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三
一

は
じ
め
に

鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
～
一
九
六
六
）
は
明
治
期
に
石
川
県
で
生
ま
れ
た
思
想
家

で
、
同
級
生
に
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
が
い
る
。
大
拙
は
一
八
九
七

年
（
明
治
三
〇
年
）、
二
十
代
後
半
か
ら
、
シ
カ
ゴ
の
オ
ー
プ
ン
・
コ
ー
ト
社
で
十
三

年
間
、
編
集
を
兼
務
し
な
が
ら
、
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
の
、
東
洋
思
想
の
英
語
へ
の
翻

訳
を
手
伝
い
、
日
本
の
禅
を
世
界
の
Z
E
N
へ
と
拡
大
し
た
国
際
人
、
世
界
的
仏
教
思

想
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
修
養
時
代
の
総
決
算
と
し
て
の
『
大
乗
仏
教
概

論
』（
一
九
〇
七
年
出
版
）
に
は
じ
ま
り
晩
年
に
至
る
ま
で
多
く
の
著
作
を
残
し
、『
鈴

木
大
拙
全
集
』
は
現
在
で
は
四
十
巻
に
の
ぼ
る
。

大
拙
自
身
の
著
作
の
量
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
解
説
書
や
大
拙
の
思
想

に
つ
い
て
の
研
究
を
含
め
る
と
大
拙
の
人
生
観
、
自
然
観
、
社
会
観
な
ど
多
岐
に
わ
た

鈴
木
大
拙
の
教
育
観
と
日
本
文
化
観
　
―
「
六
波
羅
蜜
」
の
観
点
か
ら

岩
　
瀬
　
真
寿
美

る
が（

１
）、

そ
の
教
育
観
や
文
化
観
に
つ
い
て
「
六
波
羅
蜜
」
の
徳
目
の
観
点
か
ら
考
察
し

た
も
の
は
管
見
の
限
り
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
拙
が
青
年
た
ち
に
「
精
進
」
と

「
至
誠
」
を
強
調
し
た
こ
と
と
、
日
本
文
化
の
中
に
「
至
誠
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」
を

捉
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
拙
に
よ
る
一
次
資
料
を
参
照
し
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
大
拙
は
、
道
徳
で
は
な
く
文
化
や
芸
術
に
、
禅
と
の
関
連
性
を
見
出
し
た
。
ま

た
そ
れ
は
「
至
誠
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」
の
生
き
方
を
尊
重
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
青
年
に
対
し
て
は
特
に
「
精
進
」
を
奨
励
し
た
。
文
化
や
芸
術
作
品
の
創
出
と

正
し
く
生
き
る
術
は
大
拙
に
と
っ
て
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
大
拙
に
よ
れ
ば
「
精
進
」、

「
至
誠
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」
の
生
き
方
は
道
徳
的
生
き
方
で
は
な
く
む
し
ろ
芸
術
的

生
き
方
に
見
出
さ
れ
る
。

本
稿
の
第
一
節
で
は
大
拙
が
捉
え
る
「
宗
教
」
と
「
道
徳
」
の
相
違
点
を
、
第
二
節
で

は
当
時
の
青
年
た
ち
に
大
拙
が
奨
励
し
た
「
精
進
」
と
「
至
誠
」
の
生
き
方
を
、
第
三
節
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三
二

で
は
日
本
文
化
の
中
に
大
拙
が
捉
え
た
「
至
誠
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」
を
検
討
す
る
。

一
、
大
拙
の
比
較
す
る
「
宗
教
」
と
「
道
徳
」

大
拙
が
青
年
た
ち
に
「
精
進
」
と
「
至
誠
」
の
生
き
方
を
奨
励
し
た
こ
と
に
つ
い
て

検
討
す
る
前
に
、
本
節
で
は
ま
ず
、
大
拙
が
「
宗
教
」
と
「
道
徳
」
を
対
比
的
に
捉

え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
見
す
る
と
、「
精
進
」、「
至
誠
」、

「
禅
定
」
と
い
っ
た
徳
目
は
「
道
徳
」
の
徳
目
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
大
拙
は
そ
の
よ

う
に
捉
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
拙
の
捉

え
る
「
宗
教
」
と
「
道
徳
」
の
比
較
を
三
つ
の
著
作
を
通
し
て
概
観
す
る
。

一
九
一
五
年
に
興
成
館
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
向
上
の
鐡
槌
』
所
収
の
「
宗
教
雑

感
」
の
中
で
大
拙
は
「
宗
教
」
と
「
道
徳
」
を
比
較
し（

２
）、「

宗
教
」
は
「
道
徳
」
の
外

に
あ
る
も
の
で
あ
り
、「
道
徳
」
は
変
遷
す
る
も
の
、「
宗
教
」
の
極
度
は
不
変
と
い
う

点
で
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
道
徳
」
は
人
と
人
と
の
交
際
を
規
定
す
る
も

の
で
あ
る
一
方
、「
宗
教
」
は
人
生
の
運
命
や
宇
宙
の
帰
趣
に
関
す
る
安
心
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
道
徳
」
は
他
人
に
対
し
て
義
理
を
欠
か

な
い
も
の
で
あ
る
一
方
で
、「
宗
教
」
は
そ
れ
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
一
九
四
一
年
に
近
藤
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
一
真
実
の
世
界
」
の
中
で

は
、「
道
徳
」
を
「
集
団
生
活
を
す
る
も
の
が
、
そ
の
集
団
の
安
全
性
を
保
持
す
る
行

為
」
で
あ
り
、「
社
会
性
・
集
団
生
活
性
の
範
囲
を
出
な
い
も
の
」
で
あ
る
一
方
、「
宗

教
」
は
社
会
的
に
よ
い
と
思
う
こ
と
を
し
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
何
の
報
い
を
も
求
め

な
い
も
の
で
あ
る
と
対
比
的
に
捉
え
て
い
る（

３
）。

一
九
四
三
年
に
大
東
出
版
社
か
ら
刊
行

さ
れ
た
「
宗
教
経
験
の
事
実
」
の
中
で
も
、「
六
波
羅
蜜
を
そ
の
表
面
か
ら
見
る
と
、

只
の
道
徳
品
目
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
何
れ
も
が
宗
教
意
識
の
完
成
し
た
姿
で

あ
る
時
、
其
の
中
に
何
等
の
努
力
の
跡
を
認
め
な
く
な
る
」
と
述
べ
、「
道
徳
的
生
活

に
は
何
と
な
く
強
張
っ
た
も
の
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
が
、
宗
教
的
生
活
に
は
そ
ん
な
も

の
が
見
え
ぬ
」、「
道
徳
は
悲
劇
を
生
む
が
、
宗
教
は
い
つ
も
喜
劇
で
『
め
で
た
し
、
め

で
た
し
』
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に（

４
）、「

宗
教
」
と
「
道
徳
」
を
対
比
的
に
捉
え
な
が

ら
も
、「
六
波
羅
蜜
」
は
単
に
「
道
徳
」
の
徳
目
で
は
な
く
、
そ
れ
が
努
力
の
跡
を
見

せ
ず
に
完
成
す
る
と
き
に
「
宗
教
」
的
生
き
方
と
な
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。「
六
波
羅
蜜
」
を
「
道
徳
」
で
は
な
く
「
宗
教
」
と
し
て
大
拙
が
捉
え
て
い
た
こ

と
を
念
頭
に
、
続
い
て
二
つ
の
著
作
を
通
し
て
、
大
拙
が
青
年
た
ち
に
「
精
進
」
と

「
至
誠
」
の
生
き
方
を
奨
励
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
世
界
観
と
と
も

