
  

 
 

匝
 
が
あ
る
。
思
う
に
、
仏
教
の
開
祖
釈
尊
は
如
何
に
 論
じ
て
も
確
た
る
結
論
に
達
し
な
い
世
界
の
起
原
や
人
間
 の
 始
源
な
ど
に
、
時
を
浪
費
 
り
 

 
 
 
 

癬
 
す
る
こ
と
な
く
、
こ
こ
、
い
ま
と
い
う
現
実
の
間
 題
 に
関
心
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
実
の
 人
生
を
苦
と
判
断
し
た
。
 苦
 

道
 

（
 
卸
 実
ガ
 註
 ）
 ほ
思
 ら
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
 ち
 我
意
に
そ
わ
な
 い
 こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 具
体
的
内
容
を
生
淋
病
 
1
 

生
 

 
 

な
し
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
こ
こ
に
道
元
禅
師
の
前
 半
生
に
お
け
る
第
一
の
転
機
 

Ⅰ
第
一
の
転
機
 

の
 

も
 

%
 
 
日
本
曹
洞
宗
の
高
祖
道
元
禅
師
（
一
二
 0
0
1
 
一
 
二
五
三
）
は
三
歳
（
建
仁
二
年
）
に
し
て
 父
 久
我
通
規
 を
 失
い
、
八
歳
（
承
久
元
年
）
 

鯉
 
に
し
て
、
生
母
の
死
別
に
あ
い
、
深
く
世
の
無
常
 を
 感
じ
て
出
家
し
た
。
伝
に
従
え
ば
、
生
母
は
臨
終
に
 
際
し
て
、
禅
師
を
枕
頭
に
招
 

た
す
 

そ
ぎ
、
わ
が
な
ぎ
後
は
 、
磨
 ら
ず
剃
髪
染
衣
し
て
仏
道
 を
 修
行
し
 、
 逝
け
る
父
母
の
冥
福
を
資
 げ
、
 兼
ね
て
 四
 生
 六
道
の
業
苦
を
救
え
と
 遺
 

と
 

磯
試
 し
た
と
い
う
。
禅
師
は
弔
葬
を
高
雄
山
に
修
す
 る
や
、
 寵
 前
に
 脆
き
香
揖
括
 拝
し
、
香
煙
の
溺
 鰯
 と
し
 て
 上
り
、
 篆
 画
の
幻
影
た
ち
 

ひ
ざ
ま
 

つ
 

車
 

何
 
ま
ち
に
し
て
生
じ
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
滅
す
る
を
 敦
、
 
祝
 し
て
、
深
く
諸
行
（
す
べ
て
造
ら
れ
た
も
の
）
の
 無
 常
な
る
を
感
じ
、
「
白
刃
 冒
 

冊
 
す
べ
く
、
飲
食
無
か
る
べ
く
も
、
臣
一
日
 
呆
ぞ
 忘
れ
ん
 や
 」
（
行
録
）
と
い
っ
て
出
家
の
決
意
を
固
め
た
と
 伝
 え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

道
元
禅
師
の
前
半
生
に
お
け
る
 転
機
と
そ
の
 

意
味
す
る
も
の
 

増
永
霊
殿
 



 
 
 
 

簗
，
 

'
 
 
 
 
 

 
  

 

下
 
。
 

 
 

"
"
"
 

て
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

          モ ' ず       = Ⅰ メツ ダニ。          
 

 
 

 
 

死
の
四
苦
と
し
た
。
中
に
つ
い
て
、
死
苦
は
い
わ
か
る
 限
界
 境
位
 
（
 
0
 「
の
 
コ
 い
の
 
@
 
（
 
E
p
 
（
 
ぃ
 
Q
 コ
 ）
で
あ
る
。
病
も
「
死
に
 至
る
病
」
（
 
木
 r
a
 

ロ
オ
 

オ
 の
 臣
 

ぃ
 
年
日
月
 0
 隼
の
）
で
あ
る
。
人
間
は
モ
ー
タ
 

り
 テ
ィ
（
 ヨ
 0
 コ
 い
ヨ
 き
と
い
わ
れ
る
 よ
う
 に
、
ま
さ
に
死
す
べ
 き
 存
在
で
 あ
る
。
動
物
は
自
己
の
 

死
を
意
識
し
な
い
。
自
己
の
死
を
識
ら
な
い
も
の
は
 自
 己
を
持
ち
得
な
い
。
死
は
必
ら
ず
や
っ
て
く
る
。
し
か
し
 い
つ
や
っ
て
く
る
か
 判
 

ら
な
い
。
そ
こ
に
、
限
り
な
き
不
安
（
 レ
コ
め
 
二
）
が
 あ
 る
 。
ま
た
死
は
全
く
孤
独
で
あ
る
。
独
り
と
ば
と
ば
と
 行
 か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 お
 

れ
わ
れ
は
死
を
追
い
越
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
 死
に
際
し
て
は
じ
め
て
、
本
来
的
自
己
（
の
仔
の
 
コ
 ⑱
 ぽ
一
 
ヴ
の
 
（
）
に
面
接
し
得
る
の
 

で
あ
る
。
 

人
は
死
の
限
界
 境
位
 に
追
い
つ
め
ら
れ
た
時
、
深
く
人
 開
存
在
の
根
源
に
ま
で
追
及
し
、
人
生
の
究
 寛
的
 問
題
を
 解
決
し
よ
う
と
志
向
 

す
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
要
求
す
な
わ
ち
発
心
が
激
発
 す
る
。
そ
し
て
、
た
だ
宗
教
的
要
求
の
み
が
、
宗
教
の
何
 た
る
か
を
示
す
の
で
あ
 

る
 。
 

正
法
眼
蔵
随
聞
記
第
四
巻
に
は
、
次
の
如
く
あ
る
。
「
 此
 の
 志
を
お
こ
す
事
は
切
に
世
間
の
無
常
を
思
 う
 べ
 き
な
 り
 。
此
の
事
は
亦
 只
 

仮
令
の
観
法
な
ん
ど
と
す
べ
 き
 こ
と
に
あ
ら
ず
。
赤
蕪
 ぎ
 こ
と
り
く
り
て
思
 う
 べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
、
真
実
に
 眼
前
の
道
理
な
り
、
 人
 

ゆ
る
く
す
べ
 き
や
、
 此
の
道
理
も
猶
の
び
た
る
事
な
り
。
 

を
 期
す
べ
く
と
も
、
終
に
死
ぬ
べ
 き
 道
理
に
依
り
て
 死
 

り
、
 耳
に
ち
か
し
。
是
は
他
の
う
え
に
て
、
見
聞
す
る
 @
 

べ
か
ら
ざ
る
な
り
と
。
（
全
集
 
本
セ
三
 0
 頁
 ）
 

し
て
ん
。
 只
 仏
道
を
信
じ
て
 浬
 磐
の
真
楽
を
求
む
べ
し
。
 

思
 う
て
 、
 時
光
 を
う
し
な
は
ず
、
学
道
に
心
を
い
る
べ
 

の
お
し
 え
 、
聖
教
の
文
、
証
道
の
理
を
待
つ
べ
か
ら
ず
、
 

す
、
 其
の
間
の
憂
え
楽
し
み
、
恩
愛
怨
敵
等
を
思
 い
と
げ
 

き
な
り
、
其
の
後
は
真
実
に
や
す
ぎ
な
り
。
性
の
上
下
と
 

」
と
な
り
。
我
が
身
に
ひ
き
あ
て
て
、
道
理
を
思
う
に
、
 

況
ん
や
年
長
大
せ
る
人
、
半
ば
に
過
ぎ
ぬ
る
人
は
余
年
 

返
す
返
す
も
此
の
道
理
を
心
に
わ
す
れ
ず
し
て
、
 

朝
 に
生
じ
て
 タ
 べ
に
死
し
、
昨
日
み
し
人
、
今
日
は
 な
 き
こ
と
、
眼
に
 遮
ぎ
 

ば
 、
い
か
に
で
も
す
ご
 

幾
く
 計
り
な
れ
ば
学
道
 

只
今
日
今
時
ば
か
り
と
 

た
と
い
七
旬
八
旬
に
 命
 

根
の
利
鈍
は
全
く
論
ず
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道元禅師の双半生における 転機とその意味するもの 

を 0 巻 共 々 切 な く ぅ v こ 新 月   
信 繭 心 

も ら 貴 救 
ざ も 道 も 禅 に 
る に 、 留 師 一 

  

那 し 生 く 々 と 

を 凡 る 時 日 刹 
信 夫 も 光 々 那 

る な てりししに 覚 。 
」 せ       ブ 常 る 

る 寛 一 と な で   

。 知 夜 な る あ 
こ せ を か こ っ   
ぅ が あ と 前 編 

Ⅴこ の い い の 済 
、 え た ぅ 遣 銀 にも 禅師 に菩 二 y  ノ @ ： ま 。 理な   

本 

セ   
一 仏 人 心 に   
難 渋 十 の 死 念 る 遣 ら い 涯 

  (123) 

  、 旺 ・・ ，キ "; 。 ぜ，セ，む，ニ :;;" ジ ;, ㍗ :r@.. みポセ，、 ヱ 立 

つ 朝 
学 も て に 世 
遣 し 時 生 間 
用 無 光 れ の 
必 需 を て 無 
美 観 惜 タ 常 
第 ほ ん に は   
も る 学 " の 

を た 道 

  な 
吾我 る 」 @ " の 」 く "   

雪 眼 
実 前   

ず仏 
  
が 実 

道 鼻 で   
に あ 

  ひろ き 。 
あ ま 
て た 

て 仮   亡 ，じ、 '  令 

ね め 

  
た な 
だ と   

今 に     日 す 
今 べ 

な 
る 蒔 き 

を 
ば で 

恐 ， 
か は 

  
り な 

す 
と か 
思   



す と を の 始 つ 随   
不 曲 者 は 無 の 測 化 

禅定日経政常 禅 はしし 禅ごに く教し記 」 第 
は 等 親 師 名 得 た 師 と お と 五 

常 和     須 ば只今形而上とある らく すべき 、こ く 軌を同 悲観に てはな 巻にも を捨て 時、 る 法二 我 を捨て 

学 田 。 こ れ ぅ 傾 ら 「 六 る 吾 の る 吾     
あ 我 と 

ものも ゆ 実、 
る 践 我 
罪 は 執 ・ 

め を 
恵本 の 教離 
根 の れ 
源 基 ず 
で 本 ん 
あ 的 は 

て る 立   
@ Ⅴ   仏 た な 。 場 終 
よ 遺 影 っ 学 で v@ ヒ 

    修 響 た 
行 で が 

道 あ 魔 
よ 後   用 る 坑 
深 l 已 @   v@ し 

4% 忘 る れ 釈 日は これ 。 ォ 一 ㌔ ， なり、 に あ そ 集 原 潜 

 
 

停
 時
を
仏
祖
の
命
脈
と
し
て
断
続
せ
し
む
る
」
と
い
う
。
 

 
 

 
 

㈲
禅
師
の
無
常
観
は
吾
我
の
念
を
払
拭
す
る
契
機
と
 
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
学
道
用
心
集
の
特
に
強
調
す
 る
と
こ
ろ
で
あ
る
 

の
 無
常
の
み
で
な
く
、
刹
那
生
滅
に
徹
す
る
に
あ
っ
た
。
 

刹
那
生
滅
は
発
心
得
道
と
深
く
関
係
す
る
。
海
印
三
昧
 

0
 巻
は
「
こ
の
 
起
滅
不
 
4
 



匝
 

無
常
は
釈
尊
の
根
本
思
想
で
あ
る
が
、
禅
師
に
 

と
っ
て
も
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
 

。
史
伝
に
従
え
ば
、
父
母
と
め
 

 
 

せ
ろ
 
い
み
 

が
 
死
別
し
て
人
生
の
悲
哀
を
経
験
し
た
禅
師
は
九
才
 

に
 達
し
て
外
叔
の
摂
政
関
白
内
大
臣
藤
原
師
家
の
猶
子
に
 

迎
え
ら
れ
た
。
け
だ
し
、
 
師
 

道
家
は
既
に
四
十
才
を
過
ぎ
て
も
、
ま
だ
世
嗣
が
な
 
か
っ
た
か
ら
、
禅
師
の
俊
英
を
見
込
み
且
つ
 

基
 房
の
勧
め
 
も
あ
っ
て
、
将
来
輔
相
た
ら
 5
 

は
ぅ
 。
経
歴
は
時
に
お
け
る
連
続
の
原
理
で
あ
る
。
 時
 
は
 不
連
続
の
一
面
を
も
つ
と
と
も
に
、
連
続
の
一
面
を
 も
っ
。
去
来
の
面
あ
る
と
 同
 

生
 

半
時
に
、
不
去
来
の
面
を
有
す
る
。
 

一
 
U
 
目
 

し
て
い
っ
た
。
無
常
は
仏
性
な
り
と
い
う
思
想
は
六
祖
 

と
 行
日
日
と
の
問
答
に
は
じ
ま
る
が
、
禅
師
は
仏
性
の
巻
に
 

お
い
て
「
し
か
あ
れ
。
は
 

草
木
叢
林
の
無
常
な
る
、
こ
れ
仏
性
な
り
。
人
物
身
心
 

の
 無
常
な
る
、
こ
れ
仏
性
な
り
。
国
土
山
河
の
無
常
な
る
 
こ
れ
仏
性
な
る
に
 
よ
 

り
 て
な
り
。
 何
褥
 多
羅
二
親
三
菩
提
、
こ
れ
仏
性
な
る
 

が
ゆ
え
に
、
無
常
な
り
。
大
股
淫
薬
こ
れ
無
常
な
る
が
ゆ
 

え
に
、
仏
性
な
り
」
と
 

い
 う
 。
有
無
を
包
越
し
た
無
常
は
 
、
 限
な
ぎ
生
成
発
展
 
で
あ
る
。
三
十
 
セ
 菩
提
公
法
の
巻
に
も
「
観
心
無
常
は
曹
 

懐
古
仏
い
わ
く
、
無
常
 

即
 仏
性
 也
 、
し
か
あ
れ
ば
、
 
諸
類
 の
 所
 解
す
る
無
常
と
 
も
に
仏
性
な
り
」
と
あ
る
。
仏
性
は
刹
那
刹
那
に
新
し
き
 

相
 に
よ
っ
て
 己
 自
ら
を
 

全
 現
し
つ
つ
、
無
限
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
 

㈲
生
死
 不
 停
は
無
常
を
意
味
す
る
。
禅
師
は
生
死
を
 

た
だ
ち
に
淫
薬
と
断
定
し
て
「
生
死
は
す
な
わ
ち
 

浬
盤
 な
 り
と
 覚
了
 す
べ
し
。
 

の
い
ま
だ
生
死
の
ほ
か
に
 浬
 葉
を
談
ず
る
こ
と
な
し
」
 
と
い
い
、
「
こ
の
生
死
は
す
な
わ
ち
仏
の
御
い
の
ち
 

な
 り
 、
こ
れ
を
い
と
 い
 す
て
ん
 

も
 

%
 
 と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
仏
の
御
合
 
な
う
 し
な
わ
ん
と
 
す
る
な
り
」
と
い
い
、
生
死
を
却
っ
て
 

仏
命
 と
な
し
、
 生
死
を
仏
家
の
調
度
と
し
て
 

こ
れ
を
迎
え
て
い
る
。
こ
こ
に
自
己
の
和
㈹
禅
師
は
無
常
仏
性
の
意
義
を
深
 

鰍
 

 
 

 
 

尽
界
 に
あ
ら
ゆ
る
 
尽
有
 は
つ
 

t
,
0
 

な
り
な
が
ら
、
時
時
な
 

 
 

り
 。
有
時
な
る
に
よ
り
て
 
吾
 有
時
な
 

と
 

れ
り
、
有
時
に
経
歴
の
功
徳
あ
り
、
 い
 わ
ゆ
る
今
日
 ょ
 り
 昨
日
に
経
歴
 す
 、
昨
日
 よ
 り
今
日
に
経
歴
 
す
 、
明
日
 よ
り
明
日
に
経
歴
 
す
 」
と
い
 



よ の ノ @ 

疑 生 を 
団 禅 き 禅 ぅ 

に 師 
逢 は   
着 叡 は 出 は 
し 山 こ 寒 じ 
  た に の は め あ 外 - て 

  い の と   
    第一 真実敵 固乗っ と 出な く ら た 

沃 に の 

意 発 で 

ろ で   円 
が な 僧 

  、あ正 く は 
た ま 一 
か た 般 
ら 他 に 
で ょ 顕   あ り 密 
る 強 悪 

負常 : に 。 制 雙 
さ の 
才 1,  五頁 

た も 学 、   0 陣 
八 て て、 行 
オ ぃ も 持 

  ま た な 律 
で が 
の   
聞 こ 

て、 こ 

高僧 くして の 
自 と 

あ に ら か 
ら @ ま 入 っ 

  間 て 
と か 

建アく し る 

噺 ごも 
記 " 一 

て   
真 

に つ 実 
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道元禅師の双半生における 転機とその意味するもの 

看 梼 に 心 れ 

法 

れ ほ - か と 

い し が 問 文   
禅さ 録の一弾で   在 いて 世   
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て き 
はの " 疑公 " んこ仏もる 

さ か 

開 一 処 ヒ 的 と 乗 あ て べ に 
ム 

の は て 満 摯 だ 

証 で   
三七 ヰロ も   

疑 て さ 題 る と 

問 他 れ で を な 
は 宗 た あ 得 く 

一 の 人 っ な       
知 な る 問 と か ち 
上 推 か で、 し で 本来りにの現 り する 、 「 」 ， に 
の 挙 ぎ あ て 前 仏 戒 な 仏 の 深 あ 

る 真 で 性 仏 り 性 扶 く る した 問題 実 あ と と 」 の は と 。 
と こ 禅 従 れこ 

考 と 師 つ 生 禅師 げり 、 名 同参 あ と 巻に 人々 も 、 

た し 
相 律 
旦ロ る 
相 聞 

八 、 題 で 

円 あ 
扁虫 る 
無   

% ま 

の し 
理 て 
を   
明 諸 
す 法 
華 美 
蔵 相 
の の 

教 理 
学 に 
で、 立 

  
容 一 

易 念 
Ⅱ @ - 一 一 " 一 - " 
水 干 
解 の 
し 理 
得 法 
る を 
こ 説 

と @ 
で ・ 天 

あ 台 
る。 法 の 

  
て ・ 

  

  
  
出 
来 
る 

で 

あ 
ろ 
@ 

ま 

  

と
 行
と
の
矛
盾
対
立
に
基
 く
 当
然
の
葛
藤
で
あ
る
。
 
し
 か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
始
覚
本
覚
の
不
二
一
体
を
説
く
 起
 信
論
 で
も
、
一
応
解
決
 
8
 

  



  

道元禅師の双半生における 転機とそ の 意味す   
え
ら
れ
易
い
が
、
し
か
し
そ
の
実
、
実
践
的
な
問
題
を
多
 分
 に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
は
身
心
を
挙
し
て
 行
ず
 る
 実
践
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
 

到
底
根
源
的
に
解
決
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

建
漸
記
に
 従
え
ば
、
禅
師
が
こ
の
大
疑
団
を
提
げ
て
、
建
仁
寺
を
訪
 ぅ
や
 、
栄
西
は
直
ち
に
 

 
 

「
三
世
の
諸
仏
あ
る
こ
と
知
ら
ず
、
 

狸
奴
白
枯
 却
っ
て
 あ
 る
こ
と
を
知
る
」
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
の
話
は
元
来
 
南
 泉
普
願
 （
 セ
 四
八
１
人
 

三
八
）
の
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
必
 ら
ず
し
も
一
定
し
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
は
小
さ
 

