
」
と
い 

え
る
聖
者
の
こ
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
信
念
を
う
れ
ば
、
い
か
な
る
境
遇
を
も
善.
意
を
も
っ
て
受
容
し
う
る 

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

「
来
世
を
待
た
ず
、
現
世
に
於
て
、
既
に
大
な
る
幸
福
」
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
が
現
在
安 

住
と
強
調
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ

の

「
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
」
と
い
う
信
念
か
ら
現
わ
れ
る
も
の
は
「
な
に
を
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
た
だ
自
分 

の
気
の
向
ふ
所
、
心
の
欲
す
る
所
に
順
う
て
、
こ
れ
を
行
ふ
て
差
支
え
は
な
い
。
其
の
行
が
過
失
で
あ
ろ
う
と
、
罪
悪
で
あ
ろ
う
と
、
少 

し
も
懸
念
す
る
こ
と
は
な
い
。
如
来
は
、
私
の
一
切
の
行
為
に
就
い
て
責
任
を
負
ふ
て
下
さ
る
こ
と
で
あ
る
。
」

そ
れ
は
い
か
に
も
放
逸 

無
慚
の
よ
う
に
思
わ
れ
ぬ
で
も
な
い
。
さ
れ
ど
、
こ
こ
に
の
み
真
の
自
重
・
自
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
如
来
が
一
切
の
責
任
を
負
ふ 

て
下
さ
る
」
と
い
う
有
難
さ
を
感
ず
る
も
の
は
、
す
べ
て
を
自
己
の
責
任
と
感
ず
る
こ
こ
ろ
の
翻
転
で
あ
る
。
そ
こ
に
全
責
任
と
無
責
任 

と
の
一
致
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
自
主,

自
由
の
行
為
こ
そ
は
分
限
の
生
活
と
い
う
も
の
の 

ほ
か
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
〇
そ
こ
に
精
神
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
時
と
処
と
に
応
じ
て
、
自
身
の
な
し
う
べ
き
こ 

と
を
な
す
の
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ニ

ー

世

の

師

こ
れ
は
、
私

が

『
峨
山
逸
話
』
と

『
行
誡
上
人
全
集
』
を
愛
読
せ
る
頃
で
あ
っ
た
。
佐
々
木
月
樵
師
に
“
こ
れ
ら
の
高
僧
こ
そ
明
治
仏 

教
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
か
〃
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
の
師
の
答
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
あ
の
人
々
は
、
い
つ
の
時
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代
に
お
い
て
も
尊
ば
る
る
高
僧
で
あ
る
が
、
時
代
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
は
、
そ
の
人
に
よ
り
て
画
期
せ
ら
れ
る
こ
と
に
お 

い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
明
治
仏
教
史
は
、
廃
仏
棄
釈
の
政
治
に
た
い
し
て
尊
王
奉
仏
を
主
張
し
た
島
地
黙 

雷
等
の
人
々
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
科
学
が
輸
入
せ
ら
れ
、
仏
教
の
須
弥
山
説
は
天
動
説
で
あ
る
か
ら
、
地
動
説
に
反
く
と
脅 

か
さ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
天
動
説
こ
そ
科
学
的
で
あ
る
と
説
い
た
佐
田
介
石
が
あ
る
。!

先
進
の
間
に
須
弥
天
文
学
と
い
う
も
の
を 

学
ん
だ
人
々
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
思
い
出
さ
れ
る
。-
-

そ
れ
か
ら
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
不
可
知
論
な
ど
が
日
本
の
学
界
に
う
け
い
れ
ら
れ 