に
考
察
す
る
。

二
、
大
拙
が
青
年
た
ち
に
推
奨
し
た
「
精
進
」
と
「
至
誠
」

㈠
「
富
貴
の
子
弟
に
与
う
る
書
」
に
お
け
る
「
精
進
」
と
「
至
誠
」

大
拙
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
帰
国
後
（
一
九
〇
九
～
一
九
二
〇
年
）
に
著
さ
れ
た
「
富

貴
の
子
弟
に
与
う
る
書
」
で
は（

５
）、

明
治
の
世
に
生
ま
れ
た
富
貴
の
子
弟
、
お
そ
ら
く
は

華
族
の
子
弟
に
対
し
て
厳
し
く
望
ま
し
い
生
き
方
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
温

か
い
教
育
的
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
拙
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
現
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三
三

在
は
恵
ま
れ
て
い
て
も
そ
の
不
利
益
が
年
老
い
る
頃
に
現
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

こ
で
後
悔
し
て
も
遅
い
。
そ
の
背
後
に
は
、
子
弟
た
ち
の
次
の
よ
う
な
生
き
方
が
あ
っ

た
。
ま
ず
、
小
さ
い
も
の
を
充
分
に
使
用
す
る
と
い
う
節
制
の
精
神
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
大
拙
は
「
一
本
の
鉛
筆
」
と
い
う
例
の
下（

６
）、

そ
れ
を
使
い
尽
く
す
節
制
の
精
神
が

な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
至
誠
」
が
足
り
な
い
こ
と
だ
と
戒
め
る
。
ま
た
、
子
弟
た
ち
に

対
し
て
、
何
か
物
事
に
着
手
し
て
、
最
初
は
張
り
き
っ
て
い
て
も
、
一
旦
不
利
の
状
況

に
な
る
と
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、「
忍
耐
」
が
足
り
な
い
と
指
摘
す
る
。

こ
の
こ
と
を
、「
執
着
な
し
と
云
え
ば
云
う
も
の
の
、
そ
の
実
は
薄
志
弱
行
」
と
表
現

し（
７
）、「

忍
辱
」
の
徳
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
一
度
始
め
た
こ
と
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
終
わ
る
ま
で
手
を
ひ
か
な
い
と
い
う
「
精
進
」
の
徳
に
つ
い
て
述
べ
て
お

り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
最
終
的
に
自
身
に
不
利
益
が
あ
る
と
説
く
。
人
の
自
然
は
怠

け
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
青
年
た
ち
を
戒
め
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
に
、「
至
誠
」、「
忍
辱
」、「
精
進
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
現
れ
た
。
さ

ら
に
大
拙
の
論
述
を
追
う
と
、
次
に
「
内
省
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に

経
済
的
・
社
会
的
に
恵
ま
れ
た
暮
ら
し
の
中
で
は
、「
内
省
」
が
足
り
な
く
な
る
と
い

う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
自
分
の
欲
望
と
外
界
の
抵
抗
が
な
い
か
ら
と
説
明
す
る
。
そ

こ
で
、
こ
と
さ
ら
に
「
反
省
」
す
る
機
会
を
失
っ
て
し
ま
う
環
境
に
置
か
れ
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。「
必
ず
し
も
哲
学
者
、
宗
教
者
な
ら
ず
と
も
、
自
分
の
力
に
よ
り
て
反

省
し
、
思
考
し
、
冥
想
し
て
、
而
し
て
自
ら
会
得
し
た
る
人
生
観
及
び
宇
宙
観
な
く
し

て
は
、
そ
の
人
の
存
在
に
何
等
の
意
義
を
も
見
出
し
得
ぬ
こ
と
と
な
る
べ
し
」
と
厳
し

く
指
摘
し
て
お
り（

８
）、「

反
省
」
の
習
慣
ほ
ど
人
間
に
必
要
な
も
の
は
な
い
と
捉
え
て
い

る
。
こ
の
「
内
省
」、「
反
省
」
と
は
心
を
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
り
、「
六
波
羅
蜜
」
に

お
け
る
「
禅
定
」
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

子
弟
に
対
す
る
こ
の
論
の
中
で
、
大
拙
は
「
六
波
羅
蜜
」
を
構
成
す
る
六
つ
の
術
語

を
使
わ
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
は
「
忍
辱
」、「
精
進
」、「
禅
定
」
の
徳
が
示
さ
れ
る
。

大
拙
は
こ
の
中
で
、「
古
来
の
思
想
に
新
し
き
衣
裳
を
着
け
さ
し
た
る
に
過
ぎ
ず
」
と

い
う
よ
う
に
、
古
来
の
思
想
を
な
る
べ
く
近
代
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
直
し
た
だ
け

の
も
の
で
あ
る
と
言
う
。「
六
波
羅
蜜
」
の
中
の
「
布
施
」
や
「
持
戒
」
に
関
し
て
は

こ
こ
に
は
特
に
対
応
す
る
内
容
が
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
「
至
誠
」
の
徳
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
た
。
生
き
る
目
的
、
大
拙
に
よ
れ
ば
「
め
あ
て
」
を
持
つ
こ
と
は
、
様
々

な
誘
惑
に
対
し
て
身
を
保
ち
、
誘
惑
に
抵
抗
し
て
打
ち
破
る
力
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
る

徳
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
の
生
き
る
所
以
に
つ
い
て
の
考
え
を
「
固
く
執
り
、
如
何

な
る
障
礙
あ
り
、
如
何
な
る
誘
惑
あ
り
て
も
決
し
て
此
の
志
は
奪
う
べ
か
ら
ず
と
云
う

ほ
ど
の
勢
」
を
持
つ
必
要
性
を
説
い
て
お
り（

９
）、

こ
れ
は
「
精
進
」
の
徳
を
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
大
拙
は
、「
少
し
位
勉
強
し
て
、
ま
ず
六
十
点
よ
り
少
し
余
計
で
も
取
っ
て

お
け
ば
、
そ
れ
で
よ
し
（
中
略
）
人
に
叱
ら
れ
ず
、
或
は
見
付
ら
れ
ざ
る
範
囲
内
に
お

い
て
、
面
白
い
こ
と
は
成
る
だ
け
や
る
べ
し
」
と
い
っ
た
生
活
を
戒
め
る）

（（
（

。「
め
あ
て
」

と
、
そ
れ
に
向
け
た
「
精
進
」
が
生
き
方
の
中
に
な
い
と
き
、
そ
れ
は
大
拙
に
よ
っ

て
、「
溝
に
吸
い
込
ま
れ
る
」
と
い
う
喩
え
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
停
滞
す
る

ど
こ
ろ
か
、
危
険
な
生
き
方
と
な
る
。
一
方
、「
め
あ
て
」
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
感

情
ま
で
も
が
高
潔
に
な
り
、
す
べ
て
の
行
為
が
そ
の
高
潔
な
感
情
か
ら
出
て
く
る
よ
う

に
な
る
と
い
う）

（（
（

。
こ
の
著
書
で
は
、
青
年
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
徳
が
示
さ
れ
る
中
で
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三
四

も
と
り
わ
け
「
精
進
」
と
「
至
誠
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

㈡
「
青
年
と
禅
的
修
養
」
に
お
け
る
「
精
進
」
と
「
至
誠
」

一
九
一
五
年
に
興
成
館
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
向
上
の
鐡
槌
』
所
収
の
「
青
年
と