知
見
の
葛
藤
を
裁
断
し
 

ふ
ぜ
 ん
な
 

て
 、
不
染
汁
の
修
訂
 に
 身
を
投
ず
べ
き
こ
と
を
示
し
た
 も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
禅
師
は
仏
性
の
巻
で
「
一
切
衆
 生
な
ん
と
し
て
か
仏
性
 

な
ら
ん
、
仏
性
あ
ら
ん
。
も
し
、
仏
性
あ
る
は
こ
れ
 魔
 常
 な
る
べ
し
。
魔
手
一
枚
を
将
来
し
て
一
切
衆
生
に
か
さ
 ね
 ん
と
す
」
と
説
 き
、
 

 
 

ろ
さ
 

さ
ら
に
「
 侍
蕨
 な
ら
ば
、
山
河
を
見
る
は
、
仏
性
を
見
 る
な
り
。
仏
性
を
見
る
は
 騎
偲
馬
皆
 を
み
る
な
り
」
と
 示
 し
た
こ
と
は
参
考
に
価
 

す
る
。
 仏
 と
い
え
ば
、
何
か
高
遠
な
も
の
を
予
想
し
易
 い
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
現
前
の
騎
 肥
 馬
 皆
 が
そ
の
 ま
ま
仏
性
で
な
け
れ
ば
 

 
 

な
ら
な
い
。
衆
生
は
仏
性
の
自
適
 取
 で
あ
る
か
ら
、
 
仏
 性
 有
り
な
ど
い
う
は
魔
手
一
枚
を
将
 ち
来
 っ
て
衆
生
に
か
 
さ
ね
る
こ
と
と
な
る
で
 

あ
ろ
う
。
三
世
の
諸
仏
は
尊
ぶ
べ
き
も
の
、
 

狸
奴
白
枯
 は
 卑
し
む
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
は
す
で
に
凡
夫
の
二
見
 に
と
ら
わ
れ
た
相
対
 観
 

で
あ
る
。
こ
の
相
対
観
を
脱
却
す
れ
ば
、
三
世
の
諸
仏
 は
そ
の
ま
ま
 狸
奴
白
拮
と
 化
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
狸
 敏
白
 枯
 は
 三
世
の
諸
仏
の
自
 道
 

取
 で
あ
り
、
自
体
現
で
あ
る
。
三
世
の
諸
仏
と
称
す
る
 は
 却
っ
て
魔
手
一
枚
に
体
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 決
し
て
分
別
 知
 に
よ
る
 

閑
 葛
藤
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
 」
と
い
ら
否
定
の
一
話
は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
 閑
 葛
藤
 の
 裁
断
を
意
味
す
る
。
 

そ
れ
は
固
よ
り
身
心
を
挙
し
て
行
ず
る
実
践
に
よ
っ
て
 修
 証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
そ
の
傍
証
は
不
染
汚
の
 行
 で
あ
っ
て
、
そ
の
 
何
 

れ
に
も
拘
泥
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
行
じ
な
が
ら
、
そ
れ
 を
も
忘
れ
る
も
の
で
あ
る
。
果
し
て
、
禅
師
は
こ
の
 

一
 語
 に
よ
っ
て
国
光
返
照
 

し
 、
分
別
 知
 を
包
越
し
た
実
践
こ
そ
、
真
に
自
己
を
救
 ぅ
 も
の
で
あ
る
こ
と
を
体
得
し
た
の
で
あ
る
。
禅
師
は
栄
 西
の
力
強
き
こ
の
逆
説
 

的
な
一
話
に
よ
っ
て
禅
へ
の
関
心
を
深
め
、
将
来
へ
の
 方
向
を
決
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
栄
西
の
人
格
 的
 感
化
の
大
き
か
っ
た
 

こ
と
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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が
 
心
底
に
残
っ
て
落
つ
き
か
ね
て
い
た
。
勿
論
 

辮
 
道
話
 

真
実
の
仏
法
を
異
郷
に
求
む
べ
く
、
勇
み
た
っ
た
道
元
 

に
 
禅
師
は
「
至
公
は
祖
師
 

西
 
和
上
の
上
足
と
し
て
ひ
と
り
 

・
 
明
 
全
の
二
人
は
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
二
月
二
十
 

無
上
の
仏
法
を
正
伝
 

せ
 

一
日
、
京
都
を
発
っ
 

り
 
。
あ
え
て
余
輩
の
な
ら
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
（
全
集
 

本
 
一
セ
頁
 

）
と
述
べ
、
伝
光
録
に
は
、
「
か
の
 

明
 
全
和
尚
は
 

顕
密
心
の
三
案
な
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

視
察
し
、
ま
た
言
語
学
習
の
必
要
上
、
約
三
 

ケ
月
 

同
地
 

沿
岸
の
船
中
に
過
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
船
中
で
最
も
深
 

い
 
感
銘
を
受
け
た
の
は
 

五
月
、
（
六
十
一
才
の
）
 

阿
 
青
山
の
典
座
（
僧
堂
の
炊
事
 

長
 
）
と
試
み
た
問
答
で
あ
る
、
典
座
教
訓
に
は
、
そ
れ
 

が
 
頗
る
印
象
的
に
記
録
 

禅 
師 
@ ま 

建 
仁 
寺 

にあ 

  
て 

栄 
西 
の 

弟 
子 
明 
全 
    
  
  
        
    
  
    
  
五   
ン @ し 

つ 
  
て 

  
済 
の   

水団円 

を 
修 
学 
し 

ナ， @ 
  

何 
    
  
の 

疑 
団 
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道元禅師の双半生におけ 

て
 
佳
山
し
た
か
ら
、
速
か
に
往
っ
て
 参
 見
せ
よ
と
教
え
 た
 。
こ
こ
に
お
い
て
、
禅
師
は
宝
 慶
 元
年
（
一
二
二
五
）
 
五
月
一
日
、
再
 ひ
 
天
童
 
り
 

  

 
 
 
  
 

出
 に
登
り
、
親
し
く
妙
高
台
に
至
っ
て
如
浄
に
面
謁
し
、
 

こ
れ
こ
そ
、
人
天
の
大
導
師
て
あ
る
こ
と
を
感
知
し
て
 、
師
資
契
合
し
て
、
 

 
 

子
の
礼
を
取
っ
た
の
て
あ
る
。
 

宝
 慶
記
に
は
、
禅
師
宣
 
5
 

次
の
ご
と
く
い
う
。
 

/
 廿
は
巨
印
曲
 

 
 

 
 

る 転機とそ の 意味 する もの 

に
 登
り
 罹
漢
 堂
を
拝
し
よ
う
と
し
た
。
時
に
一
老
僧
（
 

立
臼
 

ろ
 
@
 
じ
ん
が
出
て
き
て
、
頃
日
天
童
 

柑
艇
 
）
 

出
 に
は
一
代
の
宗
匠
 
長
 翁
 如
浄
が
 勅
請
 に
よ
っ
 

臥
し
て
加
療
に
力
め
て
い
た
。
禅
師
は
偏
 

参
 の
う
ち
に
、
 こ
れ
を
聞
き
、
急
い
で
長
徳
寺
に
踵
を
返
さ
ざ
る
を
 

得
 な
か
っ
た
。
 

さ
れ
て
い
る
。
（
全
集
 
本
 六
五
四
頁
）
 す
な
ね
 ち
、
 
そ
 の
老
 典
座
は
阿
育
王
山
か
ら
三
十
四
・
五
星
（
シ
ナ
 里
 ）
 の
 路
を
遠
し
と
せ
ず
し
 

て
 、
翌
日
一
山
の
大
衆
に
供
養
す
べ
き
 麺
 汁
の
堪
を
求
し
 

い
 
"
 け
 
め
よ
う
と
し
て
 慶
元
府
 に
乗
り
、
か
の
商
船
を
訪
れ
た
の
 で
あ
る
。
禅
師
は
老
 典
 

座
を
茶
に
招
い
て
、
し
ば
ら
く
話
し
て
ゆ
く
 よ
う
 に
 請
 う
 た
が
、
 老
 典
座
は
「
不
可
な
り
。
明
日
の
供
養
 苦
 れ
 管
 せ
ず
ば
 、
便
ち
不
 是
に
 

@
 ん
 

し
下
 ら
ん
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に
禅
師
は
、
「
手
裏
何
ぞ
 
同
事
の
者
 斎
 粥
を
理
会
す
る
た
か
ら
ん
や
、
典
座
一
位
 不
在
な
り
と
も
、
 
什
蕨
 

の
欠
閾
 か
あ
ら
ん
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
典
座
 は
 、
「
 苦
 れ
老
年
に
し
て
此
の
職
を
掌
る
 、
乃
ち
 毛
皮
 の
 辮
 道
な
り
、
何
を
以
て
 

か
 他
に
譲
る
べ
 
け
 ん
や
、
 又
 来
る
時
、
 
未
 だ
一
夜
 宿
 の
 暇
 を
 請
わ
ず
」
と
答
え
た
。
禅
師
は
そ
の
当
時
只
管
に
打
 坐
し
て
公
案
な
ど
工
夫
 

す
る
こ
と
を
も
っ
て
真
の
辮
 道
 と
考
え
衆
僧
の
辮
 食
を
 司
る
典
座
の
ご
と
ぎ
作
務
は
つ
と
め
て
こ
れ
を
避
け
ね
ば
 な
ら
な
い
と
思
っ
て
 い
 

た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
 

老
 典
座
は
只
管
打
坐
と
同
等
 の
 価
値
を
、
か
か
る
作
務
の
中
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
 禅
師
が
 柳
 か
網
 道
 の
 真
 

義
 を
了
 じ
 得
た
の
は
、
こ
の
 老
 典
座
の
鴻
恩
に
 よ
 る
 と
 述
懐
し
て
い
る
（
全
集
 本
 六
六
四
頁
）
上
陸
に
先
だ
ち
、
 

多
大
の
感
銘
を
 ぅ
げ
 た
 

禅
師
は
典
座
教
訓
の
示
す
よ
う
に
、
 

セ
 月
に
入
っ
て
 
漸
 江
省
 寧
波
府
の
大
刹
太
白
山
天
童
貴
徳
寺
に
掛
錫
し
た
。
 明
全
 と
と
も
に
禅
堂
に
 

あ
っ
て
 、
 互
い
に
は
げ
ま
し
あ
い
つ
つ
、
真
実
の
仏
法
 を
 求
め
て
精
励
し
た
。
 

嘉
定
十
セ
年
 
（
一
二
二
四
）
冬
に
至
っ
て
、
禅
師
は
 

、
天
 黄
山
を
辞
去
し
、
諸
山
の
知
識
に
偏
参
す
る
こ
と
と
な
 っ
た
 。
し
か
し
、
 
当
 

時
の
知
識
に
過
量
の
人
な
く
、
禅
師
求
法
の
熱
意
を
満
 す
も
の
に
あ
い
得
な
か
っ
た
。
然
る
に
、
 

明
 全
は
天
童
 山
 に
あ
っ
て
 、
 篤
い
病
に
 



  

ね
 こ
 

「
道
元
幼
年
ょ
 り
 菩
提
心
を
発
し
、
本
国
に
あ
り
て
道
を
 講
師
に
訪
い
て
、
明
か
因
果
の
所
由
を
識
れ
り
。
然
も
 、
か
く
の
如
く
な
り
 

と
 雄
も
 、
未
 だ
仏
法
僧
の
実
 帰
 を
明
め
ず
、
 
徒
 ら
に
 名
 栢
を
懐
標
 に
滞
お
れ
 り
 。
後
に
千
 光
 禅
師
の
窒
に
入
り
て
 、
 初
め
て
臨
済
の
宗
風
 

を
 聞
 き
 、
今
全
法
師
に
随
っ
て
 炎
宋
 に
人
 る
 。
航
海
 万
 里
幻
 身
を
波
濤
 に
 任
せ
て
、
遂
に
天
来
 に
 達
し
、
和
尚
の
 法
席
に
投
ず
る
こ
と
を
 

得
た
り
。
蓋
し
 足
 れ
宿
願
の
慶
幸
な
り
。
和
尚
大
慈
 大
 悲
 、
外
国
遠
方
の
小
人
の
願
 う
 所
は
時
候
に
拘
ら
ず
、
 
威
 儀
を
具
せ
ず
、
頻
頻
に
 

方
丈
に
上
り
て
、
 
愚
懐
を
 拝
 聞
 せ
ん
と
欲
す
。
無
常
 迅
 速
 に
し
て
生
死
事
大
、
人
を
待
た
ず
。
聖
を
去
ら
ば
、
 

必
 ら
ず
悔
 い
ん
 。
本
師
 堂
 

上
 大
和
尚
大
禅
師
友
熟
し
て
道
元
が
道
を
問
い
、
法
を
 問
 う
 こ
と
を
聴
許
し
た
ま
え
、
伏
し
て
 翼
 わ
く
は
 慈
照
 。
 
」
（
全
集
 本
 六
九
一
八
頁
）
 

伝
説
に
従
え
ば
、
如
浄
は
前
夜
桐
山
鹿
 扮
 
（
 
八
 0
 七
｜
 八
六
九
）
を
迎
え
る
夢
を
見
た
の
で
、
或
は
新
来
の
禅
師
 か
桐
 山
の
再
来
で
は
 

な
い
か
と
思
い
、
慈
父
の
我
の
子
に
対
す
る
よ
う
な
 親
 近
 感
を
も
っ
て
遇
し
た
と
い
う
。
面
授
の
巻
に
、
こ
の
時
 の
 相
見
を
「
大
来
宅
 慶
 

元
年
三
商
五
月
一
日
、
道
元
は
じ
め
て
先
師
天
童
古
仏
 を
 妙
高
台
に
焼
香
礼
拝
 す
 。
先
師
古
仏
は
じ
め
て
道
元
を
 見
る
。
そ
の
と
き
道
元
 

に
指
授
 面
授
す
る
に
い
わ
く
 、
仏
 々
 粗
 々

、
面
授
の
法
門
 現
成
せ
り
」
（
全
集
恭
三
一
九
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
 

同
 じ
く
末
尾
に
、
「
道
元
、
 

大
来
宅
 慶
 元
年
二
酉
五
月
一
日
、
は
じ
め
て
先
師
天
童
 古
仏
を
礼
拝
面
授
 す
 。
や
や
堂
奥
を
聴
許
せ
ら
る
。
わ
ず
 か
に
身
心
を
脱
落
す
る
 

に
 、
面
授
を
保
任
す
る
こ
と
あ
り
て
、
日
本
国
に
本
来
せ
 り
 」
（
全
集
 本
 三
二
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
 

こ
の
文
を
両
々
比
較
す
る
に
、
結
局
師
資
面
授
を
強
調
 し
た
同
調
 異
 曲
の
記
録
で
あ
る
。
そ
し
て
、
如
浄
こ
そ
、
 

真
の
指
導
者
で
あ
る
 

こ
と
を
禅
師
は
口
を
き
わ
め
て
讃
歎
す
る
。
行
持
の
巻
 は
 
「
先
師
は
十
九
歳
ょ
り
離
郷
夢
 
師
 、
 辮
 遺
功
夫
す
る
こ
 と
 六
十
五
 載
 に
い
た
り
 

て
な
お
不
退
下
 転
 な
り
。
侍
者
に
親
近
せ
ず
、
 

帝
 者
に
み
 
え
ず
、
丞
相
と
親
 屋
 な
ら
ず
、
官
員
と
親
 厚
 な
ら
ず
、
 
紫
衣
師
号
を
表
辞
す
る
 

の
み
に
あ
ら
ず
生
ま
だ
ら
な
る
袈
裟
を
搭
せ
ず
。
 

。
 

一
ミ
 ょ の
 つ
ね
に
上
堂
入
室
み
な
く
 る
き
 袈
裟
櫻
子
を
も
ち
い
 る
 、
 納
 子
を
教
訓
す
る
 

に
い
わ
く
、
参
禅
学
道
は
第
一
有
道
心
、
こ
れ
学
道
の
は
 じ
ぬ
 な
り
。
い
ま
二
百
来
年
、
祖
師
道
す
た
れ
た
り
、
 

か
な
し
む
べ
し
。
い
わ
 

ん
や
、
一
句
を
道
得
せ
る
皮
袋
す
く
な
し
」
（
全
集
木
工
 0
 九
頁
）
と
あ
る
。
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道元禅師の双半生における 転機とその意味するもの 

  

翻
っ
て
思
う
に
、
禅
師
は
十
八
才
の
頃
よ
り
二
十
六
才
 

の
 今
日
ま
で
、
実
に
十
年
に
 
重
 々
と
す
る
間
、
解
か
ん
と
 
し
て
 解
 ぎ
が
た
き
 疑
 

団
を
抱
い
で
 
断
 え
ず
苦
慮
し
っ
づ
 
け
 、
万
里
の
波
濤
 
を
 蹴
っ
て
、
異
郷
に
そ
の
解
決
を
も
と
め
た
の
で
あ
る
。
 

げ
 れ
ど
も
、
禅
師
は
す
べ
 

て
を
託
し
得
る
真
の
正
 
師
 に
は
、
容
易
に
出
会
う
こ
と
 

が
 出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
禅
師
の
悲
歎
は
絶
大
で
あ
 

っ
た
 。
然
る
に
、
入
宋
 

し
て
三
年
、
遂
に
そ
の
機
会
は
恵
ま
れ
た
。
如
浄
の
高
 

潔
 な
人
格
を
通
し
て
出
ず
る
一
話
に
よ
っ
て
問
題
は
既
に
 

解
決
さ
れ
た
と
い
っ
て
 

よ
い
で
あ
ろ
う
。
真
の
正
 
師
 に
出
合
い
得
た
禅
師
の
感
 
激
 に
は
、
実
に
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
求
め
る
と
こ
ろ
 

助
 な
ら
ば
、
与
え
ら
れ
 

る
も
の
も
ま
た
大
で
あ
る
。
求
め
る
も
の
と
与
え
る
も
 

の
と
の
人
格
が
互
い
に
相
い
触
れ
る
と
こ
ろ
に
、
道
は
大
 

な
る
感
激
を
も
っ
て
 
授
 

愛
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
 

南
嶽
懐
譲
 （
 
六
セ
セ
 
｜
セ
 四
四
）
と
の
問
答
に
お
い
て
、
六
祖
慧
能
（
六
三
 

八
｜
セ
一
 三
）
が
「
 
只
だ
 

こ
の
不
染
汚
、
諸
仏
の
護
念
す
る
所
、
汝
も
亦
是
く
の
 

如
 し
、
 吾
も
亦
是
く
の
如
し
」
と
い
っ
た
こ
と
と
相
い
一
 

致
す
る
。
 

相
見
後
に
お
け
る
禅
師
の
修
行
に
は
、
実
に
生
命
を
賭
 

す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
宵
に
は
、
二
更
の
三
点
 

（
午
後
十
一
時
）
 
ま
 

で
、
暁
に
は
四
更
の
二
点
三
点
（
二
時
半
か
ら
三
時
頃
）
 

よ
り
起
き
て
坐
禅
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
禅
師
は
如
 

浄
の
室
に
入
っ
て
よ
り
 

外
国
遠
来
の
求
道
者
と
し
て
、
昼
夜
の
時
候
に
拘
ら
ず
、
 

善
女
挟
扶
し
か
も
方
丈
に
き
て
道
を
間
 

う
 に
 、
 妨
げ
な
 し
と
ま
で
許
さ
れ
た
。
 

そ
こ
に
は
、
慈
父
の
無
礼
を
恕
す
る
が
ご
と
き
親
し
さ
 

が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
禅
師
は
専
心
一
意
、
 

如
 浄
の
厳
粛
な
家
風
を
学
 

得
し
、
酷
熱
厳
寒
を
も
厭
わ
ず
、
只
管
に
 

辮
道
 勤
労
し
 十
八
 

こ
 。
 

明
 全
も
天
童
 山
 ほ
と
ど
ま
っ
て
如
浄
に
参
じ
、
さ
ら
に
 

一
段
の
策
励
を
加
え
た
。
入
宋
以
来
の
精
進
が
酬
い
ら
れ
 

て
 、
そ
の
道
 誉
 次
第
 

に
両
 漸
の
間
に
喧
伝
せ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
 

然
 る
に
安
慶
元
年
五
月
十
八
日
に
い
た
っ
て
 

微
 悪
を
示
し
 
、
そ
の
二
十
 セ
日
 辰
刻
 

四
十
二
才
を
一
期
と
し
て
、
天
童
 
山
 了
然
 寮
 に
お
い
て
 
遷
化
し
た
。
舎
利
相
伝
記
（
全
集
 

本
セ
セ
 三
頁
）
に
従
え
 
ば
そ
の
時
 明
 全
は
威
儀
 

を
 正
し
、
衣
裳
を
整
え
端
坐
し
て
示
寂
し
た
と
い
う
。
 

万
 里
の
異
郷
に
お
い
て
、
不
帰
の
客
と
な
っ
た
 

明
全
 の
 企
 
口
 
利
を
懐
い
て
、
禅
師
は
 

実
に
感
慨
無
量
、
た
だ
悲
痛
の
涙
を
し
 

械
 る
の
み
で
あ
 つ
 キ
ハ
 

-
@
o
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る
の
み
で
あ
る
。
勿
論
 宝
 慶
記
に
は
こ
れ
に
触
れ
た
 記
 事
 が
あ
る
か
ら
、
道
元
禅
師
自
身
に
は
こ
れ
を
示
し
た
の
 で
あ
ろ
う
。
如
浄
の
家
 