る
こ
と
に
な
っ
て
、
井
上
円
了
等
に
代
表
せ
ら
れ
る
仏
教
哲
学
の
時
代
が
あ
っ
た
。
——

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
天
台
、

へI

ゲ
ル
は̂
^

厳
と 

思
い
合
わ
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。-
-

こ
の
よ
う
に
し
て
、
外
来
思
想
を
摂
取
す
る
こ
と
の
是
非
が
反
省
せ
ら 

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
も
の
は
、
姉
崎
正
治
、
村
上
専
精
に
よ
る
原
始
釈
尊
に
か
え
っ
て
、
仏
教
を
統
一
す
る
と
い
う 

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
始
釈
尊
に
か
え
る
と
い
っ
て
も
、
自
身
の
生
死
解
脱
を
求
む
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
登
場
せ 

る
も
の
が
、
清
沢
先
生
の
精
神
主
義
で
あ
る
。
こ
う
し
て
仏
教
は
終
局
に
し
て
最
初
な
る
と
こ
ろ
へ
と
到
達
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば 

そ
の
先
生
の
感
化
を
う
け
た
わ
れ
ら
の
道
は?

」
と
、
そ
こ
で
佐
々
木
師
の
説
は
終
っ
た
。

そ
の
佐
々
木
師
の?

は
私
の
こ
こ
ろ
を
離
れ
な
い
。
清
沢
先
生
以
後
の
仏
教
界
は
、
少
し
も
前
進
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
か
ら 

で
あ
る
。
か
え
っ
て
、
今
も
な
お
依
然
と
し
て
仏
教
と
政
治
、
仏
教
と
科
学
、
仏
教
と
哲
学
、
釈
尊
に
帰
れ
が
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
い
う 

ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
常
に
新
た
な
る
様
相
を
も
っ
て
我
ら
に
迫
っ
て
い
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
そ
れ
ら
の
問
題
に 

た
い
し
て
の
研
究
も
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
ら
の
説
に
は
、
真
実
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ 

て
、
そ
れ
ら
は
い
か
に
進
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
前
清
沢
先
生
時
代
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
清
沢
先
生
は
時
代
を
画
せ 

る
人
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
に
時
代
を
超
越
せ
る
「
一
世
の
師
」
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
生
誕
百 

年
に
し
て
、
さ
ら
に
追
憶
を
新
た
に
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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こ
こ
で
佐
々
木
師
の?

を
推
求
す
る
。
そ
こ
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
精
神
主
義
の
立
場
に
お
い
て
、
改
め
て
、
さ
き
の
仏
教
と
政 

治

・
科
学
，
哲
学
、
あ
る
い
は
釈
尊
に
帰
れ
を
研
討
し
摂
取
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
生
に
よ
り
、

一
応
、
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て 

い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
す
で
に
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
常
に
新
た
な
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
無
視 

す
る
こ
と
は
精
神
主
義
の
本
旨
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
眼
を
与
え
る
も
の
こ
そ
、
精
神
主
義
の
本
旨
で
あ
る
。
そ 

れ
で
な
け
れ
ば
、
真
宗
大
学
は
世
界
の
仏
教
大
学
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
生
の
抱
負
も
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
こ
に
、
先
生
の
精
神
主
義
を
進
一
歩
せ
し
め
る
道
が
あ
る
。

そ
の
進
一
歩
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
先
生
の
方
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
先
生
の
方
法
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
仏
教
の
研
究 

は
、
い
か
に
精
細
と
な
っ
て
も
、
結
局
は
前
清
沢
的
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
大
学
理
想
も
夢
と
な
ら
ざ
る
を 

え
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
先
生
を
真
に
一
世
の
師
と
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
そ
の
進
一
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ 

に
は
、
先
生
の
追
慕
を
単
な
る
人
物
崇
拝
に
終
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
そ
の
進
一
歩
と
共
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
先
生
の
精
神
主
義
と
真
宗
の
教
法
と
の
同
異
で
あ
る
。 

そ
れ
は
真
宗
の
聖
教
の
説
く
と
こ
ろ
と
、
精
神
主
義
の
表
現
に
は
、
何
か
異
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で 

あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
精
神
主
義
は
、
真
宗
と
し
て
は
異
端
で
あ
る
と
さ
え
断
言
せ
る
先
進
も
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
、
先
生
の
感
化
を
う
け
た 

る
者
に
と
り
て
は
、
そ
れ
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
先
生
の
こ
こ
ろ
に
も
反
く
も
の
で
あ
ろ
う
。 

先
生
は
「
他
力
の
救
済
」
を
信
楽
し
、
そ

の

『
宗
教
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
自
力
と
他
力
と
の
別
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
し
か
れ
ば 

先
生
の
精
神
主
義
も
、
真
実
の
教
説
に
も
と
ず
く
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
真
宗
の
僧
侶
と
な
ら
れ
た
意
味
も
あ 

り

「
真
宗
大
学
の
目
的
は
、
他
力
信
心
を
獲
得
す
る
に
あ
り
」
と
宣
言
せ
ら
れ
た
本
旨
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
生
の
精
神 

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
、
先
生
の
よ
う
な
自
覚
に
お
い
て
真
宗
の
教
法
を
見
直
す
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
精
神
主
義
は
、
従
来 

の
宗
義
学
を
無
用
の
よ
う
に
思
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
真
宗
の
教
法
そ
の
も
の
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
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あ
る
。

そ
の
精
神
を
も
っ
て
真
宗
の
教
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
先
進
・
師
友
に
よ
り
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
に
随
喜
せ
ざ 

る
を
え
な
い
。
し
か
し
て
、
そ
の
こ
こ
ろ
し
て
み
れ
ば
、
先
生
の
言
葉
に
よ
り
て
聖
教
を
見
る
眼
を
開
か
し
め
ら
れ
る
も
の
も
多
い
こ
と 

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
宗
の
教
法
と
、
先
生
の
所
説
と
の
異
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
同
が
感
ぜ
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
畢 

竟
、
こ
れ
、
見
開
か
れ
た
も
の
が
異
っ
て
い
て
も
、
見
る
眼
が
同
じ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

さ
れ
ど
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
同
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
異
が
感
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、
先
生 

の
到
達
さ
れ
た
境
地
に
は
、
容
易
に
追
随
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
ら
の
学
ぶ
べ
き
も
の
は
、
そ
の
到
達 

点
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
出
発
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
わ
れ
ら
に
残
さ
れ
た
る
も
の
は
、
そ
の
教
説
で
は
な
く
、
そ
の
自
覚
で 

あ
っ
た
の
で
あ
る
。三

退
 

一
 

歩

こ
こ
に
、
わ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
た
る
退
一
歩
の
道
が
あ
る
。
私
は
、
改

め
て

「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る 

に
、
私
に
、
そ
の
応
答
を
迫
る
も
の
は
、
死
の
不
安
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
生
の
煩
悩
で
あ
る
。
そ
の
死
の
不
安
と
生
の
煩
悩
と
は
、
表 

裏
の
別
で
あ
っ
て
、
根
本
は
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
表
裏
の
別
の
あ
る
か
ぎ
り
「
ー
に
し
て
同 

ず
べ
か
ら
ず
、
異
に
し
て
分
っ
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の

「
異
に
し
て
分
っ
べ
か
ら
ざ
る
」
意
味
に 

お
い
て
、
生
死
の
問
題
を
解
け
る
こ
と
は
、
煩
悩
の
人
生
に
光
を
与
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
「
ー
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ざ
る
」
意 

味
に
お
い
て
、
生
死
を
超
越
せ
る
も
の
も
、
煩
悩
を
断
つ
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
生
死
無
常
の
理
、
く
は
し
く
如
来
の
説
き
お
か
せ
お
は
し
ま
し
て
候
ふ
上
は
、
驚
き
思
召
す
べ
か
ら
ず
候
」
と
い
う
こ
と
の 