禅
的
修
養
」
も
、
大
拙
が
当
時
、
青
年
学
生
の
教
育
、
社
会
全
体
の
教
育
に
興
味
が

あ
る
こ
と
か
ら
著
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
拙
は
、
近
年
の
青
年
の
堕
落
と

言
っ
て
も
、
必
ず
し
も
近
時
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
、
近
年
の

青
年
は
、「
自
覚
せ
ず
、
恩
を
わ
す
れ
、
恥
を
わ
す
れ
、
徳
を
わ
す
れ
、
せ
ま
き
自
我

と
か
云
う
も
の
の
み
を
無
上
の
本
尊
と
す
」
と
指
摘
し）

（（
（

、「
我
あ
り
と
見
て
、
而
し
て

之
を
物
に
対
す
る
が
故
に
」）

（（
（

、
怒
り
、
嫉
み
、
貪
り
が
で
て
く
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
自

分
を
焼
き
、
他
を
焼
き
、
万
物
を
焼
き
、
天
地
を
焼
く
の
で
あ
る
と
厳
し
く
述
べ
、
禅

が
青
年
の
修
養
に
ど
こ
ま
で
有
益
か
と
い
う
と
、
禅
が
彼
ら
を
自
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
、

例
え
ば
、
他
人
の
資
本
を
あ
て
に
し
て
、
そ
れ
で
金
儲
け
を
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な

こ
と
を
さ
せ
な
い
と
い
っ
た
事
例
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
他
人
の
説
を
並
べ
る
の
で
は
な

く
、
自
分
の
頭
を
使
っ
て
自
分
の
考
え
を
立
て
る
こ
と
に
貢
献
す
る
と
述
べ
る
。

禅
を
修
め
る
こ
と
を
一
生
の
大
事
業
で
あ
る
と
指
摘
し
、
禅
を
修
す
る
た
め
に
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
性
格
と
し
て
、「
信
仰
」、「
真
面
目
」、「
意
志
の
強
固
」、「
禅
的
欲
求
」、

「
禅
的
趣
味
」
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
第
一
に
挙
げ
た
「
信
仰
」
は
人
を
「
真
面
目
」
に

す
る
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
「
真
面
目
」
は
「
六
波
羅
蜜
」
の
「
至
誠
」
に
対
応
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
真
面
目
」
と
は
、「
信
」
す
な
わ
ち
「
信
仰
」
が
修

道
の
上
、
行
動
の
上
に
現
わ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
至
誠
」
の
背
後
に

は
「
信
」
す
な
わ
ち
「
信
仰
」
が
あ
る
と
大
拙
が
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
第

二
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
意
志
の
強
固
」
と
は
「
六
波
羅
蜜
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
精

進
」
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。「
意
志
の
強
固
」、「
強
い
意
志
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ

『
向
上
の
鐡
槌
』
所
収
の
「
宗
教
的
修
養
」
や
「
坐
禅
に
倦
ん
だ
と
き
」
に
お
い
て
も
、

「
向
上
の
精
神
」）

（（
（

、
あ
る
い
は
「
向
上
の
志
」
と
い
う
語
で
、
表
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。「
向
上

の
精
神
」
に
つ
い
て
は
、
青
年
の
頃
に
発
し
た
大
勇
猛
心
を
失
わ
ず
に
い
れ
ば
誰
も
が

偉
人
に
な
れ
る
こ
と
、
一
方
で
精
神
を
進
歩
さ
せ
な
け
れ
ば
必
ず
退
歩
す
る
こ
と
を
、

車
を
急
な
坂
に
押
す
よ
う
な
も
の
と
い
う
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

以
上
の
二
著
書
の
検
討
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
大
拙
は
、「
六
波
羅
蜜
」
の
中
の

「
布
施
」
や
「
持
戒
」
に
つ
い
て
は
青
年
た
ち
に
特
に
勧
め
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
特
に

「
精
進
」
と
「
至
誠
」
を
強
調
し
な
が
ら
、「
忍
耐
」
や
「
内
省
」
も
重
視
す
る
生
き

方
を
説
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
忍
耐
」
を
「
六
波
羅
蜜
」
の
「
忍
辱
」
に
、「
内

省
」
を
「
六
波
羅
蜜
」
の
「
禅
定
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
大

拙
は
、「
精
進
」
と
「
至
誠
」
を
筆
頭
と
し
て
、
そ
れ
以
外
に
は
「
忍
辱
」
と
「
禅
定
」

を
特
に
こ
の
時
期
の
青
年
た
ち
に
対
し
て
、
生
き
る
上
で
の
徳
と
し
て
奨
励
し
た
と
言

え
る
。「
持
戒
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
述
べ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
そ
れ
が
道
徳
的
、

す
な
わ
ち
大
拙
が
嫌
っ
た
抑
圧
的
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
よ
り
も
文
化
や
芸
術
に
禅
と
の
関
連
を
見
出
し
て

い
た
大
拙
は
、
戒
を
守
る
こ
と
に
含
ま
れ
る
保
守
的
性
格
よ
り
も
、「
め
あ
て
」
に
向

か
っ
て
進
む
「
精
進
」
に
力
点
を
置
い
た
と
言
え
る
。



鈴
木
大
拙
の
教
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観
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日
本
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化
観　

―
「
六
波
羅
蜜
」
の
観
点
か
ら
（
岩
瀬
）

三
五

㈢
「
霊
的
網
」
に
お
け
る
「
主
人
公
」
と
「
安
心
」

「
精
進
」
と
「
至
誠
」
を
中
心
に
据
え
た
禅
的
な
生
き
方
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る

世
界
観
に
つ
い
て
、
続
い
て
大
拙
の
二
つ
の
著
作
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
こ

に
想
定
さ
れ
る
世
界
観
は
、
空
の
認
識
、
空
の
世
界
観
で
あ
る
。
大
拙
に
と
っ
て
、
生

き
方
と
世
界
観
は
別
個
で
は
な
い
。
ま
ず
「
富
貴
の
子
弟
に
与
う
る
書
」
の
中
で
、
大

拙
は
こ
の
世
界
観
を
「
霊
的
網
」
と
い
う
語
で
表
す）

（（
（

。
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
の
生
涯
は

重
々
無
尽
の
関
係
を
有
す
る
網
の
糸
と
糸
と
の
交
差
点
の
如
き
も
の
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
あ
り）

（（
（

、
自
分
が
単
に
一
人
だ
け
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
と
の
関
係
に
お

い
て
在
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。「
一
個
人
の
身
体
中
に
あ
る
諸
機
関
の
健
否
が
全

身
の
健
否
に
係
わ
る
」
と
い
う
よ
う
に）

（（
（

、
個
人
と
社
会
の
関
係
を
、
人
間
の
身
体
の

一
部
と
身
体
の
全
機
関
と
の
関
係
性
と
し
て
比
喩
的
に
表
現
す
る
。
一
方
、「
め
あ
て
」

が
自
己
と
い
う
小
さ
い
巣
窟
の
外
に
出
な
い
と
い
う
と
き
、
我
々
は
常
に
「
圧
迫
の

念
」、「
不
安
の
情
」、「
あ
く
せ
く
す
る
心
持
」
な
ど
を
持
ち
、
一
生
を
無
意
義
の
中
に

送
っ
て
し
ま
う
と
忠
告
す
る）

（（
（

。
大
拙
は
こ
の
よ
う
に
、
常
に
社
会
と
の
関
わ
り
を
通
し

た
自
己
の
生
き
方
を
理
想
的
な
も
の
と
し
て
念
頭
に
置
い
た
。「『
わ
れ
ら
は
そ
ん
な
に

勤
苦
せ
な
く
て
も
』
な
ど
と
思
う
こ
と
あ
ら
ん
に
は
、
君
は
そ
れ
だ
け
社
会
に
対
し
て

不
義
理
す
る
も
の
と
心
得
て
然
る
べ
し
」
と
指
摘
し）

（（
（

、
比
喩
的
に
は
、
井
戸
端
に
立
っ

て
今
に
も
お
ぼ
れ
そ
う
な
赤
子
を
救
わ
ず
、
手
を
挙
げ
て
遠
方
の
人
を
呼
ぼ
う
と
し
て

い
る
こ
と
と
し
て）

（（
（

、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
に
厳
し
い
目
を
向
け
た
。

続
い
て
「
京
都
時
代
」（
一
九
二
一
～
一
九
三
〇
年
）
の
著
作
で
あ
る
「
信
仰
の
確

立
」
は）

（（
（

、
学
習
院
の
学
生
に
向
け
て
大
拙
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、「
存
在
の