風
を
推
測
す
る
に
、
学
人
 接
 得
の
場
合
は
一
般
に
臨
済
 の
ご
と
き
峻
厳
さ
を
も
っ
て
向
い
、
平
常
の
行
履
に
お
い
 て
は
、
曹
洞
の
よ
う
な
 

綿
密
さ
せ
も
っ
て
一
貫
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
名
利
 を
 厭
う
こ
と
 蛇
蝿
 の
ご
と
く
、
貫
名
 愛
利
は
 独
禁
よ
り
も
 重
し
と
し
た
。
さ
ら
 

に
 、
権
門
に
親
近
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
一
生
粗
衣
に
甘
 ん
じ
、
ま
だ
ら
な
袈
裟
を
纏
う
こ
と
な
く
、
紫
衣
師
号
 を
 辞
退
し
、
三
教
一
致
 

の
 見
解
を
否
定
し
て
、
五
家
の
対
立
を
包
越
し
、
全
一
の
 仏
法
に
生
き
て
、
禅
宗
の
呼
称
す
ら
排
撃
 し
、
 真
に
身
 心
 脱
落
 底
 の
三
三
昧
に
 

住
し
た
。
青
年
時
代
ょ
り
坐
禅
に
精
魂
を
傾
げ
、
一
日
 一
夜
と
い
え
ど
も
 打
 坐
を
廃
す
る
こ
と
な
く
、
雲
堂
公
界
 の
外
、
或
は
閣
上
に
 、
 

或
は
屏
 処
に
、
 或
は
巌
下
に
赴
い
て
、
只
管
に
止
 静
し
 こ
 
十
八
 
。
 

仝
 剛
座
を
坐
 破
せ
ん
と
の
大
勇
猛
心
を
も
っ
て
、
三
昧
 に
ふ
け
り
た
か
ら
、
 聲
内
 の
 燗
 壊
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
 。
そ
う
し
た
場
合
、
 

い
よ
い
よ
坐
禅
を
好
ん
だ
と
い
う
。
 随
聞
記
 第
二
巻
に
は
 、
 次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

「
 
我
れ
 大
来
天
童
禅
院
に
寓
居
せ
し
時
、
浄
名
 宵
 に
は
 二
 更
の
三
点
ま
で
坐
禅
 し
、
 暁
に
は
四
更
の
二
点
三
点
 ょ
 り
お
き
て
坐
禅
 す
 。
 

長
老
と
と
も
に
僧
堂
 裡
 に
あ
り
て
坐
す
。
一
夜
も
癩
 怠
 な
し
、
其
の
間
、
衆
僧
多
く
眠
る
。
長
老
巡
り
行
き
て
 睡
 眠
 す
る
僧
を
ば
 、
 或
は
 

拳
 を
も
っ
て
打
ち
、
吐
か
し
め
 進め
て
、
眠
り
を
 醒
す
 。
 猶
お
 眠
る
時
は
照
 堂
 に
行
 き
 て
、
 
鐘
を
打
ち
、
行
者
を
 

召
し
、
蝋
燭
を
と
も
し
な
ん
ど
し
て
、
 卒
 時
に
普
 謝
 し
て
 云
く
 、
僧
堂
 裡
に
 集
り
居
て
 、
徒
 ら
に
眠
り
て
何
の
用
 ぞ
 。
然
ら
ば
何
ぞ
出
家
し
 

て
 、
 入
 叢
林
す
る
や
」
と
（
全
集
 本
セ
 三
四
頁
）
ま
た
 一
 
三
味
正
三
昧
の
巻
に
は
「
先
師
古
仏
 云
 、
参
禅
者
身
心
 脱
 落
也
 、
 祇
管
打
坐
ア
始
，
 

得
 Ⅰ
 不
レ
要
 ：
。
焼
香
礼
拝
念
仏
 
修
繊
 看
経
 門
ヒ
 あ
き
ら
か
 に
 仏
祖
の
眼
 晴
を
抜
 出
し
き
た
り
、
仏
祖
の
眼
精
裏
に
 打
 坐
す
る
こ
と
、
四
五
 

 
 

は
 里
長
 則
 就
の
批
判
的
態
度
を
堅
持
し
、
臨
済
曹
洞
 そ
 の
他
の
禅
 流
 に
か
た
よ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
五
家
の
対
 立
 を
包
越
し
た
祥
匡
 で
 

 
 
 
 

あ
る
。
従
っ
て
、
嗣
法
香
を
欠
い
て
伝
法
の
師
 名
を
揚
 げ
て
い
な
い
が
臨
終
の
香
に
お
い
て
た
だ
 雪
費
山
 の
 足
奄
 智
 鑑
の
名
を
挙
げ
て
い
 
ひ
 

ぬ
 浄
は
雪
 

實
智
鑑
 
に
参
じ
て
、
大
事
を
了
 

畢
し
、
 

次
で
 
清
 
涼
 、
端
厳
、
 

浄
慈
 

じ
ん
 

ず
 

風
を
宣
揚
し
た
。
 

彼
 4
 

  

沖 。 
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す
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意
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百
年
来
、
先
師
の
ご
と
く
な
る
古
仏
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
 い
い
、
「
仏
祖
の
眼
 晴
 裏
に
打
坐
す
る
こ
と
、
四
五
百
 年
 よ
り
こ
の
か
た
、
 

光
り
 

 
  

 

師
 ひ
と
り
な
り
、
震
旦
 回
 に
斉
眉
少
し
」
と
讃
歎
す
る
 ほ
ど
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

ま
た
 随
聞
記
 第
一
巻
に
は
次
の
ご
と
き
文
が
あ
る
。
 

,
,
@
.
,
@
,
,
 
Ⅱ
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
年
よ
り
こ
の
か
た
は
、
た
だ
先
師
ひ
と
り
な
り
。
 震
 Ⅱ
 国
 に
斉
肩
す
く
な
し
。
 打
 坐
の
仏
法
な
る
こ
と
、
仏
法
 は
打
生
 な
る
こ
と
を
あ
 

き
 ら
め
た
る
ま
れ
な
り
。
た
と
い
 打
 坐
を
仏
法
と
体
解
 す
る
と
い
う
と
も
、
 打
 生
を
 打
坐
 と
し
れ
る
、
い
ま
だ
あ
 ら
ず
、
い
わ
ん
や
、
 仏
 

法
を
仏
法
と
保
任
す
る
あ
ら
ん
や
、
し
か
あ
れ
ば
、
 す
 な
わ
ち
心
の
打
出
あ
り
、
身
の
打
 坐
 と
お
な
じ
か
ら
ず
。
 鼻
 の
 打
坐
 あ
り
、
心
の
 

 
 

打
坐
 と
お
な
じ
か
ら
ず
。
身
心
脱
落
の
打
 坐
 あ
り
、
 身
 心
 脱
落
の
打
 坐
 と
お
な
じ
か
ら
ず
。
既
得
 侍
旗
 な
ら
ん
 、
仏
祖
の
行
 解
 相
応
な
 

り
 。
こ
の
意
想
 観
 を
保
任
す
べ
し
。
こ
の
心
意
識
を
参
 究
 す
べ
し
」
（
全
集
 本
 三
五
九
頁
）
と
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
 ・
 
う
 に
、
高
潔
な
人
格
と
高
適
な
識
見
と
熱
烈
な
 信
 念
と
 峻
厳
な
指
導
法
と
を
活
用
し
得
る
人
こ
そ
、
 
真
 に
 五
師
の
名
に
価
す
 

る
 。
禅
師
は
学
道
用
心
集
に
お
い
て
王
師
を
規
定
し
て
、
 「
 夫
れ
 王
師
と
は
年
老
 首
 宿
 さ
 問
わ
ず
、
た
だ
正
法
を
 明
む
。
王
師
の
印
記
 を
 

得
る
な
り
、
文
字
を
先
と
せ
ず
。
 解
 会
を
先
と
せ
ず
、
 格
 外
の
力
量
あ
り
、
 過
 節
の
志
気
あ
り
、
我
見
を
先
と
せ
 ず
 、
情
識
に
滞
ら
ず
、
 

行
解
 相
応
す
る
す
な
わ
ち
王
師
な
り
」
（
全
集
 本
四
セ
四
 頁
 ）
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
、
「
 行
 者
 白
身
の
為
に
仏
法
を
 

修
す
べ
か
ら
ず
。
名
利
の
為
に
仏
法
を
修
す
べ
か
ら
ず
。
 果
報
を
得
ん
が
た
め
に
仏
法
を
修
す
べ
か
ら
ず
。
霊
験
 を
得
 ん
が
為
に
仏
法
を
 

修
す
べ
か
ら
ず
。
 但
だ
 仏
法
の
為
に
仏
法
の
為
に
仏
法
 を
 修
す
る
、
 乃
ち
足
 れ
道
な
り
」
（
全
集
 
本
四
セ
 四
頁
）
 と
 。
す
な
わ
ち
五
師
 は
 

有
所
得
を
も
っ
て
仏
法
を
修
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
 仏
 法
の
為
に
仏
法
を
修
す
る
純
乎
と
し
て
 純
 な
人
で
ほ
げ
れ
 ・
は
な
ら
な
い
。
こ
の
 
ょ
 

う
 な
人
に
し
て
、
は
じ
め
て
清
貧
に
 甘
じ
 、
戒
行
に
随
 い
、
暑
熱
極
寒
に
も
堪
え
て
修
行
を
続
け
、
利
他
の
行
 願
 に
 生
き
得
る
も
の
で
あ
 

ろ
 う
 。
 

如
浄
の
高
潔
な
人
格
と
批
判
的
態
度
と
は
、
禅
師
の
識
 烈
 な
要
求
を
全
面
的
に
満
足
せ
し
め
た
。
従
っ
て
、
禅
師
 も
 「
大
来
 回
 、
一
三
一
 

」
 お
 

 
 
  



      

「
先
師
天
童
洋
和
尚
、
住
持
の
と
 

き
 
、
僧
堂
に
て
衆
僧
 

坐
 
禅
の
時
、
眠
り
を
 

試
 
し
む
る
 

、
 
履
を
以
て
打
ち
、
 

膀
舌
ロ
 

詞
噴
 

せ
し
か
ど
も
、
 

 
 

衆
僧
 

皆
 
打
た
る
る
を
喜
び
讃
歎
し
き
。
有
時
上
堂
の
便
で
 

云
く
、
我
れ
 

既
に
老
後
、
今
は
衆
を
辞
し
、
蚕
に
住
し
て
 

若
さ
 

扶
け
て
居
る
べ
 

げ
 

 
 

 
 

 
 

た
 
。
如
浄
は
こ
れ
を
見
て
「
参
禅
は
須
ら
く
身
心
脱
落
 

な
る
べ
し
。
只
管
に
打
 

唾
 
し
て
何
を
な
す
」
と
警
策
し
た
 

。
禅
師
は
傍
ら
に
あ
っ
 

て
 
、
こ
の
一
言
を
聞
 

き
、
 

末
だ
 

曽
て
 

経
験
せ
ざ
る
感
動
 

を
 
覚
え
た
。
練
り
に
練
り
、
鍛
え
に
鍛
え
ら
れ
た
禅
師
の
 

心
け
 

@
 
休
 
こ
の
二
 

%
 
@
 
卜
 
ト
よ
っ
 

て
 
、
そ
の
 

那
 
一
点
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
ょ
 

く
 
満
を
持
せ
る
禅
師
の
心
絃
を
打
っ
た
。
 

裕
然
 

と
し
て
自
己
 

の
 
革
新
生
命
の
転
換
を
 

そ
も
き
ん
 

自
覚
し
た
禅
師
は
直
ち
に
方
丈
に
登
っ
て
焼
香
礼
拝
し
 

た
 
。
如
浄
が
「
焼
香
の
事
件
座
主
」
と
問
え
ば
、
禅
師
は
 

「
身
心
脱
落
し
来
る
」
 

 
 

と
 
答
え
た
。
如
浄
が
さ
ら
に
、
「
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
 

」
と
い
え
ば
、
禅
師
は
、
「
這
箇
は
是
 

れ
 
暫
時
の
伎
 

価
 
、
 
和
尚
妄
り
に
英
中
 

な
印
 

す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
述
べ
た
。
如
浄
は
こ
れ
に
対
し
 

て
 
、
「
 

吾
 
妄
り
に
汝
を
印
せ
ず
」
と
答
え
ば
、
禅
師
は
「
 

直
ち
に
 

足
 
れ
妄
り
に
 

某
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し ㌧ 

道元禅師の双半生における 転機とその意味するもの 

か
く
も
、
迅
速
に
大
事
を
了
 畢
し
 得
た
の
は
、
禅
師
の
動
 @ 
刻
 な
 求
道
の
念
と
真
摯
な
修
行
の
 カ
 と
が
自
ら
 果
満
し
 結
実
し
た
か
ら
で
あ
 

  

 
 

る
 。
 香
厳
 の
 撃
竹
 霊
雲
の
見
 桃
が
 大
悟
の
契
機
と
な
っ
た
 ご
と
く
、
禅
師
不
休
の
精
神
的
準
備
に
よ
る
緊
張
力
が
 王
師
如
浄
の
鉗
鎚
を
受
 

ば
 て
、
そ
の
深
 い
 法
堂
 に
 溢
れ
る
（
身
心
脱
落
の
）
 

語
 に
よ
っ
て
、
か
く
も
早
急
に
激
発
し
た
の
で
あ
る
。
 随
 聞
記
 第
四
巻
に
も
、
「
花
の
 

 
 
 
 

は
 年
々
に
開
く
れ
ど
も
、
 
人
 み
な
 得
倍
 す
る
に
非
ず
 、
竹
 は
 時
々
に
 響
 け
ど
も
、
聞
く
も
の
尽
く
 証
遣
 す
る
に
 非
 ず
 。
た
だ
大
参
 修
挿
め
 

 
 

功
に
ょ
 り
、
 
辮
 通
勤
労
の
緑
を
得
て
得
道
明
心
す
る
な
 り
 」
（
全
集
 本
セ
 四
四
頁
）
と
あ
る
。
大
参
 修
 持
の
功
に
 よ
り
、
 
辮
 通
勤
労
の
緑
 
ュ
 

四
 、
面
授
嗣
法
の
問
題
 

甲
を
印
せ
ざ
る
 底
 」
と
問
う
 

師
が
身
心
脱
落
し
来
り
、
 自
 

て
い
る
。
然
る
に
、
禅
師
は
 

切
要
と
し
な
い
ほ
ど
ま
で
に
 

仏
と
な
っ
て
も
 愈
と
 精
進
す
 

今
を
至
極
と
思
う
て
行
道
を
 

こ
こ
に
本
来
清
浄
と
無
限
浮
 

身
心
脱
落
」
と
印
可
し
て
い
 

「
道
元
大
 
来
 国
宝
 慶
 元
年
二
 

仏
な
り
」
（
全
集
九
八
頁
）
と
 

い
頃
と
思
わ
れ
る
。
 

た
 
。
如
浄
は
再
び
、
「
身
心
脱
落
」
と
答
え
た
。
こ
こ
に
 

お
い
て
、
禅
師
は
恭
し
く
礼
拝
し
た
。
 

如
 
、
浄
は
禅
 

己
を
没
し
て
、
真
実
の
仏
法
を
深
く
体
得
し
た
こ
と
を
 

看
破
し
歓
喜
の
あ
ま
り
、
幾
何
と
な
く
印
可
を
興
 

え
 

「
和
尚
妄
り
に
 

某
 
甲
を
印
す
る
こ
と
は
か
れ
」
と
い
っ
て
 

、
こ
の
根
源
的
な
体
験
が
も
は
や
他
者
の
印
可
を
 

 
 

 
 

べ
 
き
 
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

随
聞
記
 

第
六
巻
 

円
 「
学
道
の
人
、
た
と
い
、
悟
り
を
得
て
も
、
 

や
む
る
こ
と
な
か
れ
、
道
は
無
窮
な
り
、
悟
り
て
も
、
 

猶
 
お
行
道
す
べ
し
」
（
全
集
 

本
 
七
六
六
頁
」
と
あ
る
。
 

化
と
の
相
即
が
あ
る
。
如
浄
が
、
「
 

我
れ
 
妄
り
に
汝
を
印
 

せ
ず
」
と
い
い
っ
 

っ
 
も
、
さ
ら
に
「
身
心
脱
落
、
 

る
こ
と
は
、
禅
師
の
境
地
を
許
す
こ
と
い
か
に
深
か
っ
た
 

か
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
仏
祖
の
巻
は
 

西
安
居
待
、
先
師
天
童
古
仏
大
和
尚
に
奉
侍
し
、
こ
の
 

仏
祖
を
礼
拝
頂
戴
す
る
こ
と
を
 

究
 
尽
せ
り
、
喉
仏
 

与
 



を
 得
て
、
得
道
明
 心
 の
身
許
体
験
を
得
る
の
で
あ
る
。
 

深
 層
 心
理
学
者
ユ
ン
グ
（
ざ
品
）
は
こ
の
よ
う
な
体
験
 
の
事
実
を
 イ
 ン
 デ
ヴ
 。
 

大
事
こ
こ
に
を
わ
り
ぬ
」
（
全
集
 
不
 
一
 セ
頁
 ）
と
述
べ
、
 

デ
 イ
エ
 ー
シ
，
 
ン
 
（
 
田
臼
く
 目
口
 笘
ざ
コ
 ）
と
い
い
、
そ
の
 強

 き
 自
信
の
ほ
ど
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
実
に
禅
師
 二
 

ア
ー
ケ
タ
イ
フ
で
 
ぎ
ヨ
 降
そ
の
も
の
に
成
る
と
述
べ
 

十
六
才
の
と
ぎ
で
あ
っ
 

て
い
る
。
 辮
 道
話
も
予
 

か
さ
ね
て
大
来
園
に
お
も
む
 き
 、
知
識
を
両
 湖
 に
と
 ぶ
 ら
い
、
家
風
を
五
門
に
ぎ
く
。
つ
い
に
大
白
峰
の
浄
禅
師
 に
 参
じ
て
一
生
参
学
の
 

た
 こ

の
よ
う
に
し
て
、
禅
師
は
こ
の
年
九
月
十
八
日
に
至
り
 、
釈
迦
牟
尼
 仏
 ょ
り
五
十
代
嫡
々
相
承
の
戒
脈
を
如
浄
 か
ら
承
け
、
こ
こ
に
 