で
き
た
親
鸞
も
、

「
無
明
・
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に
み
ち
み
ち
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ざ
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る
」
こ
と
を
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
所
以
か
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、

「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
と
き
に
は
、
端
的
に
「
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
」
と
答
え
る
こ
と
の 

で
き
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
自
覚
は
、
さ
ら
に
内
省
を
迫
っ
て
「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫:

：:

」
と
深
信
せ
ざ
る
を
え 

ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
て
思
う
に
、
人
間
は
幾
十
億
あ
り
て
も
、
自
身
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
宗
教
は
、
そ
の
自
身
を
問
題
と
す 

る
も
の
で
あ
り
、
道
徳
は
、
そ
の
人
間
を
問
題
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
そ
の
自
身
の
底
と
な
っ
て
い
る 

も
の
は
人
間
で
あ
る
か
ら
、
人
間
に
つ
い
て
思
想
す
る
に
も
、
自
身
を
疎
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
に
は
、
わ
れ
と
い
う
も
わ
れ
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
わ
れ
の
複
数
で
は
な
い
か
ら
、
人 

間
は
個
人
の
集
合
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
わ
れ
を
、
ら
か
ら
引
き
離
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
聖
者
の
出
家
発
心
と
い
う
も
の
が
あ
る 

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ら
の
た
め
に
わ
れ
を
問
題
と
し
な
い
も
の
は
、
人
道
主
義
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ 

う
。
さ
れ
ど
、
わ
れ
ら
の
自
覚
に
お
い
て
は
、
ら
を
離
れ
て
の
さ
と
り
は
で
き
ず
、
わ
れ
の
反
省
を
忘
れ
て
の
ら
の
道
徳
は
行
わ
れ
な
い
。 

わ
れ
の
周
辺
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
わ
れ
ら
で
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
応
じ
て
行
動
す
る
わ
れ
も
、
実
は
わ
れ
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
に
あ
る 

わ
れ
ら
は
、
こ
の
世
を
形
成
せ
る
わ
れ
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
「
出
離
の
あ
る
こ
と
な
き
」
身
で
あ
る
。
こ
の
わ 

れ
ら
は
、
果
し
て

「
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
」
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
先
生
の
「
絶
対
他
力
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
先
生
は
「
宇
宙
万
有
の
千
変
万
化
は
、
皆
是
れ
一
大
不
可
思
議
の
妙
用 

に
属
す
。
而
し
て
、
我
等
は
之
を
当
然
通
常
の
現
象
と
し
て
、
毫
も
之
を
尊
厳
敬
拝
す
る
の
念
を
生
ず
る
こ
と
な
し
。
我
等
に
し
て
智
な 

く
感
な
く
ば
則
ち
止
む
。
苟
も
智
と
感
と
を
具
備
し
て
、
此
の
如
き
は
、
蓋
し
迷
倒
な
ら
ず
と
す
る
を
得
ん
や
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。 

こ
れ
は
正
し
く
大
自
然
に
た
い
す
る
畏
敬
感
情
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
智
と
感
と
に
よ
り
て
受
容
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
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そ
こ
に
無
限
の
智
慧
と
無
限
の
慈
悲
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
 

そ
の
感
知
を
与
え
た
る
不
可
思
議
な
る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
如
来
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
生
は
そ
の
哲
学
的
見
地
に
お
い
て
「
こ
れ
を
無
限
と
い
ひ
、
真
如
と
い
ひ
、
神
仏
等
と
い
ふ
」
と
い
っ
て
は
い
ら
れ 

る
が
、
ま
た
、
そ
の
名
に
よ
り
て
「
そ
の
感
お
の
お
の
異
な
り
、
是
れ
吾
人
の
注
意
す
べ
き
処
な
り
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か 

ら
、
特

に

「
如
来
」
と
い
い
、

「
阿
弥
陀
」
と
い
う
語
に
親
し
ま
れ
た
に
違
い
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
、