『
何
故
』
を
自
覚
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
自
分
の
生
き
て
お
る
世
界
に
一
種
の
秩
序
を

つ
け
る
と
云
う
こ
と
、
一
種
の
価
値
を
見
出
す
と
云
う
こ
と
、
一
種
の
趣
味
を
感
じ
る

と
云
う
こ
と
、
一
種
の
意
義
を
会
得
す
る
と
云
う
こ
と
」
と）

（（
（

、
存
在
の
理
由
や
意
義
の

自
覚
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、「
存
在
の
理
由
に
徹
し
て
信
仰
の
確
立
し
た

人
は
、
自
分
が
い
つ
も
此
世
界
の
中
心
と
な
り
主
人
公
と
な
る
。
蜘
蛛
が
自
分
を
真
中

に
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
四
方
へ
網
を
張
る
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
中
心
を
持
っ
て
居
る

人
の
世
界
は
、
彼
は
い
つ
も
其
中
心
に
坐
っ
て
お
っ
て
、
前
後
左
右
、
自
由
に
其
糸
を

あ
や
つ
る
。」
と）

（（
（

、
自
分
が
禅
的
な
意
味
で
の
「
主
人
公
」
に
な
っ
て
生
き
て
い
く
こ

と
の
意
義
を
示
す
。
こ
の
生
き
方
に
は
、
妬
み
や
動
揺
が
な
い
と
指
摘
す
る
。

「
近
代
人
は
ど
こ
で
安
心
す
る
」
で
は）

（（
（

、
科
学
が
物
質
の
自
然
界
を
征
服
し
て
、
生

活
の
便
宜
を
の
み
図
る
こ
と
に
成
功
し
た
た
め
、「
安
心
」
を
第
一
義
と
し
て
い
た
東

洋
文
化
の
根
柢
が
く
つ
が
え
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。「
安
心
」
方
面
が
次
第
に
喰
い
込

ま
れ
、
自
然
の
征
服
、
生
活
の
安
逸
と
い
う
外
面
的
文
化
に
置
き
換
え
ら
れ
よ
う
と
し

て
お
り
、「
禅
定
」
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
意
義
が
忘
れ
ら
れ
た
世
界
へ
と
変
化
を
遂

げ
て
い
る
。
大
拙
は
、「
安
心
」
を
主
と
す
る
生
活
が
本
当
の
人
間
の
生
活
と
断
言
す

る
。
文
明
の
発
展
と
と
も
に
欲
望
が
刺
激
さ
れ
満
た
さ
れ
る
中
で
、「
衝
動
」
の
発
展

の
み
が
あ
っ
て
、
内
面
生
活
の
安
定
は
そ
っ
ち
の
け
で
あ
る
こ
と
を
憂
い
、「
東
洋
人
生

活
の
基
調
は
安
心
」
に
あ
る
と
述
べ
る）

（（
（

。「
一
旦
得
て
し
ま
え
ば
、
安
心
の
主
観
は
、
何

処
で
も
何
時
で
も
、
か
わ
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
お
り）

（（
（

、
近
代
人
が
「
所
謂
る
随
所
に
主
と

な
ら
ず
に
、
お
客
ぶ
り
の
み
を
発
揮
し
て
居
る
。
そ
れ
で
立
処
悉
く
不
真
と
な
る
」
と

憂
い
た）

（（
（

。
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第
三
十
五
号

三
六

一
九
三
一
年
以
降
、「
十
五
年
戦
争
期
」（
一
九
三
一
～
一
九
四
五
年
）
を
迎
え
、「
全

体
主
義
的
な
思
潮
が
色
濃
く
な
る
満
州
事
変
以
降
」、
国
家
主
義
的
な
神
道
や
政
治
に

迎
合
す
る
仏
教
教
団
が
示
す
教
説
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
大
拙
は
「
日
本
的
霊
性
」

を
構
想
し
た
と
知
ら
れ
る）

（（
（

。「
日
本
精
神
と
禅
の
側
面
観
」
で
は）

（（
（

、
日
本
に
は
こ
だ
わ

ら
ず
、
禅
は
地
域
密
着
型
の
宗
教
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
何
を
日
本
精
神
と
い
う

の
か
分
か
ら
な
い
、
禅
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
何
も
関
係
な
い
、
禅
は
日
本
精
神
の
中

に
も
中
国
精
神
の
中
に
も
、
ま
た
イ
ン
ド
精
神
の
中
へ
も
這
い
入
り
得
る
と
述
べ
る
。

「
日
本
精
神
は
道
徳
的
な
も
の
に
相
違
な
か
ろ
う
。
け
れ
ど
も
宗
教
は
、
そ
う
い
う
方

面
に
拘
束
さ
れ
な
い
別
な
境
界
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
精
神
と
は
関
係
は
な

い
」
と
は
っ
き
り
述
べ）

（（
（

、
当
時
日
本
精
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
国
家
主
義
的
精
神

と
禅
と
の
関
係
を
、
あ
え
て
引
離
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
拙
は
「
戦
争
は
敗

け
て
も
勝
っ
て
も
、
馬
鹿
気
た
事
の
骨
頂
」
と
述
べ
て
お
り）

（（
（

、
戦
争
に
対
し
て
否
定
的

な
見
解
を
も
っ
て
い
た
。
禅
を
戦
争
に
加
担
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
日
本
精
神
」
と

「
道
徳
」
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
見
て
、「
禅
」
と
「
宗
教
」
を
も
う
一
つ
の
ま
と
ま
り

と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
「
精
進
」
が
「
衝
動
」
の
発
展
で
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、「
安
心
」
を
根
拠
と
し
て
「
主
人
公
」
と
な
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
で

あ
る
と
大
拙
が
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

三
、
日
本
文
化
に
お
け
る
「
至
誠
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」

第
二
節
で
は
、
青
年
に
対
す
る
大
拙
の
「
精
進
」
と
「
至
誠
」
の
奨
励
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
次
に
日
本
文
化
に
視
点
を
移
し
て
、
大
拙
が
日
本
文
化
の
中
に
「
至

誠
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」
の
徳
を
ど
う
捉
え
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。「
京
都
時
代
」