曹
洞
宗
に
属
す
る
比
丘
た
る
の
資
格
を
傭
え
得
た
の
で
 あ
る
。
ま
た
 宝
 慶
三
年
（
安
貞
元
年
二
十
八
才
）
の
春
に
 は
 、
大
法
 承
受
 の
 信
表
 

と
し
て
胴
着
が
授
げ
ら
れ
、
如
浄
の
法
嗣
と
し
て
弘
法
 利
生
の
重
い
使
命
を
荷
負
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
 

禅
師
は
如
浄
の
慈
愛
深
 き
提
梼
を
 受
け
る
こ
と
前
後
三
 年
 、
こ
の
間
恰
も
頭
燃
を
払
 う
 ご
と
く
に
精
進
し
潮
足
 に
 慣
ぅ
 が
ご
と
く
行
道
 

し
た
。
禅
師
は
こ
の
時
の
こ
と
を
追
想
し
て
次
の
よ
 う
 に
 述
べ
て
い
る
。
 

「
機
に
随
い
、
根
に
順
 
う
 べ
し
と
い
え
ど
も
、
今
 祖
 席
に
 相
伝
し
て
専
ら
す
る
処
は
坐
禅
な
り
。
此
の
行
能
く
 衆
 機
を
兼
ね
、
上
中
下
 

根
 ひ
と
し
。
修
し
得
べ
 
き
法
 な
り
。
 我
れ
 大
来
天
童
 先
 師
の
会
下
に
し
て
此
の
道
理
を
聞
い
て
の
ち
、
昼
夜
に
定
 坐
し
て
極
熱
極
寒
に
は
 

発
病
し
つ
べ
し
と
て
、
 
諸
憎
 し
ば
ら
く
投
下
し
き
。
 
我
 れ
 其
の
時
自
ら
思
わ
く
 、
誕
い
 発
病
し
て
死
す
べ
く
と
も
 

  

し
 、
病
態
 ぅ
 し
て
修
せ
 、
ず
 
。
此
の
身
を
い
た
わ
り
用
い
 て
な
ん
の
用
 ぞ
 。
 痛
 し
て
、
死
せ
ば
本
意
な
り
。
大
来
 園
 の
 善
知
識
の
会
下
に
て
 

修
し
、
死
に
死
し
て
よ
き
僧
に
さ
ば
く
ら
れ
た
ら
ん
は
 磨
 ら
ず
 勝
緑
 な
り
」
（
全
集
 本
セ
 
一
一
八
頁
）
と
あ
る
。
 

こ
れ
ば
と
の
強
靭
な
決
意
を
も
っ
て
、
文
字
通
り
に
、
 

辮
 道
 四
天
し
い
よ
い
よ
入
宋
伝
法
、
沙
門
の
自
信
を
深
め
 得
た
の
で
、
 
宝
 慶
三
 

年
 す
な
わ
ち
我
が
嘉
禄
三
年
遂
に
帰
朝
を
決
意
す
る
に
 至
っ
た
の
で
あ
る
。
 

き
げ
 つ
 

面
授
の
巻
に
「
お
お
よ
そ
仏
祖
の
大
道
は
唯
面
授
面
 受
 、
 受
 面
授
面
の
み
な
り
。
さ
ら
に
刑
法
あ
ら
ず
 紡
閾
 あ
ら
 ず
 。
こ
の
面
授
の
お
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瞬
時
に
時
代
へ
伸
び
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
に
生
き
る
 
真
の
伝
統
は
断
え
ず
新
た
な
も
の
を
作
り
つ
つ
強
く
展
 

閲
 す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

め
 

大
平
底
 録
第
セ
 巻
に
次
の
文
が
あ
る
。
 

歩
 に
同
じ
か
ら
ず
。
然
り
と
雄
も
、
天
童
に
一
等
 

す
、
 打
 坐
し
来
れ
る
な
り
」
（
 

全
 

 
 

匝
 
美
本
五
一
八
 

セ
頁
 ）
 

訓
 

禅
師
は
天
童
 と
 一
等
で
あ
る
が
、
天
童
の
挙
族
 

に
 同
じ
か
ら
ざ
る
独
自
の
展
開
を
示
し
た
。
そ
の
い
わ
ゆ
 

る
超
師
の
力
 は
一
方
 打
生
め
 

道
 

本
領
を
現
わ
し
、
信
を
基
調
と
す
る
本
証
 

妙
 修
の
宗
風
 を
 展
開
し
、
他
方
 
証
 上
の
修
た
る
の
行
持
 
道
 環
の
立
場
か
 ら
 、
面
授
嗣
法
の
意
義
 19 (139) 

転機 

こ
の
 ょ
う
 に
し
て
、
如
来
の
生
命
は
歴
史
の
中
に
動
い
て
 、
 時
と
処
に
従
っ
て
 、
 強
く
進
展
す
る
の
で
あ
る
。
 根
 源
 に
帰
る
こ
と
は
 同
 

 
 

 
 

 
 

こ
こ
に
、
師
資
面
授
の
仏
法
が
展
開
す
る
。
 

い
 
わ
ゆ
る
 

面
 
授
 
と
は
二
個
の
人
格
が
直
接
 

相
 
い
触
れ
て
、
一
人
格
に
 

融
合
し
、
一
つ
の
 

生
 

命
 
が
他
に
伝
っ
て
限
り
な
く
相
続
す
る
を
い
 

う
 
。
し
か
 

し
 
、
師
資
面
授
の
精
神
は
歴
史
的
研
究
に
基
く
も
の
で
は
 

な
く
し
て
、
深
 

き
 
信
念
 

に
 
立
脚
す
る
。
信
念
に
生
き
る
行
の
仏
法
は
当
然
人
格
の
 

力
 
を
そ
の
 

根
抵
 

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
来
の
全
 

生
命
は
釈
尊
よ
り
列
祖
 

）
 
つ
 

へ
の
不
断
の
人
格
的
契
合
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
保
佐
 

さ
 
れ
る
で
あ
ろ
 

5
 
。
そ
れ
は
 

一
 
器
の
水
を
一
器
に
 

潟
す
ょ
 

う
に
、
釈
尊
の
真
精
神
 

が
 
列
祖
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
、
増
す
と
こ
ろ
な
く
、
 

欠
 
け
る
と
こ
ろ
な
ぎ
に
至
る
を
い
 

う
 
。
面
授
嗣
法
は
仏
陀
 

0
 
人
格
全
体
が
、
そ
の
 

ま
ま
祖
師
の
人
格
と
な
っ
て
 

、
 
時
と
何
に
応
じ
て
生
 

き
 
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
列
祖
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
釈
尊
の
人
 

格
 
に
生
き
る
の
え
ん
で
 

と
 



            

づ
ト
 
の
Ⅱ
曲
コ
 
鵠
 Ⅰ
臣
の
 

ツ
い
ゴ
ト
 

の
の
）
 

コ
 0
 ヨ
 ぎ
 自
の
 
ト
 
の
吋
の
Ⅱ
 

目
サ
の
 

Ⅰ
 
オ
佳
 
Ⅱ
 
ヱ
的
 ず
鮭
宙
の
 Ⅰ
が
 叶
 ㏄
 申
 Ⅰ
の
 
す
 の
 コ
 の
 
左
 ハ
曲
ヰ
ヰ
の
 

コ
 ・
 宙
ざ
 
の
の
コ
 
ナ
ミ
 
四
の
 
ド
 
の
Ⅱ
の
目
ヨ
 
卸
ト
の
 

宙
 曲
馬
こ
の
 

w
h
 

日
の
 

q
.
 
 

目
ト
の
 

q
 
p
 

コ
日
 ハ
ガ
の
 

コ
コ
 
（
三
の
の
の
 

田
コ
の
コ
 

ヲ
 日
の
甲
の
 

ヰ
 
0
 Ⅱ
 申
 す
の
（
（
 

田
 
自
由
 
ダ
宙
 0
 Ⅱ
 0
 Ⅱ
の
（
山
の
日
（
 

由
 0
 
甘
由
 
㏄
・
巨
の
 

の
目
ヴ
 
0
 Ⅱ
 
オ
 0
 し
 ㊤
 
づ
ミ
 
の
 コ
 の
 

メ
モ
の
 

ぢ
 の
Ⅱ
 
ぃ
 
目
的
の
 

す
 の
 コ
 

こ
れ
に
類
し
た
こ
と
は
 へ
 ル
ゲ
ル
教
授
が
彼
の
「
弓
術
に
 お
 げ
る
 禅
 」
（
い
の
 

コ
ぎ
 宙
の
ぺ
パ
ロ
 

コ
 ㌔
 宙
 8
 
 
口
の
的
の
 

コ
 の
の
 
プ
 
い
の
㏄
の
 

コ
ダ
巾
ツ
 
の
 の
 ）
 ネ
 
Ⅰ
 

「
師
の
肩
に
上
る
Ⅰ
（
 
レ
ゑ
 年
 8
 
 
Ⅰ
の
 
ゴ
 Ⅱ
の
お
 
卜
 0
 
プ
 田
河
 ヨ
 ざ
の
 汀
あ
臼
 ）
と
い
っ
て
い
る
 0
 

堂
山
禅
師
（
一
二
六
八
 ｜
一
 三
二
五
）
の
伝
光
録
は
そ
 れ
目
 体
法
燈
を
 続
け
て
、
光
明
 つ
れ
 な
ら
し
め
る
面
授
の
 歴
程
に
印
し
た
 蹊
跡
 

を
 巧
み
に
現
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ
の
中
で
禅
師
は
い
 う
 

「
華
を
服
じ
て
不
変
な
る
こ
と
を
知
ら
し
め
破
顔
し
 て
 長
齢
な
る
こ
と
を
し
 

ら
し
む
」
 円

甘
 
0
 
 
片
口
Ⅱ
 

コ
 ）
 
コ
帥
宙
 
0
 毛
の
Ⅱ
目
の
ヰ
目
㏄
 

村
由
 
0
 毛
ヰ
 下
の
の
オ
リ
 

臣
 ㎎
 の
 
）
の
の
の
 

毛
ミ
 

レ
コ
宙
の
の
 
ヨ
 ト
こ
 
オ
ニ
由
 
ゆ
の
由
の
片
 

0
 目
の
 
ぽ
 旧
プ
 ゴ
 0
 叶
 
e
 Ⅰ
 
コ
ぎ
 
Ⅱ
 

ま
た
「
釈
迦
の
肉
身
今
な
お
暖
か
に
、
迦
葉
の
微
笑
ま
 た
 さ
ら
に
新
た
な
ら
ん
」
（
 
常
済
 大
師
全
集
六
頁
 セ
頁
 ）
 

コ
ロ
 
ぽ
 の
 す
 0
 宙
ゼ
 0
 叶
の
囲
 
ガ
ぜ
ゅ
 
い
の
の
片
目
 

片
 
の
の
 
ト
 
の
 妻
笘
 
Ⅱ
 
ヨ
 。
 

ン
コ
 
串
 （
 
ゴ
の
 Ⅱ
注
コ
 
ヰ
 の
日
出
 
の
 o
h
 
ガ
 叫
い
せ
 

斡
づ
 
a
 
r
 

の
 コ
 の
毛
の
ぎ
の
の
 

0
%
 

革
を
 拮
 じ
て
不
変
な
る
を
知
ら
し
め
る
は
伝
統
の
本
源
 に
か
え
る
こ
と
で
あ
り
、
破
顔
し
て
長
齢
な
る
こ
と
を
 知
 ら
し
め
る
は
、
時
代
 

に
 進
み
、
歴
史
の
伸
び
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
釈
迦
の
暖
 皮
肉
は
迦
葉
の
個
性
を
媒
介
と
し
て
正
伝
せ
ら
れ
、
 道
 元
禅
師
（
高
祖
）
の
 真
 

  
田 に 堪 

  
」（大 で 吹 

正蔵 のよう 第 

  
る 。 五   

頁   

と 

  

@O 

W 

  
  
デ - 
  
  

（ 

0 目 

  

宙の       

サよ 

    
れ 
を 

碧 
巌 
録 
の 

独 
訳 
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を
 閨
に
し
た
の
で
あ
る
。
 

過
 師
の
機
に
関
し
て
、
著
録
 

第
十
一
則
は
「
見
、
師
と
荒
し
ぎ
時
は
師
の
半
 

徳
 を
減
 
ず
 
 
 



 
 

 
 

  

道元禅師の双半生における 転機とその意味するもの 

  

面
目
は
螢
四
禅
師
（
太
祖
）
の
人
格
を
通
し
て
歴
史
に
 展
開
し
た
の
で
あ
る
。
 

な
お
道
元
禅
師
の
基
本
的
態
度
に
つ
い
て
、
 け
 仏
道
傍
 行
 に
道
心
を
為
 先
 と
し
、
㈲
下
降
的
末
法
史
観
に
敢
然
 反
 対
し
、
 円
 禅
宗
・
 仏
 

心
宗
 ・
曹
洞
宗
等
の
宗
名
を
否
定
し
た
意
味
を
明
か
に
 し
、
 進
ん
で
禅
師
独
自
の
本
証
 妙
 修
の
思
想
信
念
に
つ
い
 て
 実
存
的
に
論
究
し
 、
 

そ
の
仏
性
論
、
時
間
論
、
生
死
観
を
詳
細
に
究
明
す
る
 予
定
で
あ
っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
他
の
機
会
に
譲
り
 ヰ
ハ
 

-
@
@
O
 

@
 
Ⅴ
 

㌔
・
 
し
甲
ヨ
 
0
 日
月
が
 甲
ゆ
 R
 目
の
ま
の
亡
臣
の
の
㌔
 
田
 （
（
 ン
 下
げ
（
 
0
 お
 
0
 （
い
の
 
コ
 し
け
Ⅰ
の
 

オ
 ㌃
 日
 
ト
戸
お
接
い
の
 コ
 笘
コ
年
巨
ヨ
の
へ
柑
曲
コ
 

円
ゴ
 
0
 岸
的
下
円
の
ワ
 

日
の
の
 

ヒ
コ
 
の
む
の
一
の
 

0
 ヰ
 
0
 
 
臣
 で
づ
ギ
 
0
 燵
ぃ
オ
ヰ
 

0
 
 
い
 ㏄
 
臣
 ，
い
の
 
コ
 ヰ
コ
 
し
 ゆ
ヱ
 
ぜ
 Ⅰ
 か
 
つ
 い
 
二
幅
 

参
照
、
田
辺
元
、
永
平
正
法
眼
蔵
、
哲
学
私
観
、
橋
田
邦
彦
 

正
 法
眼
 蔵
 秋
意
（
五
巻
）
 

秋
山
範
 三
 、
道
元
の
研
究
、
道
元
 
祀
 第
三
巻
（
一
九
六
五
・
 
セ
 ・
 一
 
0
 ）
 

唐
木
順
三
、
無
常
、
衛
藤
即
応
、
宗
祖
と
し
て
の
道
元
 

祀
師
 

拙
著
、
道
元
、
永
平
正
法
眼
蔵
（
道
元
の
宗
教
Ⅰ
現
代
人
の
禧
 

、
学
道
 

 
 

1
4
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



マ   

 
 

マ
ル
セ
ル
は
一
般
に
八
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
哲
学
者
 v
 と
 云
わ
れ
る
。
 

ハ
 
4
 ）
し
か
し
彼
自
身
は
、
の
ち
に
な
っ
て
こ
の
 
よ
う
な
呼
称
を
斥
け
 
2
 

小
 
3
 ）
 

@
0
 
 

し
、
さ
 t
@
 
に
そ
れ
ら
の
人
間
把
握
に
も
と
づ
い
て
、
 

時
代
 境
位
 に
対
す
る
強
い
批
判
を
も
行
っ
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
 

  

ゆ
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
 
持
 に
 信
仰
に
関
わ
る
こ
と
を
そ
の
中
核
と
し
て
、
人
間
の
 

存
在
様
態
を
分
析
的
に
叙
述
 43) 

  

く 信仰 ノ とその存立の 機制 

つ 八 道 
た 昔 絡 G 
ら ま艇 抽各   
ぅ の を マ 

か 体 敷 か 

v 験 設 セ 

と と す か 
も い る も よ 

云 う こ " 

宗教的下土 われて 形式を とが、 
い 通 宵 な 

確信 る 。（ ） l じて 介に 

と と 靖一 酌挙っ い 
に に て ぅ 

は 直 の 八 

八 接 哲 霧 
信 約 学 に 
仰 に 的 つ 
集 字 謀 つ 

伴 え 題 ま 

の ら で れ 
解 れ あ た 
明 た っ 島 

さ か と 
  
合理的 れるが（ 2 再 に、 述べて 

、 ） び い な 
％ 台 る 確 ル 数 案 
セ す ま さ   
そ め こ う 

ね め   
          地 
目 な う V 
己 い な と 

へ 廻 哲 の 

の り 半 間   
的 は 永 一 
公 な は っ 

析 か 、 の 

 
 Ⅱ

マ
ル
セ
ル
の
入
信
仰
Ⅴ
 

 
 

 
 

立
の
機
制
 

吉
岡
 

橋 

渉 

  



                
  

  

ッ ト 視 出 立 し ト 

と述 しに こ ク戸 さ 目 白さて リ こは 複 。 神 或的圭のょ " が " て 、 

てはのの の、 よ立フ ワれ てにら V せもッ 愛ク の八教の 八不的 一 秘い L の、 実る 存 。   
一 ヨ 境 場 ネ 

甲俺 ゴ字 千裟 : 農轟畠専で筈設 耳石にに「 
が 集 か れ ヌ が、 撤 、 解 あ 教 テ 好 英 8, し 対 ン 走絆 認酌 ノ セし ャ ま 、 も⑧ " ） な、 い 、 やいを " わ も ると 的 V ィス ま な口 訳おてし 巨 " て @ まマ 

さ に に マ マ と 説 ば つ ほ と ふ い ン の マ 否 ル 

  
ト お や五指 一   
ク 目 面 な 否 の 
％ 分 上 る に 臣 

テ は 学 。 は l   ィ も 的 た 間 で 

げ 、 な い で 自 偶 三 仙 波 ス と 日 と 題 法 
る 人 い   るあ こるがに。 公儀うのが 宗 ; 、 
間 の   と と ォ す そ 教 そ の ハ 。 テ 
の 最 そ を 認 @ ぎ し 責 れ 

三回勅 ム V もと 記 - 口 - 」 ・ f えま、 もあろ 

非 も の 指 め ソ な て 識 は う 叫 
  

本 木 膚 
来 来 仰   
釣 的 に て る ス し 被 現 漬   
な な 関 " p か " 造 形 極 

力 、 ジ あ あ す ハ ら 物 式 的   ト ヱ 典 信 に に た こ 一一 ゼ 

方 方 論     
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：
 轟
 

  の
 
歌
曲
も
作
曲
し
た
と
い
う
。
マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
 

演
 劇
と
 哲
学
と
音
楽
は
 
、
八
 た
だ
 一
づ
の
 
宗
教
的
な
確
信
 

に
 近
づ
く
三
つ
の
道
で
あ
っ
の
 

（
 
ハ
 
り
レ
 

u
 
）
 

 
 

 
 

 
 

本
論
の
課
題
は
 
、
 特
に
八
信
仰
 v
 を
主
題
と
し
て
マ
ル
 
セ
ル
の
所
論
を
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
。
は
じ
め
に
、
 

マ
 
ル
 セ
ル
哲
学
の
概
要
 2
 

目
 
し
も
断
絶
は
な
い
し
、
彼
の
作
品
の
う
ち
、
抽
象
 的
な
部
分
に
だ
 け
 固
執
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
そ
の
 意
 味
を
根
本
的
に
見
あ
や
ま
 ろ
 

 
 