「
私
の
信
ず
る
如
来
は
、
こ
の
天 

と
命
と
の
根
本
本
体
で
あ
る
」
と
い
う
表
白
を
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
先
生
は
常
に
「
他
力
の
救
済
」
を
念
じ
て
お
ら
れ 

た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
私
に
残
さ
れ
た
一
沫
の
疑
問
は
、
先
生
も
ま
た
わ
れ
を
ら
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ 

れ
が
私
を
し
て
「
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
」
せ
る
境
地
は
、

「
身
を
も
心
を
も
放
ち
わ
す
れ
て
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
て
、
仏
の
方
よ
り 

行
わ
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
い
も
て
ゆ
く
と
き
、
力
を
も
入
れ
ず
心
を
も
費
さ
ず
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
仏
と
な
る
」
と
い
っ
た
道
元
の 

さ
と
り
を
思
い
あ
わ
さ
し
め
る
。
ま
こ
と
に
こ
の
心
境
に
達
す
れ
ば
、
自
力
と
い
う
も
他
力
と
い
う
も
別
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
仏
法
は 

も
と
よ
り
二
あ
る
べ
き
道
理
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど' 

先
生
は
あ
く
ま
で
も
自
力
と
他
力
と
は
方
向
を
別
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

「
身
を
も
心
を 

も
放
ち
わ
す
れ
て
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
」
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
有
限
よ
り
無
限
へ
の
超
躍
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
力
と
い 

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
無
限
よ
り
有
限
へ
の
他
力
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
こ
で
は
特
に
「
他
力
と
は
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
信
楽
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
本
願
と
は
、
仏
力
の
自
己
限 

定
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
如
来
は
た
だ
如
来
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
如
来
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
衆
生
を
救
わ
な
け
れ
ば
、
わ
れ 

は
如
来
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
の
自
己
限
定
的
な
る
誓
約
に
よ
り
て
如
来
と
な
る
の
で
あ
る
。
絶
対
無
限
の
力
と
い
っ
て
も
、
こ
の 

相
対
有
限
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
内
部
に
お
い
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
法
蔵
因
位
の
本
願
と
、
弥
陀
果
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上
の
仏
力
と
を
こ
と
わ
け
せ
ら
れ
た
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ

の

「
願
も
っ
て
カ
を
成
じ
、
力
も
っ
て
願
を
就
す
」
こ
と 

に
よ
り
て
、
わ
れ
ら
は
救
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
、
そ
の
本
願
は
「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
述
懐
せ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
そ 

く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の

「
そ
く
ば
く
の
業
」
と
は
わ
れ
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
わ 

れ
ら
の
生
涯
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
十
方
衆
生
に
か
け
ら
れ
た
る
如
来
の
本
願
も
、
わ
が
身
の
た
め
と
信
知
せ
ら
れ 

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
私
が
先
生
の
精
神
主
義
を
誤
り
な
く
領
解
す
る
た
め
に
、
退
一
歩
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
が
あ
る
の
で
あ 

る
。

四

経
 

験

「先
生
は
、

「
来
世
の
幸
福
の
こ
と
は
、
私
は
ま
だ
実
験
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
陳
ぶ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
い
わ
れ
る
。 

な
ぜ
に
先
生
は
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
私
に
も
頷
け
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
独
り
先
生
だ
け
で
は
な 

く
、
来
生
の
幸
福
を
語
っ
て
お
ら
れ
る
浄
土
の
祖
師
た
ち
も
、
す
べ
て
そ
れ
を
実
験
し
て
お
ら
れ
る
も
の
は
一
人
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
。 

と
す
れ
ば
、
実
験
し
な
く
と
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
来
世
の
幸
福
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
入 

学
せ
る
も
の
が
卒
業
の
楽
し
み
を
語
り
得
る
よ
う
に
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
法
前
得
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
煩
悩
を
断
ぜ
ず 