（
一
九
二
一
～
一
九
三
〇
年
）
の
著
作
で
あ
る
「
政
治
よ
り
宗
教
へ
」
に
は）

（（
（

、「
始
め
て

仏
教
が
日
本
へ
伝
わ
っ
た
と
き
に
は
、
仏
教
は
実
に
優
秀
な
る
文
化
を
代
表
し
て
居

た
。
出
世
間
方
面
だ
け
で
な
く
、
山
を
開
き
、
川
を
渡
し
、
病
院
を
建
て
、
貧
民
を

賑
わ
し
な
ど
し
た
、
そ
れ
か
ら
美
術
の
発
達
に
も
非
常
な
刺
戟
を
与
え
た
。
仏
教
が

な
か
っ
た
ら
、
今
日
の
日
本
の
文
化
は
、
ど
ん
な
も
の
に
な
っ
て
居
た
か
わ
か
ら
ぬ
」

と）
（（
（

、
仏
教
の
日
本
文
化
へ
の
大
き
な
影
響
と
役
割
に
つ
い
て
高
く
評
価
す
る
。
こ
こ
で

の
仏
教
と
は
、
特
に
禅
を
示
し
て
い
る
。「
米
国
の
暴
戻
と
日
本
の
使
命
、
仏
教
の
転

進
機
」
で
は）

（（
（

、「
俳
句
の
さ
び
、
生
花
の
雅
味
、
茶
の
湯
の
閑
寂
、
墨
絵
の
瀟
洒
、
建

築
の
清
楚
」
等
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
こ
れ
だ
け
で
は
国
民
性
の
偉
大
さ
を
現
わ
す
の

に
充
分
で
は
な
い
と
、
手
放
し
で
は
日
本
文
化
を
評
価
し
て
い
な
い）

（（
（

。
東
洋
の
文
化
も

日
本
の
文
化
も
仏
教
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
も
の
の
、
今
ま
で
の
伝
統
的
仏
教
は
死
ん

だ
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
相
応
す
る
仏
教
は
日
本
か
ら
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
、
保
守
で
は
な
く
、
新
し
い
も
の
の
産
出
へ
の
気
概
を
示
す
。

具
体
的
に
、
美
術
、
武
道
、
剣
道
、
茶
道
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
文
化
に
つ
い
て

一
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の
中
で
大
拙

は
ど
う
捉
え
た
の
か）

（（
（

、「
至
誠
」、「
禅
定
」、「
智
慧
」
の
徳
目
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に

し
た
い
。
ま
ず
、
禅
が
日
本
人
の
性
格
と
文
化
に
及
ぼ
し
た
そ
の
影
響
に
つ
い
て
、
仏

教
の
真
髄
を
成
す
も
の
は
「
般
若
」
と
「
大
悲
」
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ

は
「
超
越
的
智
慧
」
と
「
愛
ま
た
は
憐
情
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
禅
の
鍛
練
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三
七

法
と
は
、「
真
理
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、

知
的
作
用
や
体
系
的
な
学
説
に
訴
え
ぬ
」
と
述
べ
る）

（（
（

。
そ
れ
は
禅
の
「
言
葉
に
頼
ら

な
い
（
不
立
文
字
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
品
や
技
術
を
「
人
間
の
魂
の
直
接

の
表
現
で
あ
る
」
と
し）

（（
（

、
こ
こ
か
ら
、
芸
術
品
を
人
間
の
魂
の
表
現
と
大
拙
が
捉
え
る

こ
と
、
芸
術
品
の
創
出
と
正
し
く
生
き
る
術
を
得
る
こ
と
を
同
様
の
方
法
で
到
達
で
き

る
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
大
拙
は
、
知
識
を
三
種
に
分
類
し
た
。
第
一

は
、
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
る
も
の
、
第
二
は
、
観
察
と
実
験
・

分
析
と
推
理
の
結
果
、
第
三
は
、
直
観
的
な
理
解
の
方
法
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る）

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
禅
が
目
指
す
も
の
は
第
三
の
知
識
で
あ
り）

（（
（

、
美
術
、
武
道
、
剣

道
、
茶
道
と
い
っ
た
日
本
文
化
お
よ
び
日
本
的
性
格
の
形
成
上
に
、
禅
が
つ
と
め
た
役

割
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
第
三
の
知
識
と
は
「
六
波
羅
蜜
」
に
お
け
る
「
智
慧
」
と
も

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
禅
と
美
術
」
で
は）

（（
（

、
わ
び
・
さ
び
に
つ
い
て
定
義
す
る
。「
わ
び
の
真
意
は
『
貧

困
』
と
し
、「
消
極
的
に
い
え
ば
『
時
流
の
社
会
の
う
ち
に
、
ま
た
そ
れ
と
一
緒
に
、

お
ら
ぬ
』
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
貧
し
い
と
い
う
こ
と
は
、「
世
間
的
な
事
物
―
―

富
・
力
・
名
に
頼
っ
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
人
の
心
中
に
は
、
な
に
か
時
代

や
社
会
的
地
位
を
超
え
た
、
最
高
の
価
値
を
も
つ
も
の
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
」
で
あ

り）
（（
（

、
こ
れ
が
わ
び
を
本
質
的
に
組
成
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
、
未
開
社
会
か
文

明
社
会
か
に
係
る
も
の
で
は
な
く
、「
み
な
自
然
の
生
活
状
態
に
遠
く
な
い
原
始
的
単

純
性
に
対
し
て
、
生
得
の
憧
憬
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る）

（（
（

。
さ
ら
に
、「
東
洋
人
の

最
も
特
異
の
気
質
は
、
生
命
を
外
か
ら
で
な
く
、
内
か
ら
把
握
す
る
こ
と
」
と
し）

（（
（

、
禅

が
そ
れ
を
掘
り
あ
て
た
と
す
る
。
美
術
に
関
し
て
言
え
ば
、「
不
完
全
の
美
に
古
色
や

古
拙
味
（
原
始
的
無
骨
さ
）」
の
中
に
「
さ
び
」
が
あ
ら
わ
れ
る
と
述
べ
る）

（（
（

。
続
い
て

日
本
の
芸
術
の
特
色
と
し
て
挙
げ
る
の
は
「
非
相
称
性
」
で
あ
る
。
日
本
人
の
芸
術
的

天
才
は
「
個
々
の
事
物
を
そ
れ
自
体
で
完
全
な
る
も
の
と
み
る
と
同
時
に
、『
一
』
に

属
す
る
『
多
』
の
性
質
を
体
現
す
る
も
の
と
み
る
禅
の
方
法
に
触
発
さ
れ
た
」
と
述
べ

る）
（（
（

。
こ
こ
で
は
、
芸
術
と
道
徳
を
対
比
的
に
論
じ
、
芸
術
は
禅
と
結
び
つ
き
や
す
く
、

他
方
、
道
徳
は
禅
に
は
結
び
つ
き
に
く
い
と
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
を
、「
道
徳
は
規

範
的
だ
が
芸
術
は
創
造
的
」、
道
徳
は
「
外
部
か
ら
の
插
入
」
で
、
芸
術
は
「
内
部
か

ら
の
抑
え
が
た
い
表
現
」
と
す
る）

（（
（

。
禅
は
無
芸
術
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
抑
え
が
た

い
表
現
と
い
う
意
味
で
、
美
術
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
び
、
さ
び
等

の
日
本
の
芸
術
お
よ
び
文
化
の
著
し
い
特
性
と
な
る
観
念
に
つ
い
て
、「
み
な
す
べ
て

『
多
即
一
、一
即
多
』
と
い
う
禅
の
真
理
を
中
心
か
ら
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
発
す
る
」
と

述
べ）

（（
（

、
こ
れ
は
華
厳
哲
学
と
も
言
え
る
。
わ
び
、
さ
び
、
貧
困
の
徳
は
、「
至
誠
」
に

対
応
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
余
分
な
も
の
を
そ
ぎ
落
と
し
て
魂
を
表
現