ほ
 劇
作
家
と
し
て
い
く
つ
か
の
戯
曲
を
発
表
し
て
い
る
が
 、
そ
の
ほ
か
三
、
四
 0
 篇
の
 

 
 

 
 

の
か
ら
、
家
族
、
産
業
、
技
術
等
に
つ
い
て
の
著
述
を
 

多
く
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
著
書
と
初
期
の
哲
 

学
的
論
者
と
の
間
に
は
、
 

少
 

-
 
仰
 
㎏
）
 

 
 

ル
 セ
ル
哲
学
の
概
括
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
 

マ
ル
セ
ル
は
第
一
一
次
大
戦
 

頃
 

が
 、
こ
れ
は
も
と
も
と
は
体
系
的
な
著
書
へ
の
準
備
の
 つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
や
が
て
は
体
系
的
に
 述
作
す
る
こ
と
が
自
分
 

に
 対
す
る
不
誠
実
に
な
る
と
考
え
る
よ
 う
 に
な
り
、
 結
 局
 は
そ
の
ま
ま
で
出
版
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（
前
記
 、
英
訳
の
序
）
。
体
系
 

を
 斥
け
る
彼
の
哲
学
は
、
発
展
と
し
て
で
は
な
く
、
 む
 し
ろ
写
真
用
語
の
意
味
で
の
 八
 現
像
 V
 色
体
 
セ
臼
 
。
口
ロ
 

ヨ
 の
目
 
ヰ
 と
か
、
或
は
八
顕
現
 

機
化
 V
 の
 メ
 宮
田
（
の
（
 

ざ
ロ
 と
し
て
み
ら
れ
る
べ
き
も
 の
と
さ
れ
る
。
（
 

6
 
工
 

）
 か
か
る
マ
ル
セ
ル
の
著
作
態
度
を
 、
ポ
ヘ
 
ソ
 ス
キ
ー
は
八
反
体
系
的
 V
 

制
 

 
 

 
 

す
る
否
定
的
態
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
初
期
の
哲
学
 的
 著
作
で
あ
る
コ
形
而
上
学
的
日
記
 L
 は
、
ま
さ
に
日
記
 の
形
で
出
版
さ
れ
た
 

 
 

が
 、
 八
 存
在
 V
 
 
ゆ
 （
（
の
へ
の
人
参
与
 
V
 
 
ち
り
 
臣
ざ
ぢ
笘
ざ
コ
 
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
 

八
 存
在
 v
 は
、
人
間
の
存
在
様
態
に
関
す
る
マ
ル
セ
ル
 哲
 学
の
主
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
 

0
 人
間
 把
窩
が
 

守
 -
 介
し
て
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 人
 聞
が
 八
所
有
 V
 に
お
い
て
あ
る
こ
と
 

り
 、
 八
 存
在
 V
 に
つ
い
て
は
、
希
望
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
 、
 入
 信
仰
 V
 は
、
人
間
の
域
に
 

ち
と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
 

マ
ル
セ
ル
の
著
述
活
動
は
、
体
験
さ
れ
た
も
の
を
反
省
的
 に
 叙
述
す
る
と
い
う
方
法
を
 に

 存
立
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
八
所
有
 v
 及
び
 

る
力
 
：
 
（
 
@
 
4
 
）
Ⅰ
そ
れ
ら
は
、
い
わ
ば
 

、
 

八
 実
存
 V
 と
し
て
 

 
 

の
い
わ
ば
標
徴
は
、
不
安
あ
る
い
は
絶
望
で
あ
 

 
 

お
い
て
は
、
不
安
等
の
廃
滅
と
希
望
の
成
り
立
 

と
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
体
系
的
な
述
作
に
対
 



（
Ⅰ
）
目
し
。
 
ゃ
お
｜
き
 ・
 

（
 2
 ）
め
ナ
・
 
で
き
 ・
等
を
参
照
。
 

人
間
の
八
さ
し
あ
た
り
の
非
本
来
的
な
あ
り
方
 V
 か
ら
 八
本
来
的
な
あ
り
方
 V
 
へ
の
方
向
、
即
ち
八
所
有
Ⅴ
か
ら
 八
 存
在
 V
 
へ
の
方
向
を
 

措
定
し
て
こ
の
方
法
に
副
っ
て
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
 け
 る
と
い
う
仕
方
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
 方
 向
の
措
定
に
よ
っ
て
 、
 

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
対
す
る
一
つ
の
整
合
的
な
理
解
が
得
ら
 れ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
は
 
マ
ル
セ
ル
の
所
論
に
 

（
 
花
 ）
 

仰
 V
 の
把
握
と
そ
の
解
明
の
試
み
が
、
こ
の
小
論
で
 課
 

お
 げ
る
入
信
仰
 V
 の
存
立
の
機
制
を
、
人
間
の
実
存
的
 

な
お
、
マ
ル
セ
ル
の
著
書
の
引
用
に
は
次
の
よ
う
な
略
記
号
を
 

註
 

目
 ㌧
 @
 Ⅰ
 -
 
由
っ
日
ヨ
の
で
「
 

0
 ヴ
品
 

2
%
 

る
ロ
の
・
 

ト
の
紹
 
，
下
仁
田
 浅
 

し
の
 @
 Ⅰ
 0
 口
の
。
 
由
 コ
ロ
の
宙
の
の
の
の
の
の
 

n
-
 ト
の
印
か
 

・
 弔
 -
0
 
臣
 

目
フ
 
「
神
の
死
と
人
聞
 
ヒ
 （
日
本
で
の
講
演
を
集
め
た
も
の
）
 

ヱ
ヱ
 @
 Ⅰ
 0
 の
 目
 0
 日
日
。
の
り
 
0
 コ
 （
 
お
 
-
-
 
エ
 年
日
 主
 Ⅰ
円
の
目
・
の
 o
-
o
 

ヨ
ヴ
 

昌
己
 -
 Ⅰ
の
日
ち
（
 ゆ
 「
の
 母
 -
.
 
め
 （
（
の
。
 

P
 の
の
 

P
.
 

下
廷
 三
目
 

出
 せ
 一
 立
っ
 
ヨ
 0
 せ
ざ
 （
 
0
 グ
 
Ⅰ
 0
 下
づ
 
、
レ
 由
江
 目
 

馬
 ト
一
Ⅱ
可
の
痒
下
 せ
 0
T
.
 ト
 の
の
の
・
ト
ヒ
三
の
「
 

㌧
 下
 @
 巾
 0
%
 
目
 0
 コ
 0
 （
下
っ
て
Ⅱ
。
 

の
す
 
0
 の
り
。
 
コ
い
 
Ⅱ
の
 
円
 
め
の
Ⅰ
乞
目
や
の
（
 

ヤ
 Ⅱ
 
の
 

オ
下
 @
 屈
の
ぬ
 
り
 三
の
 コ
ぃ
目
枝
お
 
6
 辻
温
目
ま
リ
 二
の
 
ヨ
 
0
 ア
 （
 
緊
ず
ダ
 

再
 Ⅰ
一
口
目
オ
 
E
 円
こ
 
の
 W
-
 二
コ
 
せ
 o
n
 
ぃ
ヱ
 
。
 ダ
ト
つ
 の
の
 口
 ：
 ト
っ
 
下
色
の
 巴
目
 

）
 呂
 -
 ）
 0
 口
 「
コ
 
%
 
客
船
る
す
 単
 五
宗
・
 ミ
 。
の
 ロ
 ：
 し
 ま
・
 紐
三
ヨ
 

題
 と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

主
体
の
場
面
に
お
い
て
あ
と
 づ
 げ
て
い
く
。
即
ち
、
マ
ル
 

使
用
す
る
。
引
用
の
際
、
場
合
に
応
じ
て
主
な
関
連
箇
所
も
い
 

伊
吹
、
低
調
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
三
年
。
 

Ⅰ
 
コ
ハ
 
Ⅱ
Ⅰ
 

 
 

0
 臣
 （
 
0
-
o
 

幅
 @
4
 
ヒ
 P
 
Ⅰ
の
 
ヰ
 の
・
 せ
ユ
コ
 

n
o
 
ヨ
づ
ご
か
口
簿
 
「
 %
 安
打
。
 ダ
き
ミ
 -
 匝
 0
 コ
所
巴
 

の
へ
由
 

セ
ル
に
お
け
る
八
倍
 

く
つ
か
列
挙
し
た
。
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と
 、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
入
信
仰
 V
 

の
所
在
を
追
求
す
る
。
 
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
反
体
系
的
な
彼
の
論
述
を
と
 ぎ
 ほ
ぐ
し
、
そ
れ
を
、
 

 
  

 



マルセルのく 信仰 ノ とその存立の 機制 

（ （ （ （ （     
（ りレ ⅠⅠ 11  10  9  8   6 5  4     
  ） ） ） ） ）   

（ 紐 かめ ル し 3  で 密 

  
存 

  

索   
    

  

ノン 

  

づ セ " 

を 

  ぎ 及 き 

っ ろ 書   ヨ 八日 びわ しめ     る 注 ト こ マ但 ヤ い て 
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（ 4l. 上 

  
  13   ワき 八 % 八 否定 史的 学は 註   

  弘 

ら Ⅱ糸ハ立 の に 念 

でて 技 j " l " そ 

る さ サ に 

目 0 。 昇 れ身 

（Ⅰ い V 単 ない入に ての 字 

学、 ま で て 

さマた 専 掌 

信 、 はて れ 
お セ 大   
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マルセルの   く信仰 ン とそ 

    
  の 存立の機制 

  

 
 

｜
 
@
 

し
吐
 

 
 

て
 
て
再
 

、
時
間
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
追
求
 

把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
は
、
 八
 現
存
在
 

か
 

 
 

 
 

と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、
人
間
は
己
五
の
（
の
 

コ
 z
 か
ら
さ
ら
 
に
田
印
 往
簗
ミ
艮
 へ
と
捉
え
な
お
さ
れ
る
の
で
あ
る
 

0
 サ
ル
ト
 か
 は
硅
も
主
 

体
性
の
強
い
実
存
を
云
っ
た
。
人
間
の
存
在
が
自
由
で
あ
る
こ
 

と
は
、
い
わ
ば
絶
対
的
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
真
理
と
 

し
て
、
そ
こ
 

に
の
み
全
て
が
あ
る
と
云
 
う
よ
 う
に
さ
え
み
ら
れ
た
。
し
か
し
 

、
 彼
も
最
近
に
な
っ
て
、
そ
の
Ⅰ
 
6
%
0
%
 

守
二
仏
 

ぃ
コ
 
（
の
 丘
 場
 を
ふ
ま
え
 

な
が
ら
、
な
お
そ
れ
を
超
え
、
疎
外
論
を
介
し
て
実
存
主
義
と
 

マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
結
合
さ
せ
る
試
み
を
出
し
て
い
る
。
 

前
二
 
一
者
が
い
わ
ば
 

形
而
上
学
的
神
学
的
対
象
を
志
向
す
る
の
に
比
較
す
る
と
異
質
れ
る
実
存
的
現
実
 

よ
 
@
 
@
 

、
い
わ
ず
超
越
的
な
歴
史
性
と
で
も
い
う
 
、
、
 

@
 、
、
、
、
、
 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
超
越
へ
の
方
向
の
事
実
的
な
面
に
関
し
て
は
、
夫
々
 

の
 相
互
的
な
共
通
性
は
、
む
し
ろ
み
ら
れ
得
な
い
。
人
間
の
実
 

存
的
 把
捉
 

 
 

々
は
、
も
は
や
 
八
 実
存
哲
学
Ⅴ
で
は
あ
り
得
な
い
。
マ
ル
セ
ル
 

も
 、
そ
の
よ
 

う
 な
意
味
で
、
 
八
 実
存
 哲
て
 に
は
と
ど
ま
う
な
い
の
で
あ
る
 

。
そ
の
他
、
八
実
存
 
V
 及
 び
 実
存
哲
学
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
 

 
 

で
は
ふ
れ
得
な
い
。
 

 
 

「
の
の
の
の
コ
ミ
 

a
r
t
 

桝
田
 

訳
 、
岩
波
現
代
叢
書
、
二
一
一
頁
。
 

ボ
ヘ
 ン
ス
キ
 l
 は
 、
実
 

 
 

ヤ
ス
パ
 l
 ス
の
四
人
を
主
題
的
に
と
り
あ
げ
て
、
紹
介
、
及
び
 

批
判
を
試
み
 

て
い
る
。
 

（
 
毬
 ）
 宙
セ
 に
は
 日
 家
族
の
神
秘
 
ヒ
い
 
の
 呂
せ
簗
簿
 
の
す
 ヨ
 二
 %
 拝
 ）
の
 
邑
、
 つ
父
性
の
本
質
と
し
て
の
創
造
的
祈
願
 

ヒ
 Ⅰ
の
く
。
 

盤
 。
 
Ⅱ
 
ひ
 
ぃ
曲
の
目
Ⅰ
の
。
 

ヨ
ヨ
 
。
 

ひ
 
%
0
 

月
の
よ
 

守
 ㌧
笘
の
ぺ
 

コ
 @
 
（
 
か
 、
お
お
等
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
 
い
る
。
産
業
、
技
術
等
に
つ
い
て
は
、
 

叫
由
及
ぴ
し
 ㏄
で
主
題
 
的
に
扱
わ
れ
 

て
い
る
 0
 註
 3
 参
照
。
 

（
 
斡
 ）
三
戸
 

b
.
 

き
 ・
及
び
 註
 3
 参
照
。
 

 
 
 
 

（
 
却
 ）
目
し
 ，
セ
 
・
 
N
o
o
 

 
 
 
 

（
 
れ
 ）
 目
 0
.
 ゃ
 ・
 
N
o
 
ひ
 

 
 

（
 
ル
 ）
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
哲
学
的
研
究
に
お
い
て
は
、
 

宗
 教
の
究
極
性
を
実
存
の
領
域
で
み
よ
う
と
す
る
立
場
は
 

、
 
一
つ
 の
 主
要
な
問
題
性
 

 
 

を
 開
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
石
津
 

照
璽
 博
士
 司
 宗
教
哲
学
の
間
 
題
 と
方
向
㌔
弘
文
 室
 、
昭
和
二
六
年
、
参
照
。
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マ
ル
セ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
の
さ
し
あ
た
り
の
存
在
様
態
を
 八
所
有
 V
 と
い
う
概
念
で
把
握
す
る
。
彼
は
八
所
有
 V
 を
 、
ま
ず
 
笘
 。
 ぢ
 

と
い
う
動
詞
に
即
し
て
み
て
い
く
が
、
こ
の
八
所
有
 V
 は
、
 ㈹
い
わ
ゆ
る
八
も
つ
 V
 と
い
う
場
合
の
笘
せ
 %
r
l
 
㌧
。
 

の
の
の
の
の
 

ぃ
 
0
 コ
、
 ㈲
性
質
な
 

 
 

ど
と
し
て
内
有
す
る
場
合
の
安
土
Ⅱ
 ム
ョ
づ
由
 
c
a
t
 
ざ
円
及
 び
、
 ㈹
 <
 も
つ
 V
 と
い
う
意
味
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た
 場
合
、
即
ち
、
八
頭
痛
 

が
す
る
 V
 
ジ
 6
 ヰ
ヨ
田
レ
鼠
 d
m
 

（
の
な
ど
の
場
 

ム
ロ
、
と
 い
 う
 三
つ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
（
 田
卜
 。
 ロ
 ・
 
N
 
㎏
の
 
１
 の
 0
.
 

）
。
し
か
し
、
 

 
 

マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
所
有
は
も
と
も
と
八
所
有
者
 V
 と
 八
所
有
さ
れ
る
対
象
 V
 が
夫
々
に
独
立
し
（
㌔
・
 
ロ
レ
，
 つ
 
め
 め
 N
 。
㎏
㏄
 

0
.
 

）
、
 

八
 由
れ
 

と
 外
と
の
対
立
 V
o
 
ち
で
 
0
 の
 三
 0
 コ
巨
仁
宙
 0
 目
 0
 あ
曳
住
戸
 宙
 の
ま
 あ 
（
㊦
 
卜
，
や
ピ
箪
 
）
、
な
い
し
は
八
目
 と
他
と
 0
 対
立
 V
o
 
つ
つ
 
0
 れ
叶
ざ
曲
 

口
目
ヨ
 ゆ
ヨ
 の
の
（
宙
の
憶
 
曲
由
 
（
Ⅰ
の
（
 
田
ト
 -
 
p
.
 

㏄
Ⅰ
の
。
の
 
註
、
 
口
レ
 。
 ワ
燵
 0
.
 
）
が
意
味
を
も
つ
よ
う
な
段
階
で
存
 
止
 す
る
も
の
で
あ
り
、
 

従
っ
て
、
上
記
の
第
一
の
場
合
に
お
い
て
よ
く
そ
の
 特
 性
が
 把
握
さ
れ
る
（
由
ナ
，
 
b
.
o
 

の
め
 

。
鉾
 ）
こ
と
に
な
る
。
 
所
有
は
八
 
私
 V
 と
対
象
 

 
 

と
の
間
の
は
り
合
い
（
の
関
係
）
ヰ
目
の
円
 
0
 臣
 （
門
戸
。
 で
 ㌧
の
の
・
）
で
あ
り
、
所
有
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
は
私
 
に
 所
属
し
、
私
は
そ
れ
 

を
 自
由
に
処
理
出
来
る
も
の
と
し
て
い
る
（
門
ト
・
 

づ
 ㎏
 ま
。
薄
 ）
。
従
っ
て
 、
 私
か
ら
対
象
へ
の
い
わ
ば
 カ
 の
 関
係
で
あ
り
（
 已
巨
 ，
 

b
.
o
 
い
 の
。
の
 
ひ
 ～
・
）
八
管
理
 V
 
 幅
の
降
 
ざ
コ
 と
し
て
も
み
ら
 れ
る
（
 已
ナ
 。
 ワ
ト
ゅ
 
N
.
 

）
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

所
有
は
八
間
 題
 V
p
r
o
 巨
か
ヨ
 の
に
表
示
さ
れ
る
。
問
題
 と
い
う
の
は
、
マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
対
象
を
八
私
の
 一
 
刊
に
 V
 
隼
の
 
セ
 曲
コ
（
 
5
0
P
 

お
く
こ
と
で
あ
り
、
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
ぶ
 つ
 か
ろ
い
も
の
、
 活
胆
ん
乙
 

ふ
さ
 み
へ
 
Ⅰ
も
の
で
あ
る
（
已
下
。
 
や
ト
 ト
切
 ，
 c
 （
・
出
立
，
 

b
.
 