し
て
湼
槃
を
得
」
と
い
う
、
こ

の
「
得
」
も
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
実
験
に
先
だ
ち
て
経
験
を
成
立
せ
し
め
る
先
験
的
の 

も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。-
-

哲
学
の
用
語
例
に
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、-
-

そ
の
経
験
に
先
だ
っ
も
の 

が
あ
っ
て
現
生
に
幸
福
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
宗
に
説
く
現
生
不
退
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

い
う
ま
で
も
な
く
、
先
生
は
こ
の
こ
と
を
認
容
せ
ら
れ
る
に
違
い
は
な
い
。
信
念
が
定
ま
っ
て
も
妄
念
の
絶
え
な
い
こ
と
を
悲
し
ま
れ 

た
先
生
に
は
、
正
定
と
滅
度
と
の
別
も
思
想
さ
れ
て
い
た
。
先
生
に
は
前
代
未
聞
か
と
執
心
せ
ら
れ
た6

8
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1

(〇…

8)

9



と
い
う
数
理
式
が
あ
る
。
——

人
見
忠
次
郎
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
数
理
式
は
な
お
検
討
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が 

I
!

そ
れ
に
は
弥
陀
大
悲
の
願
力
、
現
在
の
悪
念
等
が
交
感
せ
ら
れ
て
、
大
湼
槃
を
証
す
る
こ
と
は
「
命
終
の
刹
那
」
で
あ
る
こ
と
が
説 

か
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
、
現
在
安
住
せ
し
め
る
光
は
、

「
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
」
と
断
念
せ
ら
れ
た
世
界
に
あ
る
の
で
は
な
く 

「
何
が
善
だ
や
ら
何
が
悪
だ
や
ら
」
分
ら
な
い
行
為
を
も
、
分
限
の
生
活
で
あ
る
喜
び
を
与
う
る
「
場
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ 

を
浄
土
と
呼
ぶ
こ
と
は
自
然
の
感
情
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
生
は
浄
土
の
楽
を
語
る
こ
と
を
好
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
経
験
を
主
と
せ
ら
れ 

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
実
験
と
な
ら
な
い
も
の
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
観
念
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
そ
の
実 

験
と
な
る
も
の
は
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
先
生
の
自
覚
が
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
か
ら
出
発
し
て
、
独
立
自
由
を
見
出
さ
れ 

た
る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
も
し
わ
れ
は
即
ち
わ
れ
ら
で
あ
る
こ
と
が
感
知
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
万
人
の
帰
一
す
る
と
こ 

ろ
に
あ
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
、
自
身
の
救
わ
れ
る
道
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
如
来
の
本 

願
力
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
に
、
身
に
し
み
て
感
知
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
善
導
の
名
号
釈
を
思
う
。
南
無
と
い
う
は
帰
命
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
、
そ
の
帰
命
に
は
必
ず
「
発
願
廻
向
の
義
」 

を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
発
願
廻
向
こ
そ
は
、
帰
命
の
わ
れ
に
内
感
さ
れ
て
い
る
わ
れ
ら
の
こ
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
ぬ 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
親
鸞
の
「
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
い
う
領
解
も
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
自
覚
は
、
あ 

く
ま
で
も
自
己
に
集
中
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
私
道
で
は
な
く
し
て
公
道
で
あ
る
の
で
あ
る
。
先
生
の 

自
覚
は
そ
の
公
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
私
は
今
、
退
一
歩
に
よ
り
て
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
先
生
の
教
化
が
な
け
れ
ば
、
 

私
の
宗
学
も
前
清
沢
式
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
退
一
歩
し
て
真
宗
の
教
法
を
身
に
即
く
も
の
と
な
ら
し 

め
た
も
の
は
先
生
の
恩
恵
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
愚
鈍
の
身
も
、
先
生
の
門
下
と
呼
ば
れ
る
喜
び
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ 