す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

禅
が
鎌
倉
期
に
最
も
影
響
を
与
え
た
人
々
の
階
級
は
武
士
階
級
で
あ
っ
た
と
言
わ

れ
る
。「
禅
と
武
士
」
で
は）

（（
（

、「
日
本
人
は
自
分
た
ち
が
最
も
厳
し
い
興
奮
の
状
に
置
か

れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
引
離
す
一
瞬
の
余
裕
を
見
つ
け
う
る
よ
う

に
教
え
ら
れ
、
ま
た
鍛
錬
さ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
お
り）

（（
（

、
武
士
の
精
神
修
養
に
禅
が

適
合
し
た
と
大
拙
は
捉
え
た
。
ま
た
、「
禅
と
剣
道
」
に
お
い
て
は）

（（
（

、
文
殊
菩
薩
の
聖

な
る
剣
は
、
生
き
も
の
を
殺
す
た
め
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「
貪
欲
」、「
瞋



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
五
号

三
八

恚
」、「
愚
癡
」
を
殺
す
た
め
、
剣
は
宗
教
的
直
観
の
力
や
直
進
を
あ
ら
わ
す
と
述
べ）

（（
（

、

剣
は
必
ず
し
も
戦
い
の
象
徴
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
剣
は
心
の
魔

を
退
け
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
伝
統
的
に
は
有
し
て
い
た
と
説
明
す
る
。「『
業
』
も

じ
つ
は
『
心
』
か
ら
発
す
る
。
ゆ
え
に
最
も
肝
要
な
こ
と
は
、『
心
』
そ
の
も
の
を
洞

徹
す
る
こ
と
」
と
述
べ）

（（
（

、「
心
を
身
体
の
い
か
な
る
一
部
分
に
も
残
し
て
お
く
べ
き
で

な
い
。
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
心
を
充
せ
て
思
う
ま
ま
に
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
な
に
か
な
す
と
い
う
考
え
は
、
心
を
そ
の
一
方
向
に
向
け
、
他
の
す
べ
て
の
方
向

が
等
閑
に
さ
れ
る
」、「
心
が
到
る
と
こ
ろ
に
行
き
わ
た
っ
て
そ
の
全
力
が
働
き
、
つ
ぎ

つ
ぎ
と
手
近
の
仕
事
を
成
就
す
る
」）

（（
（

、「
剣
道
の
最
後
の
段
階
（
秘
伝
（
奥
義
））
は
、

「
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
禅
の
教
え
で
あ
る
『
無
心
論
』
に
過
ぎ
な
い
」
と）

（（
（

、
術
の
奥
に
あ

る
「
禅
定
」
の
意
義
を
述
べ
る
。
芸
術
の
す
べ
て
の
部
門
に
つ
い
て
、「
危
機
の
通
過

と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
創
造
的
作
品
の
根
源
に
到
達
す
る
た
め
に
き
わ
め
て
肝
要

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
大
拙
は
述
べ
る）

（（
（

。
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の

芸
術
と
捉
え
て
い
た
大
拙
に
と
っ
て
、
芸
術
も
人
生
に
も
危
機
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
き
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
武
士
の
戦
い
と
は
、
そ
の
危
機
と
の
遭
遇
の
場
面
の
一
例

と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
道
場
は
宗
教
的
練
習
に
使
わ
れ
る
場
所
の
名
」
で
あ

り
「
そ
の
梵
語bodhim

andala

の
原
意
は
『
悟
り
の
場
所
』」
で
あ
る
と
述
べ
る
よ
う

に）
（（
（

、
術
だ
け
で
な
く
、
そ
の
奥
の
心
を
常
に
「
禅
定
」
と
す
る
こ
と
が
、
剣
道
や
武

道
、
芸
術
、
そ
し
て
人
生
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
と
大
拙
は
捉
え
る
。

「
禅
と
茶
道
」
に
お
い
て
は）

（（
（

、「
禅
の
茶
道
と
通
う
と
こ
ろ
は
、
い
つ
も
物
事
を
単

純
化
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
」
に
あ
る
こ
と）

（（
（

、
茶
の
湯
は
「
和
・
敬
・
清
・
寂
」
の
精
神

を
尊
ぶ
上
で
、
禅
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と）

（（
（

、「
和
」
が
茶
の
湯
の
行
程
を
支
配
す

る
精
神
を
よ
く
表
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。「
和
」
と
言
え
ば
、
聖
徳
太
子

の
「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
。
忤
ら
ふ
こ
と
な
き
を
宗
と
な
す
」
を
思
い
浮
か
べ
る

が
、
茶
室
の
雰
囲
気
は
「
和
を
周
囲
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
と
え

ば
、
触
感
の
和
、
香
気
の
和
、
光
線
の
和
、
音
響
の
和
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う）

（（
（

。

大
拙
は
「
和
」
と
「
柔
軟
心
」
を
並
列
し
て
捉
え
、
そ
れ
ら
は
「
こ
の
世
の
生
活
の

基
礎
」
と
述
べ
る）

（（
（

。「
和
」
の
雰
囲
気
は
、
日
本
の
温
和
な
気
象
と
も
関
わ
り
が
あ
る

と
述
べ
て
お
り
、
茶
室
の
中
で
は
身
分
や
上
下
関
係
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
を
指
摘

し）
（（
（

、
こ
れ
を
「
和
」
あ
る
い
は
「
同
類
」
と
捉
え
る
。
そ
れ
は
、「
動
物
・
植
物
・
無

生
物
な
ど
を
も
含
め
た
同
類
と
か
た
ら
い
た
い
と
い
う
望
み
」
で
あ
り）

（（
（

、
日
本
人
の
人

性
に
深
く
染
み
こ
ん
で
い
る
と
い
う
。
他
人
を
尊
重
す
る
感
情
を
「
蔑
ろ
に
し
な
い
感

情
」、「
敬
」
の
感
情
と
表
現
し
、
自
己
の
無
価
値
へ
の
「
反
省
」
か
ら
く
る
有
限
性
の

自
覚
で
あ
り
、
こ
れ
が
消
極
的
な
徳
に
な
る
と
、「
自
己
否
定
」、「
慙
愧
」、「
謙
譲
」、

「
罪
悪
感
」
に
な
る
と
い
う）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
ど
ん
な
に
つ
ま
ら
な
い
小
さ
い

も
の
で
あ
っ
て
も
、
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
大
拙
は
「
心
の
誠
実
」
と
呼
ん
で
お

り）
（（
（

、「
至
誠
」
に
対
応
す
る
。「
心
の
誠
実
」
は
、
技
術
が
完
成
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち

無
技
巧
の
完
成
に
お
い
て
現
れ
る
と
い
う
。「
清
潔
」
や
「
整
頓
」
の
中
に
「
清
」
の

徳
が
表
現
さ
れ
て
お
り）

（（
（

、「
至
誠
」
の
中
に
「
清
」
が
あ
り
、「
清
」
の
中
に
「
至
誠
」

が
あ
る
。

大
拙
は
、
日
本
文
化
の
技
術
や
方
法
の
奥
に
「『
宇
宙
的
無
意
識
』
に
直
接
到
達
す

る
あ
る
直
覚
」
す
な
わ
ち
「
六
波
羅
蜜
」
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
智
慧
」
を
捉
え
る
。
そ
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れ
は
知
識
の
三
分
類
で
示
し
た
「
直
観
的
な
理
解
の
方
法
」
で
あ
る
。
大
拙
は
、「
剣

士
・
茶
人
そ
の
ほ
か
の
各
種
芸
道
の
師
匠
た
ち
が
了
得
し
た
い
ろ
い
ろ
な
専
門
的
な
諸

直
覚
は
、
要
す
る
に
、
一
つ
の
大
き
な
体
験
の
各
特
殊
な
応
用
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ

て
お
り）

（（
（

、
日
本
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
が
異
な
る
が
、
そ
の
奥
の
「
宇
宙
的
無
意

識
」
す
な
わ
ち
「
智
慧
」
は
全
て
禅
の
も
た
ら
し
た
も
の
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

本
稿
の
第
一
節
で
は
大
拙
が
「
宗
教
」
と
「
道
徳
」
を
別
物
と
し
て
捉
え
て
い
る

こ
と
、
禅
は
「
道
徳
」
で
は
な
く
「
宗
教
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
、
第
二
節
で

は
、
当
時
の
青
年
に
対
し
て
大
拙
は
特
に
「
精
進
」
と
「
至
誠
」
の
生
き
方
を
奨
励

し
て
い
る
こ
と
、
第
三
節
で
は
大
拙
が
日
本
文
化
の
中
に
と
り
わ
け
「
至
誠
」、「
禅

定
」、「
智
慧
」
の
徳
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
一
方
で
、「
六
波
羅
蜜
」

の
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
、「
布
施
」
や
「
持
戒
」
に
つ
い
て
は
、
大
拙
の
青
年
に
対

す
る
論
述
や
日
本
文
化
論
の
中
に
、
そ
れ
ら
の
考
察
を
ほ
と
ん
ど
読
み
と
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。『
解
深
密
教
』
と
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
中
で
は
、「
戒
」
の
実
践
修

行
と
し
て
「
布
施
」、「
持
戒
」、「
忍
辱
」
を
、「
定
」
の
実
践
修
行
と
し
て
「
禅
定
」

を
、「
慧
」
の
実
践
修
行
と
し
て
「
智
慧
」
を
、
そ
し
て
「
六
波
羅
蜜
」
の
中
の
「
精

進
」
は
「
三
学
」
全
体
を
あ
ま
ね
く
実
践
修
行
す
る
こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と

い
う）

（（
（

。
本
稿
で
考
察
し
た
第
二
節
の
青
年
に
対
す
る
推
奨
さ
れ
る
生
き
方
は
人
間
が

成
人
に
向
か
っ
て
成
熟
し
て
い
く
段
階
に
お
い
て
、
特
に
「
精
進
」
と
「
至
誠
」
が
強

調
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
三
節
で
考
察
し
た
日
本
文
化
の
中
で
は
「
至
誠
」、「
禅

定
」、「
智
慧
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
稿
で
考
察
し
た
範

囲
に
お
い
て
は
、
大
拙
は
、「
戒
」
よ
り
も
「
定
」
や
「
慧
」
に
人
間
形
成
に
お
け
る

重
点
を
置
い
て
い
た
と
言
え
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
文
献
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
そ
れ
以
外
の
大
拙
の
著
作
を
通
し
て
、
大
拙
自
身
の
生
き
方
が
全
体
を
と
お
し
て

「
戒
」
よ
り
も
「
定
」
や
「
慧
」
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、「
戒
」、「
定
」、

「
慧
」
の
三
つ
あ
る
い
は
、「
六
波
羅
蜜
」
の
六
つ
の
徳
は
、
人
間
の
成
熟
の
段
階
と
と

も
に
重
点
を
変
え
て
い
く
べ
き
も
の
と
大
拙
は
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
今
後
考

察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

註

（
1
）  

大
拙
の
菩
薩
観
の
研
究
、
す
な
わ
ち
、「
大
智
」
と
「
大
悲
」
に
よ
る
自
利
利
他

の
は
た
ら
き
に
着
目
す
る
研
究
（
嶋
本
浩
子
「
鈴
木
大
拙
の
菩
薩
観
」
日
本
宗

教
学
会
『
宗
教
研
究
』
八
十
八
巻
別
冊
、
二
〇
一
五
年
）
で
は
、
大
拙
が
「
個
々

人
が
自
在
で
あ
り
な
が
ら
、
責
任
を
も
つ
と
い
う
円
満
な
人
間
社
会
」
を
理
想

と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
を
形
成
す
る
た
め
に
、
人
間
的
成

熟
の
途
中
に
あ
る
青
年
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
生
き
方
と
し
て
目
指
さ
れ
る

の
か
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
想
的
生
き
方
が
、
日
本
文
化
の
中
に
は
ど
の
よ

う
に
結
晶
し
た
と
大
拙
は
捉
え
た
の
か
を
検
討
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ

る
。

（
２
）　

鈴
木
大
拙
「
青
年
と
禅
的
修
養
」『
鈴
木
大
拙
全
集　

第
十
七
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
九
年
、
四
十
一
頁
。

（
３
）　

鈴
木
大
拙
「
一
真
実
の
世
界
」『
鈴
木
大
拙
全
集　

第
十
六
巻
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
九
年
、
一
五
九
～
一
六
〇
頁
。
以
下
、
著
書
の
タ
イ
ト
ル
や
引
用
文
の
中



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
五
号

四
〇

の
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
、
現
代
仮
名
遣
い
に
直
す
。

（
４
）　

鈴
木
大
拙
「
宗
教
経
験
の
事
実
」『
鈴
木
大
拙
全
集　

第
十
巻
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
九
年
、
六
十
八
頁
。

（
５
）　

鈴
木
大
拙
「
富
貴
の
子
弟
に
与
う
る
書
」
鈴
木
大
拙
著
・
守
屋
友
江
編
訳
『
禅

に
生
き
る　

鈴
木
大
拙
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、

八
十
二
～
一
〇
六
頁
。
同
書
は
、
在
米
時
代
、
帰
国
後
、
京
都
時
代
、
十
五
年

戦
争
期
、
敗
戦
期
と
い
う
よ
う
に
時
代
ご
と
に
分
け
て
社
会
批
評
に
関
す
る
大

拙
の
論
文
等
を
収
録
し
て
お
り
、
大
拙
が
社
会
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
ど
う
見