の
の
・
）
。
 

問
題
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
客
体
化
さ
れ
た
も
の
は
、
 次
 に
 分
析
さ
れ
、
識
別
さ
れ
 
ゅ
叶
 
（
の
日
の
三
ヨ
 
膝
 
特
性
 づ
 げ
ら
れ
 十
 
し
ゅ
（
Ⅱ
の
 
n
u
r
l
 

お
寂
 乱
紋
 
八
 概
念
 v
 と
な
る
が
、
こ
の
概
念
構
成
が
八
 抽
象
 V
 
ロ
ヴ
 
の
（
 

r
a
c
 

（
 
ぃ
 
0
 コ
 で
あ
り
、
こ
こ
に
科
学
的
認
識
 が
 立
つ
（
㌔
・
 鵠
ナ
 ・
 づ
 

ミ
ハ
め
燵
 ・
 ミ
 み
 。
 9
 ）
。
抽
象
は
、
わ
れ
わ
れ
が
八
具
 

体
か
ら
具
体
へ
と
関
わ
る
時
に
行
わ
れ
る
精
神
の
働
 き
 V
 で
あ
り
、
否
定
す
べ
き
 

I
 

I
 



  

 
 

 
 

 
 

と
を
開
示
す
る
も
の
と
な
る
。
マ
ル
セ
ル
は
、
不
安
を
 八 
自
ら
が
時
間
に
ひ
き
め
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
 苦
し
み
 V
 
甘
 
ゆ
コ
 の
住
の
の
の
 

ル セルのく信仰 ノ とその存立の 機制 

と ね も 

  忌 

時 料   

間 象 下 下 関 
概 の 随 随 わ 
念 持 意 意 る 
で ・ 緯 

あ 或を ぎみ で   

  の る 田 安 % 育の 療 。仁 と対 力 ヵ ょ 三 しか によ 

  由 つ ヰ 
々のも残すこ 

と 意 の る随め               て目 

  

随 夫 の 

意 々をで 日ま のに - 
い で と 

八 し と 

  こと て、 ので 乙う 師円 の 
事物 操作 V 

八 あ （ 題 に の 

  
間、 的、 ておわも 、 しれの 目 し 

（ て 
さ の に、 在 目 ， れ 」 し o @ るこ であ ヨ 八 

憶 持 在らのとり しのよに 、 拐 ， 睡ヒ 

て 八 う な 従 の づ   で げ 
いる 持に 続、 るっ 。 て 
こ V 所 マ こ   あ ら 

る れ 
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年
 
の
の
の
㏄
の
 

コ
由
 

Ⅱ
二
づ
Ⅱ
臥
ゆ
 

由
 
㎡
の
 

目
で
の
 

（
何
 

%
@
 
 

で
 
・
 
ト
つ
 

0
.
 

）
 

  

は
、
 
私
が
自
由
な
る
こ
 

 
 

 
 

 
 

っ
ト
 

の
の
・
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 

八
 
普
遍
的
所
与
 

V
 串
 
0
 
コ
コ
 

臥
の
廷
 

コ
ヰ
づ
 

の
お
の
 

戸
 （
内
臣
 

-
 
 

や
 P
o
q
.
 

）
を
前
に
し
 

て
 
、
人
間
は
自
殺
に
導
 

 
 

び
 
か
れ
、
 

八
 
死
は
最
も
ぎ
び
し
い
意
味
を
示
し
て
く
る
 

V
C
 
と
 b
.
P
 

の
 
o
.
 

）
。
自
殺
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
も
の
は
 

、
客
観
的
に
は
何
も
な
 

い
 （
門
戸
，
 

ロ
 
・
 
ト
 
の
 
%
-
 

ト
 
㏄
 
9
 
 

ト
Ⅱ
の
・
）
 

0
 
 

マ
ル
セ
ル
は
、
 

膨
胆
帝
叩
 

工
学
的
な
す
べ
て
の
思
索
の
本
来
の
出
発
点
は
、
自
殺
 

が
 
可
能
だ
と
い
う
こ
と
 

（
 
ム
 
u
 
）
 

に
お
か
も
れ
る
べ
 

き
お
 

に
 
ン
し
 

云
 
う
 （
門
ナ
・
 

p
.
 

）
 
円
 
N
.
 

）
。
 

以
上
、
マ
ル
セ
ル
の
所
論
に
お
け
る
八
所
有
 

V
 
を
み
て
 

き
た
が
、
所
有
は
、
 

八
私
 
Ⅴ
 
と
八
 
私
の
身
体
 

V
 
と
の
間
に
 

つ
い
て
も
云
わ
れ
 

得
 

 
 

よ
う
。
 

八
 
私
の
身
体
 

V
 
 

日
 
o
 
コ
 
c
o
r
p
 

の
と
い
う
表
現
は
 

、
 
八
 
私
の
身
体
 

V
 
が
 
、
 
私
の
所
有
す
る
も
の
の
よ
う
な
 

性
格
を
示
す
か
ら
で
あ
 

る
 
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
病
気
の
場
合
を
考
え
て
も
、
 

八
 
私
の
身
体
Ⅴ
が
 

、
 
私
に
と
っ
て
の
道
具
の
よ
う
な
も
の
 

で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
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と
 

コ
マ
ル
セ
ル
の
実
存
概
念
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
 ず
八
私
 V
 
と
、
 
八
 私
の
身
体
Ⅴ
と
の
間
の
存
在
性
を
意
 抹
 す
る
（
 ま
タ
 
p
.
 ぎ
 ・
 等
 ）
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
し
か
し
、
対
象
が
八
所
有
Ⅴ
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
 
る
か
、
或
は
八
実
存
Ⅴ
に
お
い
て
み
ら
れ
る
か
は
、
単
に
 

 
 

 
 

ゆ
 

の
で
あ
り
、
私
の
自
覚
に
依
存
す
る
（
㌔
・
目
口
口
 ぎ
。
 g
A
 
丹
 ）
。
従
っ
て
、
実
存
す
る
も
の
は
、
実
は
 

 
 

 
 
 
 

円
ル
セ
ル
は
 、
 店
の
前
に
ね
て
い
る
犬
は
実
存
す
る
も
 の

で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
私
は
実
存
す
る
こ
と
を
選
ん
 だ
 
）
。
当
り
下
 
0
 乙
 ト
串
・
の
 
メ
あ
 （
の
Ⅱ
  

 

 
 

（
門
下
 -
 や
 ）
 o
N
.
 
）
 と
 云
 う
 。
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
、
 

私
 の
時
間
的
存
在
で
あ
り
、
自
由
な
る
こ
と
で
あ
り
、
受
肉
 で
あ
り
、
主
体
的
現
実
 
3
 

 
 

ら
れ
る
（
目
り
。
 

ロ
 ・
 毬
 ：
 
己
卜
 -
 や
 S
0
.
 の
 註
 ）
。
 自
 殺
も
、
 
私
が
身
体
を
自
由
に
処
理
す
る
場
合
の
例
で
は
な
 く
、
 
私
と
私
の
身
体
と
 

 
 

 
 

の
間
の
あ
り
様
を
示
す
例
で
あ
る
（
㌔
・
 

ロ
 ど
ち
・
 0
0
9
 
口
ぎ
・
）
。
即
ち
 
、
 私
は
八
私
の
身
体
Ⅴ
に
お
い
て
あ
り
 、
し
か
も
両
者
は
八
 関
 

係
 V
 
（
臼
茸
 ざ
臣
 
よ
り
は
八
つ
な
が
り
 V
 
目
 ま
の
 0
 臣
 
と
し
 て
み
ら
れ
る
べ
 
き
 も
の
と
さ
れ
る
（
已
下
。
 
ワ
 9
.
 
）
。
 八
 関
係
Ⅴ
は
 、
 個
々
の
も
 

の
が
別
々
に
存
在
し
て
い
る
場
合
の
、
両
者
の
関
連
性
 を
 云
 う
 概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
 
八
私
 は
 私
の
身
体
で
あ
る
 V
 

目
 
の
の
 仁
ド
の
ヨ
 0
 由
の
 0
 Ⅱ
 
つ
い
 （
目
早
 
ダ
つ
 ・
 め
 ㏄
 0
.
 
 

め
の
 

N
.
,
 
 

門
戸
，
 

口
 ・
 
や
。
馬
 ・
）
と
云
わ
れ
る
が
、
マ
ル
セ
ル
は
、
 

八
私
 V
 が
 入
身
体
 V
 を
備
え
て
 

へ
り
 

1
 
）
 

い
る
こ
と
を
 
八
 受
肉
 V
 
ぎ
 8
 目
 緊
ぃ
 0
 コ
と
 呼
ぶ
（
 巴
 。
 Ⅰ
・
の
）
・
）
。
 

か
か
る
意
味
で
の
 
八
 私
の
身
体
Ⅴ
を
マ
ル
セ
ル
は
八
案
 存
の
型
 V
 
 の
生
の
（
 
麓
 
コ
丁
 屯
 ち
の
と
名
付
け
、
世
界
が
八
 私
 Ⅴ
 と
八
 私
の
身
体
Ⅴ
 

と
の
結
合
関
係
と
同
様
の
つ
が
が
り
に
お
い
て
み
ら
れ
 6
 時
に
、
そ
れ
ら
が
 八
 実
存
す
る
 V
 
の
婆
の
（
の
 
ぺ
 の
だ
と
 一
 
ま
う
 

（
）
 
ミ
 ・
 ち
 ・
 き
 ）
・
・
 

口
下
 -
 っ
 ・
 ご
 ・
，
 
勾
い
 
や
ま
・
）
。
実
存
す
る
も
の
と
し
て
 
の
 宇
宙
は
、
 

八
 私
の
 V
 宇
宙
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
八
 私
 の
 身
体
Ⅴ
で
あ
る
と
 云
 

わ
れ
る
（
 目
ノ
由
，
ワ
 じ
の
 
0
-
 
 

㏄
 
0
o
 １
 P
-
 
 
目
 ・
 
田
糖
 。
 づ
 ・
 め
 ㏄
 ｜
 丹
 ）
。
こ
の
 八
 実
存
 v
 は
、
客
体
化
の
不
可
能
な
領
域
で
 あ
り
、
私
の
存
在
の
唯
 

 
 

%
 
 

性
と
し
て
、
ま
た
基
礎
的
に
は
、
私
の
観
点
の
非
１
 

一
 

客
観
性
に
由
来
す
る
（
）
 ま
 。
 ロ
 ・
の
 
0
 ド
 ）
と
も
云
わ
れ
 る
 。
但
し
、
マ
ル
セ
ル
は
 、
 

 
 

 
 

 
 

ね
 

実
存
が
唯
一
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
単
に
あ
る
種
 の
あ
り
秀
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
（
 目
臣
 ，
や
ま
・
）
 
と
 云
い
、
ま
た
対
象
が
す
で
 

 
 

の
に
存
在
し
て
い
る
故
に
 、 私
に
対
し
て
 八
 実
存
す
る
 V
 こ
と
に
も
な
る
と
し
て
、
観
念
論
を
斥
け
る
（
㌔
・
 

ロ
 卜
 -
 
 
ロ
 ・
）
の
 

0
.
 
）
。
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 @  のⅡ こ 己 X 
汝 が 私 と 意 の 
V ） V が 諌 田 

（ の ） で に 現 
臼   て   の き あ と な あるとの み 日 oi るの ると 

  
由 ノ ． と     また のは、 あり たるべ 潜在的 ことに 得 

他 き V よ な 
つ い デ 

  こに 然物   
本質が てみる 八徳 v （已下， 意識 己 る者と   と 、 孝 弘 " 

三三三 L Ⅰ えの 
に と き て、 8  目 

 
 

り
 立
ち
は
同
時
に
八
他
者
Ⅴ
㏄
 目
 （
「
の
の
成
立
で
も
あ
 る
が
、
従
っ
て
他
者
の
成
立
は
、
絶
対
に
神
秘
的
な
 、
決
 し
て
捉
え
ら
れ
得
な
い
 

（
 
8
 ）
 

で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ル
セ
ル
の
 八
 実
存
 V
 は
、
人
間
の
 
あ
り
方
を
示
す
術
語
と
し
て
措
定
さ
れ
得
る
。
 

 
 

実
存
は
所
有
の
否
定
だ
が
、
マ
ル
セ
ル
は
、
絶
望
な
い
 
し
 
不
安
を
意
味
す
る
八
所
有
 V
 に
対
し
て
は
、
 
八
 存
在
 

か
 （
～
の
を
措
定
す
 

る
 。
即
ち
、
実
存
は
、
 
八
 存
在
 V
 カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
 れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
八
 存
在
 V
 は
す
で
に
み
た
 よ
う
 に
 八
 希
望
 V
 を
意
味
す
る
。
 

 
 

ま
た
、
所
有
が
 八
 問
題
Ⅴ
に
表
示
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
 

八
 存
在
 v
 は
八
神
秘
 V
 
ョ
 y
s
 
ゐ
 （
の
と
し
て
み
ら
れ
る
 
。
神
秘
は
問
題
と
し
て
 

は
 捉
え
ら
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
領
域
に
あ
っ
て
 は
 、
 八
 私
の
前
に
 V
 
年
の
せ
が
 
耳
 
日
色
 
と
八
 私
の
内
に
 V
 

目
ヨ
 0
 円
 
と
の
区
別
 

が
 意
味
を
失
 う
 と
さ
れ
る
。
即
ち
、
マ
ル
セ
ル
の
云
 う
 神
秘
は
、
入
超
問
題
的
 v
 
 日
臥
 （
㏄
 
，
口
 
（
 0
 臣
か
 日
の
（
 
ぃ
 
ロ
ヒ
の
 
な
も
の
で
あ
る
（
Ⅱ
 チ
 

 
 

p
.
 

匡
の
・
 

お
 ㌣
年
月
 
ち
 ・
 S
.
 

。
目
ロ
。
申
ふ
・
 

等
 ）
。
 神
 秘
は
八
 秘
密
 V
 
 の
の
り
お
（
で
は
な
い
。
秘
密
は
 、
 私
が
 自
分
の
所
に
お
さ
え
て
 

 
 

お
い
た
り
、
或
は
解
き
放
し
た
り
す
る
も
の
と
し
て
 八
 所
有
 V
 に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
白
戸
・
 
ロ
 ・
 ぎ
 0
 ｜
こ
 ・
）
 

マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
 

 
 

（
 
9
 ）
 

八
所
有
 V
 の
 対
 概
念
と
し
て
の
 八
 存
在
 V
 は
、
か
か
る
 
も
の
と
し
て
の
八
神
秘
 V
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

マ
ル
セ
ル
は
、
 

八
 私
の
身
体
 V
 と
い
う
時
に
 
、
八
 こ
の
 
身
 体
 V
 を
 八
 私
の
 V
 身
体
と
す
る
の
は
、
何
ら
論
理
的
な
 過
程
な
ど
を
経
て
の
 

こ
と
で
は
な
く
、
単
に
 、
 
一
つ
の
 
八
 感
じ
 V
h
 

の
の
 

-
 
～
 
コ
ゆ
 に
も
と
つ
い
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
（
 馬
糖
 。
 ち
ト
簿
・
 ）
 
と
 云
 う
 。
 八
私
 V
 の
 戊
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マルセルのく 信仰 ノ とその存立の 機制 

者と 凶ャ肖 紺   性 八 わ と と な 

有色 

ヨ が 
れ し き が 

ワ 臣 百口 を下 なる 

と 

し 

（   

史月 

  

おら ぇ 目の コ 

Ⅰ つ 、 間目， み 

等 

再 び 
    
  べ 己 い に 十 

ぎ な で ょ 全   
対 がミ 

も 開 あ づ ，陸 
を て与 り、 回 。ⅠⅡ を含む的 ヨ 呂 こ のであ の入費 入 あ 八 立   復 

間 り 活 す す     l 市 ぎ る る 
主 を た も の とが し 、 （ プ 。 お い ののの ｜ 他 こ で   体 " 交 の ナ 。 Ⅰ - 
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はや り、 マレ なく、 実の場 （ 巴わ、 問 ノ   
、 彼 @ の y 

識 ， 

方 現 

」 る 存 

- 八 

参 

う う 一     
存 ヂ 在 官 罵 

V  ㎏ ぎ ・ 

る、 V  で 
，え 

ギ Ⅹ 
"; Ⅰ   

さ 

ら の @  」 " ノ   
ケ @ 甲 セ 存       

に し 年 斡 存在 つ 目 云う。 として カ し @ ， Ⅹ ， 八   
っ ㌔ 扱 の す 即 V l を 注 れ   ほも であ では 忠 八 丘 亡 

かなもの （（が ぽ抜 0 コ 

で （ 

しめ カレ @ " 

あ で 

  
な ） 
Ⅰ 、 と 

" 」 も 

と 一 ム 
な 一 う 

示   
す こ 

の の 
で、 よ 

あ ぅ 

な裏 る 。（ ） l 2 
切 
  
の 

可 
ヒ巳 ム月 

@ 生 
も よ 

  
愛 
  
貝 D 、 

ち、 
  
現 
存 
  
ガ、 

さ 

し 

あ 
力， し 

り、 

ノつ 

ね 
ケ @ し 

不 
確 

史す モ 
  を か 
ゃ 勧 存 
お め 立 
箪 る し 

ので ） 力 Ⅰ よ、 （Ⅰ） 1 

と そ あり、 六お （ 由 

裏 

  
  
  
宙 に ば よ 
コ っ わ 
藍 て れ 
お さ ね 

  
  
お る 裏 
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マルセルのく 信仰 ノ とその存立の 機制 

域 あ し 個 ト の よ い づ   
）     
切・ ナカ トり こ、 。 もる八 の（ 存 らで 目坪 尽心 ｜ 

p ㌧ 

Ⅰ ゅ べ 

9 = 一   
  

v - 

下拝 心 を集 

中 や 
す 篤 

つ 、 に ヒ 一 ム る ）   
瞑 そ 
想 し 
V て   
  

  0 ロ の日の日 存在の 八 

  
認 

に V 
よ 6%   

む う 

と     
能 な 開 当 の 人的 （何 % な 

や 仕 
お 方   も " に ヒ 

37 (157) 

を
 構
造
と
 

は
い
か
に
 

マ
ル
セ
 

さ
れ
る
べ
 

0
 コ
を
、
 

の
の
 
り
 0
 コ
 宙
の
 し

て
み
る
仕
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
（
門
戸
、
 づ
 お
 ・
）
。
構
造
は
、
そ
の
ま
ま
所
有
の
領
域
に
入
る
も
の
 だ
が
、
存
在
 

し
て
も
所
有
力
テ
ゴ
リ
ー
に
は
入
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

ノ
 V
 お
し
て
は
存
在
は
八
盲
目
的
直
観
 
V
 山
口
（
日
立
。
 

臣
 き
の
目
性
 
鱗
 
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
、
た
だ
 八
 承
認
 V
 （
 
の
 0
0
 
臣
コ
が
 

-
 
（
Ⅱ
の
 

Ⅱ
 
ノ
 ブ
 
し
 .
 

き
も
の
で
あ
る
（
 田
や
 
b
.
P
4
 

の
・
 

ミ
 0
.
.
 

口
授
 

b
,
 

雙
 ・
の
片
目
 
芭
 。
 づ
 ・
の
 
ゲ
 e
 叶
 ㏄
 
け
ぎ
 ・
）
 
0
 マ
ル
セ
ル
は
八
反
省
 V
 
r
 
の
の
が
 

、
 
由
 
ア
 

分
析
的
な
 八
 第
一
次
的
反
省
 V
r
 か
 臣
の
甑
 
0
 コ
セ
へ
ま
注
 
r
 
の
 
と
 、
存
在
の
回
復
で
あ
る
と
い
う
 八
 第
二
次
的
反
省
 v
 
Ⅰ
の
の
Ⅹ
 

臣
、
由
 

p
o
 

 
 

に
 分
け
る
 村
、
，
、
ハ
 

4
 ）
 八
 認
識
 V
 
n
 
色
目
 巴
 （
～
 
e
 
 
は
前
者
で
あ
り
 、
 八
 承
認
 V
 は
後
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
（
 ロ
レ
 -
 づ
 ト
円
つ
 

１
ト
。
 

存
在
は
、
神
秘
な
る
も
の
と
し
て
、
対
象
化
は
さ
れ
 得
 な
い
。
名
詞
化
す
る
こ
と
は
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
る
た
 め
に
、
存
在
は
八
年
 

 
 

在
 V
 
と
い
う
名
詞
と
し
て
扱
う
こ
と
さ
え
困
難
な
の
で
 あ
り
（
田
井
。
 
ロ
 ・
 び
べ
，
 
P
 の
の
：
目
早
 
b
.
 ミ
 ・
 巴
 ・
）
、
ま
た
 、
存
在
を
思
考
す
る
と
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
と
マ
ル
セ
ル
は
云
う
。
 本
 来
は
 、
存
在
を
思
考
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
に
か
か
わ
 る
こ
と
 
お
 
（
 ヘ
円
臥
 
～
の
（
 

 
 

 
 

し
か
あ
り
得
な
い
（
㌔
・
 
ロ
レ
 ・
 や
驚
 ・
）
の
で
あ
る
。
 
即
 ち
 、
存
在
は
、
思
考
か
ら
超
越
す
る
も
の
で
あ
り
、
 こ
 の
こ
と
は
ま
た
、
存
在
 

 
 



    
""" ア " ""                               

    

以
上
、
欲
望
と
恐
怖
と
絶
望
の
八
所
有
 v
 
（
門
戸
・
 

q
.
 