る
。
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こ
う
し
て
、
私
は
先
生
の
「
他
力
の
救
済
」
と
は
念
仏
の
こ
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
、
他
力
の
救
済
を 

念
ず
る
と
き
は
、
わ
が
世
に
処
す
る
の
道
開
け
、
わ
れ
、
他
力
の
救
済
を
忘
る
る
と
き
は
、
わ
が
世
に
処
す
る
の
道
閉
ず
」
と
い
わ
れ
る
。 

そ
の
閉
ざ
さ
れ
た
る
わ
が
世
は
「
迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
」
で
あ
り
、

「
濁
浪
焰
々
の
闇
黒
世
裏
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
生
こ
そ
特
に
深
く 

わ
れ
ら
の
悩
み
を
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
、
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
こ
と
に
よ
り
て
開
け
た
る
も
の
は
「
悟
達
安
楽
の
浄 

土
に
入
ら
し
む
る
が
如
き
」
も
の
で
あ
り
、

「
清
風
掃
々
の
光
明
」
も
彼
岸
よ
り
来
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
す
な
わ
ち
真 

宗
に
説
く
光
明
名
号
の
因
縁
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
名
号
の
あ
る
と
こ
ろ
に
光
明
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の 

広
海
に
浮
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
、
衆
禍
の
波
転
ず
。
即
ち
無
明
の
闇
を
破
し
速
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
、
大
般
湼
槃
を
証
し 

普
賢
の
徳
に
遵
ふ
」
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
真
宗
の
妙
旨
も
、
先
生
の
教
説
な
ら
ば
永
久
に
知
識
人
に
う
け
い
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私 

は
か
っ
て
老
大
家
か
ら
「
君
は
翁
媼
の
真
宗
を
知
識
人
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
咎
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
れ
ば
、
 

念
仏
は
愚
民
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
世
人
の
予
定
観
念
も
、
そ
の
本
は
教
家
に
よ
り
て
作
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
知 

識
の
誇
り
に
お
い
て
見
捨
て
ら
れ
た
大
い
な
る
功
徳
の
宝
も
、
群
萌
の
魂
の
底
に
保
存
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
今
日
で
は
知
識
人
で
な
い
庶
民
は
な
く
、
翁
媼
も
高
度
の
教
育
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ 

の
知
識
人
こ
そ
第
一
義
に
お
い
て
は
、
無
智
無
能
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
た
た
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い 

て
先
生
の
教
説
は
、
特
に
知
識
人
に
た
い
し
て
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
画
期
的
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
一
世
の
師
」
は
、
 

そ
の
智
徳
を
尽
く
し
て
の
実
験
に
よ
り
て
、
真
宗
の
普
遍
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
願
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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五

周

辺

の

人

々

こ
う
し
て
、
先
生
を
追
憶
す
る
私
に
も
、
た
だ
一
つ
遺
憾
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
直
接
先
生
の
膝
下
に
あ
り
て
、
そ
の
警
策
を 

う
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
生
の
真
宗
大
学
学
長
時
代
に
学
生
で
あ
っ
た
私
は
、
幾
度
も
先
生
の
訓
話
を
聞
い
た
。
小
柄
の
人
が
大 

き
く
見
え
た
こ
と
や
、
平
凡
な
話
の
底
に
深
い
真
理
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
た
思
出
は
残
っ
て
い
る
。
さ
れ
ど
、
安
藤
州
一
師
の
『
信
仰
坐
談
』 

等
を
見
る
と
、
浩
々
洞
に
は
特
別
の
空
気
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
空
気
こ
そ
先
生
の
人
格
に
よ
り
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で 

あ
ろ
う
。
そ
の
空
気
を
呼
吸
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
真
に
先
生
の
教
説
を
し
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
の
空
気
は
師
・
友
の
情
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
も
師
・
友
の
情
愛
の
有
難
さ
は
早
く
か
ら
思
い
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か 