た
か
が
分
か
る
。

こ
の
時
代
分
類
に
お
け
る
「
帰
国
後
（
一
九
〇
九
～
一
九
二
〇
年
）」
と
は
、

東
京
帝
国
大
学
と
学
習
院
で
教
鞭
を
執
り
、
ア
メ
リ
カ
で
出
会
っ
た
ビ
ア
ト
リ

ス
・
レ
ー
ン
（
一
八
七
八
～
一
九
三
九
）
と
結
婚
す
る
な
ど
、
大
拙
の
人
生
に

転
機
が
訪
れ
る
時
期
で
あ
り
、「
彼
が
み
た
も
の
は
、
大
逆
事
件
（
一
九
一
〇
～

一
一
年
）
に
よ
る
社
会
主
義
者
・
無
政
府
主
義
者
（
仏
教
者
を
含
む
）
の
一
斉

検
挙
や
、『
新
仏
教
』
の
発
行
禁
止
処
分
な
ど
、
思
想
・
言
論
の
自
由
が
抑
圧
さ

れ
て
い
く
社
会
」
と
特
徴
づ
け
て
い
る
（
同
書
、
六
九
頁
）。

（
６
）　

同
書
、
八
十
二
～
八
十
三
頁
。

（
７
）　

同
書
、
八
十
五
頁
。

（
８
）　

同
書
、
八
十
八
頁
。

（
９
）　

同
書
、
九
十
〇
頁
。

（
10
）　

同
書
、
九
十
一
頁
。

（
11
）　

同
書
、
九
十
三
頁
。

（
12
）　

鈴
木
大
拙
「
青
年
と
禅
的
修
養
」『
鈴
木
大
拙
全
集　

第
17
巻
』、
十
五
頁
。

（
13
）　

同
書
、
十
六
頁
。

（
14
）　

同
書
、
二
十
一
頁
。

（
15
）　

同
書
、
三
十
七
頁
。

（
16
）　

鈴
木
「
富
貴
の
子
弟
に
与
う
る
書
」
鈴
木
著
・
守
屋
編
訳
『
禅
に
生
き
る　

鈴

木
大
拙
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
九
十
九
頁
。

（
17
）　

同
書
、
九
十
四
頁
。

（
18
）　

同
書
、
九
十
七
頁
。

（
19
）　

同
書
、
一
〇
一
頁
。

（
20
）　

同
書
、
一
〇
三
頁
。

（
21
）　

同
書
、
一
〇
四
頁
。

（
22
）　

鈴
木
大
拙
「
信
仰
の
確
立
」
鈴
木
著
・
守
屋
編
訳
『
禅
に
生
き
る　

鈴
木
大
拙

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』、
一
八
〇
～
一
八
六
頁
。「
京
都
時
代
」（
一
九
二
一
～
一
九
三

〇
年
）
に
つ
い
て
、
同
書
は
、
大
拙
が
師
の
釈
宗
演
（
一
八
六
〇
～
一
九
一
九
）

の
滅
後
、
大
谷
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
学
習
院
を
辞
し
、
京
都
に
移
っ

た
時
期
で
あ
り
、
仏
教
者
の
現
代
的
役
割
に
言
及
す
る
内
容
が
目
立
ち
、「
妻
の

ビ
ア
ト
リ
ス
ら
と
と
も
に
英
語
の
仏
教
雑
誌
『
イ
ー
ス
タ
ン
・
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
』

（Eastern Buddhist

）
を
発
行
し
、
精
力
的
に
海
外
に
向
け
て
仏
教
に
関
す
る
論

文
を
発
表
し
た
時
期
」
と
特
徴
づ
け
て
い
る
（
同
書
、
一
三
一
頁
）。

（
23
）　

同
書
、
一
八
三
頁
。

（
24
）　

同
書
、
一
八
四
頁
。

（
25
）　

同
書
、
一
八
七
～
一
九
七
頁
。

（
26
）　

同
書
、
一
九
六
頁
。

（
27
）　

同
上
。

（
28
）　

同
上
。

（
29
）　

同
書
、
二
〇
七
頁
。

（
30
）　

同
書
、
二
〇
八
～
二
一
〇
頁
。

（
31
）　

同
書
、
二
〇
九
頁
。

（
32
）　

鈴
木
大
拙
「
人
間
の
智
慧
」『
鈴
木
大
拙
全
集　

第
二
十
一
巻
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
九
年
、
二
三
二
頁
。
敗
戦
降
伏
後
に
書
か
れ
た
諸
論
文
を
編
纂
し
た
も
の

で
あ
り
、
一
九
四
八
年
に
桃
李
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　

鈴
木
大
拙
「
政
治
よ
り
宗
教
へ
」
鈴
木
著
・
守
屋
編
訳
『
禅
に
生
き
る　

鈴
木

大
拙
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』、
一
三
二
～
一
三
五
頁
。

（
34
）　

同
書
、
一
三
四
頁
。

（
35
）　

同
書
、
一
六
一
～
一
六
八
頁
。

（
36
）　

同
書
、
一
六
四
頁
。

（
37
）　Zen Buddhism

 and its Influence on Japanese C
ulture

（
一
九
三
八
年
五
月
、

京
都
のT

heEastern Buddhist Society

刊
）
の
第
六
章
ま
で
と
そ
の
訳
『
禅

と
日
本
文
化
』（
北
川
桃
雄
訳
、
岩
波
新
書
刊
、
一
九
四
〇
年
初
版
発
行
）
を
収

め
た
『
対
訳　

禅
と
日
本
文
化
』（
鈴
木
大
拙
著
、
北
川
桃
雄
訳
『
対
訳　

禅
と



鈴
木
大
拙
の
教
育
観
と
日
本
文
化
観　

―
「
六
波
羅
蜜
」
の
観
点
か
ら
（
岩
瀬
）

四
一

日
本
文
化
』
講
談
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、二
〇
〇
五
年
初
版
）
を
参
照
す
る
。

（
38
）　

同
書
、
十
九
頁
。

（
39
）　

同
上
。
大
拙
の
英
語
でthe direct expressions of the hum

an soul　

と
あ

る
の
を（
同
書
、十
八
頁
）、訳
者
は「
人
間
の
魂
の
直
接
の
表
現
」と
訳
し
て
い
る
。

（
40
）　

同
書
、
二
十
一
頁
。

（
41
）　

同
書
、
二
十
三
頁
。

（
42
）　

同
書
、
二
十
五
～
五
十
七
頁
。

（
43
）　

同
書
、
二
十
九
、
三
十
一
頁
。

（
44
）　

同
書
、
三
十
一
頁
。

（
45
）　

同
書
、
三
十
三
頁
。

（
46
）　

同
上
。
大
拙
の
英
語
でantiquity or prim

itive uncouthness　

と
あ
る
の
を

（
同
書
、
三
十
二
頁
）、
訳
者
は
「
古
色
や
古
拙
味
（
原
始
的
無
骨
さ
）」
と
訳
し

て
い
る
。

（
47
）　

同
書
、
三
十
七
頁
。

（
48
）　

同
書
、
三
十
九
頁
。

（
49
）　

同
上
。
大
拙
の
英
語
で the O

ne in the M
any and the M

any in the O
ne　

と
あ
る
の
を
（
同
書
、三
十
八
頁
）、訳
者
は
「
多
即
一
、一
即
多
」
と
訳
し
て
い
る
。

（
50
）　

同
書
、
五
十
九
～
九
十
九
頁
。

（
51
）　

同
書
、
九
十
三
頁
。

（
52
）　

同
書
、
一
〇
一
～
一
五
五
頁
。

（
53
）　

同
書
、
一
〇
五
頁
。

（
54
）　

同
書
、
一
二
五
頁
。

（
55
）　

同
書
、
一
二
七
、
一
二
九
頁
。

（
56
）　

同
書
、
一
三
七
頁
。

（
57
）　

同
書
、
一
四
三
頁
。

（
58
）　

同
書
、
一
五
三
頁
。

（
59
）　

同
書
、
一
八
九
～
二
三
一
頁
。

（
60
）　

同
書
、
一
九
一
頁
。

（
61
）　

同
書
、
一
九
五
頁
。

（
62
）　

同
書
、
一
九
七
頁
。

（
63
）　

同
上
。

（
64
）　

同
書
、
一
九
九
頁
。

（
65
）　

同
書
、
二
〇
三
頁
。

（
66
）　

同
書
、
二
〇
五
頁
。

（
67
）　

同
上
。

（
68
）　

同
書
、
二
〇
七
頁
。

（
69
）　

同
書
、
二
〇
九
頁
。

（
70
）　

同
書
、二
二
九
頁
。
大
拙
の
英
語
でCosm

ic U
nconscious　

と
あ
る
の
を
（
同

書
、
二
二
八
頁
）、
訳
者
は
「
宇
宙
的
無
意
識
」
と
訳
し
て
い
る
。

（
71
）　

崔
鍾
男
「
戒
・
定
・
慧　

三
學
の
修
行
方
法
」
日
本
印
度
仏
教
学
会
『
印
度
學

佛
教
學
研
究
』
第
五
十
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
、
四
三
五
頁
。

　