Ⅰ
 0
 ～
・
・
 
往
 ・
㌧
 
ナ
 ・
 b
.
 
べ
 Ⅰ
 ，
ジ
 ）
か
ら
、
希
望
の
領
域
で
あ
 る
八
 存
在
 v
 へ
と
 辿
 

っ
て
き
た
が
、
マ
ル
セ
ル
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
、
希
望
を
可
 能
 に
す
る
条
件
と
絶
望
を
可
能
に
す
る
条
件
が
、
厳
密
 に
 一
致
す
る
 
繍
 n
o
 
甲
 

年
岸
 ）
の
 
づ
 の
ら
の
 で
 Q
 の
 田
ヴ
 二
品
 臥
 年
の
 ヰ
 の
の
㌧
 

臥
 Ⅱ
 
曲
臣
 
0
 の
い
 0
 ト
 
コ
ミ
 宙
 0
%
 
田
コ
の
 O
C
 
ヒ
 
e
E
 
の
の
（
 

コ
の
コ
 
こ
の
 づ
 の
 0
 の
の
 
コ
 の
の
年
年
年
休
㏄
の
の
 

で
 0
 ）
 Ⅱ
（
 巾
卜
 。
 ロ
 ・
 ド
 ひ
の
・
）
 
と
 

云
 う
 。
 八
 存
在
Ⅴ
㌔
 口
 （
「
の
を
肯
定
し
て
、
そ
れ
へ
と
 
自
己
を
開
く
か
、
そ
れ
と
も
否
定
し
て
自
己
を
閉
じ
て
し
 ま
う
か
に
よ
っ
て
 、
自
 

分
 自
身
を
肯
定
も
否
定
も
で
き
る
（
 こ
 と
 
や
 P
q
 

の
・
）
 

の
だ
が
、
そ
の
選
択
は
、
ま
っ
た
く
私
の
自
由
に
の
み
 依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
 

（
 由
と
 
b
.
 

）
の
 

下
・
 9
 
%
0
 
、
ト
お
 ・
）
。
そ
の
よ
う
な
場
面
 で
は
、
八
 す
べ
て
の
弁
証
法
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
 
根
 本
 的
に
選
び
と
る
こ
と
 

し
か
な
い
 
V
 
（
 
巴
臣
 。
 ワ
お
 0
.
 

）
と
さ
れ
る
。
 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
共
に
等
し
く
可
能
な
絶
望
と
希
望
を
前
 に
し
て
、
そ
れ
で
は
 八
 私
と
は
何
な
の
か
 V
 、
 ど
 う
 あ
る
 べ
 き
 な
の
か
、
と
間
 

ぅ
 と
き
に
、
そ
の
問
い
は
、
 

八
 呼
び
か
け
 V
 
ど
も
出
に
 変
 る
と
マ
ル
セ
ル
は
云
う
（
㌔
，
門
下
。
や
お
や
 
。
亜
 
Ⅰ
 6
P
-
 
 

い
 の
め
・
 
P
 の
）
・
）
。
 
即
 

ち
 、
 八
私
 V
 が
、
絶
望
を
超
え
る
道
と
し
て
の
希
望
へ
と
 尊
 び
か
れ
得
る
の
は
、
絶
対
者
の
八
恩
寵
 V
 
の
Ⅱ
 
ゆ
 c
 の
 或
は
八
捕
捉
 V
 
p
 
「
 い
 
の
の
 

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
㌔
・
ヒ
ト
・
 

で
 お
 ・
 ト
さ
 。
 め
簿
 ・
）
。
マ
ル
セ
ル
に
お
い
て
は
、
人
間
 
は
ま
さ
に
、
こ
の
 
八
希
 

望
 V
 へ
と
進
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
 

 
 

ま
た
、
存
在
へ
の
忠
実
と
い
う
場
合
、
 

@
 
」
の
 八
 忠
実
 V
 は
 、
も
と
も
と
 
八
 絶
対
的
な
人
格
に
対
し
て
の
み
成
り
 立
つ
 V
 
 （
 
り
 （
・
 田
 b
.
 

ワ
 ）
の
 
0
 ：
目
ワ
 
ち
 ・
 
肚
 0
.
 
）
も
の
と
さ
れ
、
マ
ル
セ
ル
に
 お
け
る
大
文
字
の
八
存
在
 v
 
ロ
 
・
 
口
 （
～
の
は
、
そ
の
ま
ま
 八
 神
 V
 を
意
味
す
る
こ
と
 

（
 
巧
 ）
 

に
な
る
。
マ
ル
セ
ル
に
 ょ
 れ
ば
、
神
は
人
格
で
あ
る
に
し
 て
も
、
ハ
ー
で
あ
る
よ
う
な
誰
か
或
る
者
、
で
は
な
い
 V
 
 し
ぎ
 申
コ
 ・
の
の
（
 

七
い
 
の
 

宮 口 称   
目 0 ナ ワ な 

  
言葉 ）のの： 但し 、 
  

し秦 
ワ ト V 
8 @ <T>, ・ ま、 寺 

  
コ のめの 変性 は 

ま二 レ し、   

葉そ 
は れ 
よ て， 
る な 
以 い 
外 も 

ほ の 

な ノこ 

く   7% 
  

， て 
ご し 

  
て、 莞 
一 れ 

一 妻妾 一 目 る 

は宋 むか 
し Ⅱ 
ろ   巨 

き手 、 ワ 

と、 ト 下 

なる 、 鉾 
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マルセルのく 信仰 ノ とその 

ト ";" @ Ⅰ 対 ㌧Ⅱののの 力 参 の最 者 

あ て、 対 S 

  ト 

と 

  

り " 

内 で し   
そ 9 . る み 

の ㍉ で   ら 
㌧ そ れ 

悪徒 期 した 
ひ @ - つ 現存 私を 、神て、 八 ） て、マ   
る に l お こ 

こ ょ 現 け に 
と る 在 る 至 
な 有 @ v 八 っ 

の で 在り へ甲 私 V て 絶 

39 (159) 

  
  

府立の機制 

べ う 一 人 は 

  ゴ 、す のⅠ 土 （門ト・ マレ ノ ぎも とす の場 では 

面にお （五ロ な の やに）・ セルに のなの る入試 
くて 、 否 

で ） お で み こ こ 定   
" す し る 

で ・ 

ら め 証   
れ セ 明 ば たま 苦 な 
て ル と 

Ⅰ 、 に し、 八神 
の ら 、 で ま 
小 い、 は た 

理 で な 、   学 あ い た 
  @  サま V る の と 

単の   
に よ 人   
がすで 確証す 証 な う 

る 明 に 

の に 神   
こ ろ 

冑め 奏と 人   のしはが 試 。 " " 
こ 八 に み 目 神 神 し 

、 す の て 

こ ろ よ " 

も の に ぜ 
ま 態、 孝 弘     
た 否を、 度、 えで お 
定 額 白 っ 

さ 定 分 て 
れ し と 他   る よ 同 の 

ニ
 
珪
の
困
㌔
 
仁
 コ
ロ
 田
 1
 
 （
已
下
。
や
二
の
・
）
。
む
し
ろ
、
里
童
 

日
 
に
あ
る
 八
 我
は
在
る
も
の
で
あ
る
 V
 の
的
 
0
 当
ヨ
ニ
田
 の
け
ヨ
 （
我
は
有
り
て
 
在
 

る
も
の
な
り
）
と
い
う
表
現
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
い
 る
 
（
 
日
卜
 ・
 b
.
 
め
 
）
の
）
。
こ
の
よ
う
な
 
神
は
 、
 八
 崇
敬
の
 う
ち
の
絶
対
的
現
存
 V
 

 
 

に
 与
え
ら
れ
る
が
（
Ⅱ
 卜
 -
 や
め
か
の
・
Ⅹ
 

<
 私
が
神
に
つ
い
 て
形
 づ
く
る
す
べ
て
の
 

観
念
は
、
こ
の
現
存
の
抽
象
的
な
表
現
、
或
は
そ
の
 知
 性
化
 V
 （
門
下
 
-
 ワ
 o
A
 

の
・
）
て
あ
り
、
マ
ル
セ
ル
に
 

ょ
 れ
ば
 、
 神
に
つ
い
て
の
表
象
 



  

殉
教
 
日
 ば
目
お
を
区
別
す
る
。
自
殺
は
、
自
己
の
解
放
 と
 同
時
に
自
己
を
廃
滅
す
る
こ
と
お
の
 痒
ち
 b
q
@
 縛
で
 あ
る
が
（
目
下
，
 

 
 

殉
教
は
、
自
己
を
他
者
に
い
わ
ば
あ
 け
ね
 た
す
こ
と
で
、
 
人
は
そ
こ
に
お
い
て
最
も
自
由
な
者
に
な
る
と
さ
れ
る
 
（
 り
 （
・
門
戸
，
 

め
ト
ト
 

・
）
。
 

ち
 ・
 
め
 0
0
.
 

）
 

ち
 ・
 ト
 ㏄
 下
，
 

～
の
で
 
-
/
 
い
飴
岸
 
（
 
0
 コ
 O
H
 

コ
 の
の
の
叶
の
コ
ロ
コ
 

い
 の
Ⅱ
 
こ
い
ト
コ
 

の
の
臣
の
）
の
 

音
 の
の
 
コ
偲
隠
 
（
 
巴
卜
 ，
 b
.
 鑓
 .
 
）
と
も
云
い
得
よ
う
 。
同
様
に
彼
は
自
殺
と
 

る
 （
 
芭
下
 ・
フ
ト
㏄
 
P
 
 の
 ヰ
 の
口
 
ご
 ：
 や
，
 
㏄
の
め
 

｜
ダ
 ）
。
 枇
比
 
っ
て
 、
 八
 最
も
自
律
的
な
存
在
は
、
あ
る
意
味
で
は
最
も
捉
 わ
れ
て
い
る
Ⅴ
）
 6
 コ
 の
 

 
 

い
 。
自
律
は
、
 

八
 他
律
 V
 
 す
 %
 
簿
 。
 コ
 。
田
の
と
共
に
八
 律
 v
 
に
も
と
づ
い
て
人
を
管
理
す
る
こ
と
で
、
八
所
有
 V
 
に
属
す
る
概
念
で
あ
 

 
 

神
へ
の
忠
実
は
 、
 私
の
目
白
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
 が
 、
 
八
 自
由
 V
 
 目
の
Ⅱ
（
か
は
 
八
 自
律
 V
 
a
u
 
（
 
o
 コ
 0
 ヨ
 げ
 

の
こ
と
で
は
な
 

  
り切 

ヰ Ⅹ 

  
寺河 

） 
  

の
人
が
参
加
す
べ
 き
 霊
的
な
世
界
が
開
け
る
が
、
そ
こ
に
 こ
そ
最
も
完
全
な
生
が
あ
る
と
マ
ル
セ
ル
は
主
張
す
る
 （
目
り
・
で
・
の
の
・
 

-
 田
卜
 ，
 

祈
り
に
も
な
る
の
だ
と
彼
は
云
う
の
で
あ
る
（
門
ト
・
 ち
 ）
 
目
。
ド
 ）
。
希
望
は
ま
さ
し
く
信
仰
に
由
来
し
（
㌔
・
Ⅱ
 
チ
 
ゃ
お
 8
 、
そ
の
 頃
 

（
 
鵬
 ）
 

域
は
 、
そ
の
ま
ま
祈
り
の
領
域
で
あ
る
（
由
ナ
・
や
さ
 g
 
P
 お
 ・
）
。
マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
人
間
の
最
も
本
来
的
 な
あ
り
方
は
 、
 神
の
愛
 

い
 
す
 曲
 「
～
荻
に
つ
つ
ま
れ
た
 八
 他
者
と
の
交
わ
り
 V
 に
 生
 き
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
 、
八
 わ
れ
わ
れ
 V
 を
つ
っ
 と
神
 秘
の
内
に
は
、
す
べ
て
 

 
 

な
 希
望
の
河
口
は
、
直
接
見
こ
と
の
で
き
る
領
域
に
は
 存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
持
て
る
も
の
を
失
っ
 た
人
の
祈
り
が
、
真
の
 

さ
れ
た
時
に
は
、
す
で
に
 八
 希
望
 V
 で
は
あ
り
得
な
い
 の
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
は
 、
 河
の
流
れ
が
、
何
か
障
害
に
 会
っ
た
時
に
生
じ
る
 新
 

し
い
動
き
の
よ
う
に
、
私
の
意
図
が
途
を
断
た
れ
た
 時
 に
 、
そ
の
領
域
は
、
そ
の
ま
ま
 八
 希
望
 V
 に
な
り
得
る
の
 だ
と
 去
 ら
も
そ
の
よ
 う
 

あ あ 
し る る 

  
希望は ぎ ヮ b. 。 ー 00.   

  
しト、 では井は ワ ㏄ の 

い - % 

0 （何 ㏄ の叶の由～ % 戸 ， Ⅰ 
"  "q  ト 巨 に ヌ Ⅰ 

づ ） O の " 
ト """ 

ト ド トの 
いつ 

） ） 
    

月は そ 
ち     

@     

ほ八希 希望は 

  望 

V 欲求 があ V 

  
  
神 、 希 
秘 、 望 
で ・ 十ま 

あ 
  

り、   
救 

    
求 の 

の 希 
文す 望 
象   
と て、 

  



マルセルのく 信仰 下 とその存立の 機制 

（
 5
 ）
第
三
節
の
註
 3
 を
参
照
。
 

（
 6
 ）
 
下
 子
の
ま
の
 
リ
ヨ
仁
だ
 
Ⅰ
の
 呂
セ
 （
 プ
の
 Ⅰ
の
田
の
せ
で
す
の
に
も
 同
 様
の
叙
述
が
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
は
、
カ
ミ
ュ
に
対
し
て
は
好
意
 的
で
あ
る
（
 簗
 

目
し
。
 
ワ
ト
ぎ
 ・
・
生
出
・
 や
寮
 ，
痒
の
三
 チ
 ）
。
 

（
 7
 ）
大
文
字
の
八
托
身
 V
 
H
 お
銭
尽
（
 ざ
コ
 
と
は
区
別
さ
れ
る
 （
 オ
と
 
や
 
お
，
ゑ
 
の
け
 
宇
 ・
 
，
 オ
 ケ
や
ト
ト
 P
,
 

旨
し
。
 

ワ
 の
の
・
 
-
 。
 チ
ロ
 ト
 。
 や
ヂ
鮒
し
 

（
 8
 ）
 

八
 実
存
 V
 
に
お
い
て
は
、
時
間
も
現
在
に
も
と
づ
く
 一
 つ
の
統
一
を
も
つ
。
過
去
は
、
そ
の
 八
 質
料
的
な
も
の
 V
 三
 
ヨ
ぃ
鯨
 「
 ぎ
壬
弘
は
変
 

う
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
で
の
Ⅰ
の
球
注
ぎ
の
に
よ
っ
 

て
 、
さ
ま
ざ
ま
の
価
値
と
色
あ
い
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
 、
こ
の
 八
観
 

 
 

点
 V
 
は
、
現
在
と
共
に
動
く
も
の
で
あ
る
 G
 レ
，
や
ト
 
0
 か
・
）
。
 
従
 
つ
て
過
去
は
、
現
在
に
お
け
る
 八
私
 V
 
に
よ
っ
て
読
み
と
ら
 れ
る
べ
 き
 も
 

の
 

C
 下
 ，
 ロ
 ・
 1
 ㏄
 6
.
 ぎ
日
 ・
 
え
 ・
カ
ト
・
）
と
マ
ル
セ
ル
は
云
 う
 

の
 前
に
開
け
て
い
る
時
間
 V
 
即
ち
将
来
 は
、
 
私
の
死
に
 
至
っ
て
終
り
 

 
 
 
 

と
な
る
時
間
で
あ
る
 G
 ト
 ・
Ⅰ
Ⅰ
）
～
・
）
。
但
し
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
 や
サ
 ル
ト
ル
に
お
け
る
よ
う
な
分
析
は
み
ら
れ
な
い
 0
 
第
一
節
の
註
 Ⅱ
を
参
照
。
㈹
 

ず
 ）
マ
ル
セ
ル
 

冗
 存在
Ⅴ
概
念
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
の
 註
 Ⅱ
を
参
照
。
 

 
 

（
 騰
 ）
マ
ル
セ
ル
は
 
よ
 く
 ブ
 
ー
バ
ー
ミ
・
 辺
ご
汀
き
 
と
比
較
さ
れ
 
る
が
、
プ
ー
パ
ー
に
お
い
て
も
八
枚
 V
 
こ
こ
は
、
 

八
 そ
れ
 V
 
駝
に
 転
じ
る
小
計
 
4
 

し
て
い
る
。
 

註
 （

 上
 
）
マ
ル
セ
ル
ド
抽
象
の
精
神
 V
 

の
例
と
し
て
、
た
と
え
 ぱ
 
マ
ル
ク
ス
主
義
を
あ
げ
る
（
 ヨ
 し
・
 や
冑
 ・
 等
 ㌔
そ
の
他
 

参
照
の
こ
と
。
 

 
 

（
 2
 ）
執
着
が
強
い
場
ム
ロ
に
は
、
所
有
し
て
い
る
対
象
が
 、
逆
 に
八
社
 V
 
を
支
配
す
る
現
象
を
起
こ
す
。
マ
ル
セ
ル
は
こ
こ
 

巴
ふ
コ
ぃ
 （
 ざ
コ
 
ぎ
の
日
が
み
ら
れ
る
と
云
 う
 0
 
か
か
る
対
象
が
思
 想
や
観
念
の
場
合
に
は
、
フ
ァ
ナ
チ
ス
 ム
や
 
イ
デ
オ
ロ
 

し
て
い
る
（
山
下
、
や
 
い
下
 
ト
ー
 ダ
 
目
安
・
）
。
 

（
 3
 
）
不
安
に
つ
い
て
は
 

由
づ
で
 主
題
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
  
 

（
 4
 ）
マ
ル
セ
ル
は
 
、
八
 こ
こ
で
私
は
ハ
イ
デ
ガ
 l
 、
及
び
お
 
そ
ら
く
は
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
も
一
致
し
て
い
る
 V 
と
云
う
 

 
 

な
お
、
彼
は
八
所
有
 V 
を
時
間
の
関
数
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
 る
 
（
内
申
・
や
㏄
の
の
・
）
。
 

出
目
。
 
ロ
の
 
等
を
 

に
凡
主
体
の
疎
外
 V
 

｜
グ
 が
成
立
す
る
と
 

（
Ⅱ
 
ン
 ・
 つ
 ・
）
つ
 

め
 ・
）
。
 

 
 

Ⅰ
の
 日
 0
 
二
片
の
の
の
 

紙
 
と
し
て
は
 げ
 し
く
糾
弾
 し
、
愛
 と
 希
望
の
回
復
を
主
張
 

マ
ル
セ
ル
は
こ
の
よ
う
な
人
間
把
握
に
も
と
づ
い
て
、
 世
 界
を
、
 真
の
目
 白
 、
愛
の
矢
わ
れ
て
し
ま
っ
た
世
界
、
 技
術
が
越
権
を
ふ
る
 