し
て
、
そ
れ
が
老
境
の
今
日
に
も
う
る
お
い
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
先
進
と
後
進
と
の
別
は
な
い
。
現
に
退
一
歩
と
い
う
こ
と
を
忘 

れ
な
い
よ
う
に
せ
し
め
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
師
・
友
の
情
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
師
・
友
の
情
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
聖
教
に
た 

い
す
る
僅
か
な
る
領
解
に
さ
え
、

「
自
見
の
覚
悟
」
を
頼
む
邪
見
驕
慢
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
喜
び
に
お
い
て
退 

一
歩
は
、
師

・
友
を
尊
重
す
る
真
宗
の
学
風
で
あ
る
こ
と
を
思
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
風
は
学
閥
で
は
な
く
、
宗
風
は
党
派
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
進
の
教
説
を
固
執
す
る
は
学
閥
で
あ
っ
て
学
風
で
は
な
い
の
で 

あ
ろ
う
。
宗
門
の
組
織
は
、
宗
風
を
乱
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
、
先
生
に
よ
り
て
残
さ
れ
た
遺
産
は
、
そ
の
教
説
よ 

り
も
そ
の
学
風
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
願
わ
れ
た
も
の
は
、
真
宗
の
宗
風
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ 

の
み
が
人
間
生
活
を
う
る
お
す
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
先
生
の
、
直
接
な
る
感
化
を
う
け
な
か
っ
た
遺
憾
に
お
い
て
、
私
が
最
初
に
訪
ね
た
の
は
井
上
豊
忠
師
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に 

そ
の
思
い
出
は
一
入
ふ
か
い
も
の
が
あ
る
。
私

は

「
住
職
道
」
に
つ
い
て
語
ら
し
め
る
毎
に
、
そ
れ
を
例
話
と
し
て
い
る
。
次
に
会
う
た
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の
は
九
州
で
今
川
覚
神
師
に
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
宗
門
愛
は
宗
派
心
で
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
し
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
北
海
道
で
清
水 

円
誠
師
に
会
い
、
そ
の
謙
譲
の
徳
に
う
た
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

稲
葉
昌
丸
、月
見
覚
了
、関
根
仁
応
の
三
師
に
は
、
特
に
一
身
上
に
た
だ
な
ら
ぬ
配
意
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
恩
顧
は
忘
る
る
こ
と
は
で 

き
な
い
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
思
い
出
に
残
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
先
生
た
ち
に
共
通
に
感
じ
ら
れ
た
人
格
で
あ
る
。
そ
れ
は
後 

進
を
軽
ん
ず
る
こ
と
な
く
、
そ
の
語
る
と
こ
ろ
を
聞
い
て
、
教
諭
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
た
も
の
は
師
・
友
の
情
で 

あ
る
。
し
か
れ
ば
、
清
沢
先
生
の
人
格
と
い
う
も
、
こ
れ
ら
の
先
生
た
ち
か
ら
う
け
た
も
の
と
別
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
わ
た 

し
は
自
分
の
思
想
に
い
く
ら
か
で
も
柔
軟
さ
を
も
っ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
先
生
た
ち
の
恩
恵
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
ー
 

世
の
師
」
に
も
そ
の
周
辺
の
人
々
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

清
沢
先
生
の
人
格
を
伝
え
る
も
の
は
、
先
生
に
直
接
の
感
化
を
う
け
し
諸
先
進
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ 

れ
ど
、
そ
れ
は
清
沢
先
生
を
伝
え
る
史
家
に
も
見
逃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
に
違
い
な
い
。
た
だ
先
生
の
周
辺
の
人
々
は
忘
れ
ら
れ
る
と
い 

う
こ
と
に
な
り
は
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
そ
れ
ら
の
先
生
た
ち
に
恩
顧
を
う
け
た
私
に
と
り
て
は
、
感
懐
の
尺
き
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で 

あ
る
。
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