㌣。 Ⅰ @-."-. Ⅰ "     丁                 Ⅱ・ 
  

（
は
）
第
一
節
の
註
Ⅱ
参
照
。
 

（
 
n
 
，
 じ
八
 第
一
次
的
反
省
 V
 
及
び
 八
 第
二
次
的
反
省
 V
 
は
 、
夫
 々

 よ
甫
甑
 0
 コ
 ぎ
ざ
 守
拝
 
G
 ナ
、
つ
 ・
③
・
）
。
 
つ
 「
の
 
ヨ
 あ
お
 
み
詩
甑
 。
 コ
 （
由
く
 
円
 ・
 つ
 ・
㏄
 
つ
び
 
・
）
 

ぺ
 ひ
コ
。
Ⅹ
 

@
o
 
コ
 の
の
 
り
 
0
 コ
隼
の
寄
 

e
 （
已
下
 "
 で
 ・
 ト
 Ⅱ
の
・
）
 

"
 Ⅱ
 ふ
 下
の
 
メ
 @0
 
コ
 ル
守
 
の
の
り
 

0
 コ
 年の
つ
 け
 
ざ
 り
ぃ
コ
い
 

の
（
㌧
 下
，
づ
 ・
Ⅱ
 
り
 ・
）
 
@
 
Ⅰ
ひ
曲
の
五
 

0
 二
 %
-
 八
ロ
の
 偉
 Ⅹ
 -
 
ひ
ヨ
 の
 

つ
年
 
-
 
の
の
 
い
目
 
。
の
（
㌧
 下
 "
 つ
 ・
 の
 の
・
）
 

"
 の
ひ
い
。
コ
ロ
の
Ⅱ
 

臥
 
二
の
臣
。
 
臣
 （
門
下
，
 
つ
 ぃ
乙
 ・
）
な
ど
と
も
云
わ
れ
る
公
チ
目
し
 ，
 Ⅰ
目
凹
，
哀
史
Ⅰ
 

つ
 ・
の
 
H
.
 の
神
 

の
日
ヰ
 ・
）
。
マ
ル
セ
ル
の
術
語
は
、
こ
の
よ
う
に
か
な
り
自
由
に
 

使
わ
れ
る
。
第
一
節
の
詳
騰
及
び
㏄
 
か
 参
照
。
 

（
 
巧
 ）
第
一
節
の
註
 
4
4
"
f
 

参
照
。
 

（
㏄
）
マ
ル
セ
ル
の
 八
 希
望
 V
 は
 、
八
 ：
・
を
希
望
す
る
 
V
 
と
い
 ぅ
 形
式
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
種
の
八
体
験
 
V
 、
或
は
主
体
の
 

 
 境

 位
を
表
示
す
る
概
念
と
み
る
べ
 き
 も
の
で
あ
る
（
㌔
・
め
ナ
・
Ⅰ
 
Ⅰ
）
の
。
）
 

ま
 ・
 等
 ㌔
 

（
 し
耳
 

t
 

苗
の
第
一
部
参
照
。
な
お
、
マ
ル
セ
ル
は
、
一
九
二
 三
年
に
 、
八
 こ
わ
れ
た
世
界
 V
 
 汀
呂
 。
 ま
り
帯
怒
 
と
い
う
 戯
曲
を
発
表
し
て
 

 
 

T
I
I
 

Ⅰ
 

T
I
 
Ⅰ
 

I
 

て
 把
握
さ
れ
た
 
八
 実
存
 V
 
は
 、
八
 わ
れ
わ
れ
 V
 
に
つ
い
て
は
、
 
そ
の
ま
ま
に
は
存
立
し
得
な
い
。
こ
こ
に
も
マ
ル
セ
ル
が
実
存
 的
立
場
を
ふ
 

 
 

ま
え
な
が
ら
、
な
お
 八
 実
存
主
義
 V 
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
 事
 由
が
了
解
さ
れ
る
。
第
一
節
の
註
 M
 参
照
。
 

も
の
で
あ
り
、
ま
た
 八
 私
が
 汝
と
 交
わ
る
に
は
、
汝
に
伺
っ
て
 自
分
か
ら
積
極
的
に
一
歩
踏
み
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
 旨
 い
 し
ヴ
の
 「
一
ざ
 ダ
 

 
 

 
 

ヒ
コ
 Ⅰ
 
し
 二
）
つ
い
 0
,
 い
い
オ
 0
n
 オ
の
コ
せ
 
定
田
田
 
押
 
0
1
.
 ）
と
さ
れ
る
  
 

 
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
マ
ル
セ
ル
に
お
い
て
は
、
信
仰
も
、
の
ち
に
み
る
よ
 う
 に
、
 

つ
ね
に
 八
 拒
否
 V
 

の
可
能
性
を
含
む
も
の
と
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 ぱ
 ）
 

前
註
 参
照
。
 

八
 現
存
 V
 

は
対
象
化
さ
れ
や
す
い
も
の
だ
 が 
（
内
臣
，
 
ワ
ぎ
且
 
P
 

お
印
｜
 P
 

Ⅰ
 

八
愛
 V 
が
欲
求
さ
れ
た
 
場
 合
 に
は
、
柏
手
の
 

 
 

 
 

背
信
の
可
能
性
が
八
 私
 V
 

を
不
安
に
し
、
不
随
意
性
を
介
し
て
 ふ
た
た
び
絶
望
へ
傾
く
も
の
と
な
る
 
宜
 チ
め
 ン
 ・
 

や
お
 Ⅱ
 ，
鮭
 
ト
 旬
の
 １
 の ト
 ・
 

ト
 ㍉
㎏
 
l
P
 

鼠
し
 -
 
や
き
・
）
 っ
 

 
 

な
お
、
 
八
 現
存
 V
 

に
あ
っ
て
は
、
先
に
み
た
 八
 実
存
 V
 

が
 
、
い
 わ
ば
入
仏
性
 V 
ヨ
藍
バ
 
（
か
に
お
い
て
変
性
し
て
い
る
と
云
え
る
 
 
 

 
 

を
 強
く
云
う
意
味
で
八
実
存
 V 
を
み
る
な
ら
、
す
で
に
マ
ル
セ
 か
め
八
 現
存
 V
 

に
、
実
存
性
は
な
い
が
、
逆
に
云
え
ば
、
実
存
 に
 
、
い
わ
ば
 

 
 ム

 已
ま
れ
た
 八
 存
在
 V
 

が
、
現
存
で
は
さ
ら
に
深
ま
っ
た
も
の
と
 も
 
云
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ル
セ
ル
の
い
 う
八
 私
の
身
 体
 V
 

を
介
し
 



    

マルセルのく 信仰 ノ とその存立の 機制 

は め て 的 で の さ 、 

、 時 あ と で あ 扱 せ、 しか 八私 間駒 得 り ころ りいる、 " のの 
V な る で あ 入 可 は 
と る と "  り 間 有色 " 

、 こ い 人 得 は 佳 さ 

他 と う 間 な た が さ 
在 が こ が い だ お し 

者 、 と こ こ そ か く とそ のの、 はの よ とと 

間 ま 下 う は と の V 
の ま 安 に 別 八 で な 
認、 で 等 し に ひ あ の 

識 八 が て 

的不   " 存ね " きるで 。 あ 

な 場 安本、 v 原 、 つ在 ね のされ、 たこり 
面 な 、 的、 に 時 れ に そ 
で の、 に、 時 間 て 対 の 

の で、 は、 間 的 い し 限 
" は 、 " 性 な る て り 

い な、 人 に 構 V 、 で 

わ い、 間 お 進 （ 存 の 
ば こ の い 性 ㌔ 在 認   
継 妻 が 在 い ・ が め 
点 示 呵 す の 、 ワ 持 た 

から、 間的に V とも（ する。 ） 3 能 的で るにも の根拠 ・） Po づ 

い 即 あ か ほ の あ 他   
る 存 搬 入 に に い る、 

種 在 を 不 ほ お わ こ 

の 性 も 安 ま げ ば と 

関 と つ v つ る 普 が 
保 し も で た 時 遮 ら 
性 て の な く 間 的 は 
を の と し た が 

  
経、 学 し る い ま 絶 入 
る、 ほ て り 。 さ 村 間 

し 的 の 
こ と時、 るも 方 に く な 倶 Ⅱ 

に 間 存 お 
よ 性 ． 往 い 主 体とそ こに 

43  (163) 

も
去
 ぅ
 よ
う
に
、
存
在
者
の
存
在
の
根
拠
は
八
 

私
 v
 に
 な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
存
在
者
を
 
、
八
 そ
こ
に
あ
 

 
 

 
 

分
け
て
み
る
な
ら
ば
、
人
間
の
側
で
、
い
わ
ば
そ
の
 扱
 い
が
可
能
な
の
は
、
認
識
的
な
面
だ
け
で
あ
る
 エ
 と
が
 知
 ら
れ
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
 

得
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
 

、
 、
、
 

と
 、
 八
私
 V
 が
す
で
に
時
間
性
に
 

し
て
辿
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
 二
 八

機
制
 V
 は
、
入
仏
 V
 
と
他
在
者
と
の
間
の
、
い
わ
ば
 認
識
的
な
、
他
者
性
一
般
の
存
立
す
る
場
面
 

お
い
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
、
人
間
の
存
在
 境
泣
 に
か
か
わ
る
二
つ
の
基
本
的
な
モ
メ
ン
ト
を
 介
 

 
 

 
 

つ
の
面
は
、
現
実
に
お
け
る
事
態
と
し
て
は
、
同
時
に
あ
 る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
 仮
 り
に
二
つ
に
 

か
く
し
て
マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
入
信
仰
 V
 は
、
 八
 存
在
 へ
の
 帰
唾
速
り
 
V
 
r
 

の
（
 
0
 臣
 （
 レ
 ）
 
，
の
 
（
Ⅱ
の
（
田
レ
。
 

づ
 ・
 
び
 
切
り
片
口
 
と
口
 ・
の
 
0
.
 
）
と
云
わ
 

 
 

実
存
的
主
体
の
場
面
で
さ
ら
に
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 入
 信
仰
 V
 が
、
人
間
 

の
 領
域
に
お
い
て
は
、
究
極
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
 し
て
把
握
さ
れ
得
る
か
を
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
 し
 か
も
、
そ
れ
が
、
 

不
 

 
 

安
 、
な
い
し
は
絶
望
か
ら
希
望
へ
の
移
行
で
あ
る
こ
と
 か
ら
、
こ
の
よ
う
な
吟
味
に
よ
っ
て
、
不
安
等
の
生
滅
に
 関
す
る
一
つ
の
了
解
が
 

㌻ 鞍 



る
 。
入
仏
 V
 の
否
定
が
そ
の
ま
ま
 八
 自
他
の
域
 V
 の
 否
 定
 に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
し
て
、
マ
ル
セ
ル
 
に
お
け
る
入
信
仰
 V
 、
 

非
対
象
性
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
た
だ
、
そ
れ
へ
と
か
 か
わ
る
こ
と
し
か
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
た
が
、
八
所
有
 V
 を
 超
え
て
、
か
か
る
も
 

 
 

の
と
し
て
の
 
八
 存
在
 V
 へ
八
 参
与
す
る
 V
 と
い
う
の
は
、
 
従
っ
て
、
認
識
主
観
と
し
て
の
 八
私
 V
 を
、
い
わ
ば
 捨
 て
る
こ
と
を
意
味
す
 

し
て
い
わ
れ
得
る
も
の
と
な
る
。
す
で
に
み
た
 よ
う
 に
 、
 マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
対
象
が
所
有
に
お
い
て
捉
え
 ろ
 れ
る
か
、
或
は
存
在
に
 

お
い
て
み
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
 八
私
 V
 に
 の
み
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
 

八
 現
存
 V
 は
、
 八
私
 v
 が
 八
汝
 v
 に
対
し
て
 

 
 

自
己
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
存
立
す
る
と
さ
れ
た
よ
う
 に
 、
信
仰
は
、
ま
さ
に
 八
私
 V
 の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
八
 存
在
 V
 は
 、
徹
底
的
な
 

主
観
性
と
も
い
い
得
よ
う
。
従
っ
て
、
所
有
を
超
え
る
 @
 」
と
と
し
て
の
入
信
仰
 
V
 
は
、
認
識
主
観
を
超
え
る
と
い
 う
 意
味
で
の
、
主
体
性
 

 
 

 
 

0
 間
 題
 に
な
る
。
さ
ら
に
、
対
象
措
定
は
、
入
仏
 V
 
に
 対
 し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
認
識
主
観
は
、
入
仏
 V
 
を
（
 他
 と
 同
時
に
）
た
て
る
 作
 

 
 

用
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
 簗
 ，
已
下
・
 づ
 ㏄
 目
 ・
）
、
マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
 
入
 信
仰
 V
 
は
、
こ
の
 八
 私
 V
 
を
超
え
る
こ
と
と
 

さ
ら
に
換
言
目
す
れ
ば
、
所
有
は
、
対
象
措
定
と
い
う
 

<
 認
識
 V
 を
な
す
、
主
体
の
認
識
主
観
に
依
拠
し
て
存
立
す
 る
も
の
で
あ
り
、
認
識
 

て
 捉
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
さ
し
く
、
所
有
 は
 主
体
に
お
け
る
働
き
、
作
用
で
あ
り
、
 八
私
 V
 に
依
拠
 

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

関
係
性
の
間
頭
と
し
て
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 即
 ち
 、
八
所
有
 V
 と
は
、
 
八
私
 V
 が
、
存
在
 境
位
 に
あ
っ
て
 、
諸
存
在
者
を
対
象
化
 

 
 

し
 、
同
時
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
を
 措
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
、
自
己
及
び
 他
 狂
者
を
対
象
性
に
お
い
 

結
局
の
所
八
目
と
 他
 V
 と
い
う
二
元
性
な
い
し
は
多
極
 性
口
 0
 守
 Ⅱ
 
片
 
（
 
臥
 （
 
由
 牛
ロ
・
 N
 の
の
・
）
の
定
立
で
あ
り
、
主
体
 
に
お
け
る
他
在
者
と
の
 

っ
て
、
は
じ
め
て
八
不
安
 V
 と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
（
 
4
 ）
そ
し
て
、
こ
の
認
識
的
な
場
面
で
の
関
係
性
こ
そ
が
 、

マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
 

 
 

八
所
有
 V
 な
の
だ
か
ら
、
マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
不
安
等
 の
 消
滅
と
い
う
こ
と
、
即
ち
希
望
で
あ
る
 入
 信
仰
 V
 は
 、
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

る
 
巨
体
で
り
の
の
の
（
こ
と
に
よ
っ
て
存
立
す
る
こ
と
に
な
る
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
際
の
、
所
有
を
超
え
る
と
い
う
の
は
、
み
て
き
た
と
 こ
ろ
か
ら
し
て
時
間
性
の
廃
絶
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
 得
な
い
。
所
有
は
 、
 



マルセルのく 信仰 フ とその存立の 機制 
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も よ 

目握釜造 虫笛 的ろ 、 弄 三八八   
る 或 

に よ セ 
宙 

す り か か 

る -- の 

。 般 八 

的 信   ネ中 

な 仰 私 自 ぎ なお 件 な こと 落ョ 人 
こ V 
と に 
と っ 

て て 存 て 
サま ひま   
他 そ 
の の 

諸 は 
科 か そ 」とに 自由 な ような - ，巴 八恩ダ 

学   
と 八 

関 v 
ヰこ な 
お い 

い し 
て 八 
み 信 
ら 仰 
れ v 
ら か、 

間 八 る な な （ ル 
題 所 
も 右 
あ V 
る の 

八 あ 、 借 間 

で、 に 

は 関 
似 す 自 認 

上 る 
に 問    

 

 
 

秘
 V
 
は
、
そ
の
勝
れ
た
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
 う
 な
 自
他
の
相
対
が
絶
え
た
主
体
的
 境
 位
の
表
示
と
し
て
み
 ら
れ
よ
 う
 。
八
神
 V
 
或
 

即
ち
、
所
有
を
存
在
へ
と
超
え
出
る
と
い
う
入
信
仰
 V
 は
 、
人
間
の
主
体
的
場
面
に
お
い
て
の
究
極
的
な
相
と
し
 て
は
、
認
識
的
悟
性
的
 

 
 

主
体
と
し
て
の
 八
私
 V
 、
或
は
八
 私
性
 V
 
 日
 o
 ～
 
*
 
（
臥
の
 廃
絶
と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 マ
ル
セ
ル
の
云
う
八
神
 



               
 

 
 

註 
  
  （ 3  （ 2  （ 1   
      

八面か 、 い 的でよい目 、 え仰 

  
な 者 ィ申 のの Ⅰ 在 場 とする このよ のま @ いう形 ではな 的なあ 臣 Ⅴ を 

  
切 し 式 で 

の、 

、 あ 肖りけ 得る （り片 る通 

の '   V と、即 還る って 、 ゆ L- （「の 
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妨
ぃ
 現
状
で
あ
る
。
科
学
万
能
の
 
い
 わ
ゆ
る
西
洋
医
学
 
に
 あ
ぎ
た
ら
ず
し
て
、
昔
か
ら
の
漢
方
医
学
が
 

、
 改
め
 て
 再
登
場
さ
せ
ら
れ
た
の
の
 

 
 
 
 

（
 
l
l
 

）
 

 
 

中
に
お
い
て
も
、
西
洋
医
学
と
共
に
中
屋
 

の
畦
が
 

、
今
日
の
漢
方
医
学
研
究
の
現
状
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

酵
 

近
年
日
本
に
お
い
て
漢
方
医
学
の
研
究
が
盛
ん
 に
な
っ
て
来
た
。
近
代
医
学
の
進
展
は
、
あ
ら
ゆ
る
難
病
 を
 解
決
し
、
次
々
と
発
明
さ
 

教
 

仏
 

れ
る
新
薬
は
貴
重
な
生
命
を
保
持
し
て
い
る
が
、
 思
 わ
ざ
る
 斬
 ら
た
な
疾
病
が
出
現
し
、
却
っ
て
病
人
が
多
 く
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
 

る
 

六五四姉二一 、 、 、 、 、 、 

治薬疾疾 中佐 
廃物病癖国教 目 
に ののはに 医 

    
仏 人 趣致 こ   る 医 と 

医 
か書 

学 
と 
し Ⅹ 

つ -     
と 

道
端
 
良
秀
 

 
   

中
国
に
お
け
る
仏
教
 医
学
 



対
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

い
 づ
れ
も
通
称
で
あ
る
か
 ら
、
い
 づ
れ
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
科
学
的
研
究
の
近
 代
 医
学
を
 

呼
称
す
る
と
す
れ
ば
、
漢
方
医
学
を
東
洋
医
学
と
い
っ
 て
 よ
 い
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
こ
こ
で
東
洋
医
学
が
 郎
 漢
方
医
学
で
は
な
く
て
、
 

漢
 方
 医
学
の
外
に
仏
教
医
学
の
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
 な
ら
な
 

学
 と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
を
、
漢
方
医
学
と
仏
教
医
学
 と
の
ニ
ッ
 
の
部
門
に
分
類
し
た
い
。
従
っ
て
医
学
に
は
 
近
代
科
学
 

と
 、
中
国
の
自
然
現
象
や
哲
学
を
根
拠
と
す
る
漢
方
医
 学
と
 、
イ
ン
ド
に
興
っ
た
仏
教
々
義
を
根
底
と
す
る
仏
教
 医
学
と
の
 

る
と
い
っ
て
よ
い
。
漢
方
医
学
も
仏
教
医
学
も
、
科
学
 的
な
西
洋
医
学
と
違
う
し
、
い
ず
れ
も
東
洋
に
興
っ
て
 い
 る
か
ら
こ
 

学
 と
名
付
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
こ
で
私
は
こ
の
東
洋
医
学
中
の
仏
教
医
学
に
つ
い
て
 研
 究
の
歩
を
進
め
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
 は
 イ
ン
 

学
 で
は
な
く
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
医
学
な
の
で
あ
る
。
 イ
ソ
 ド
 に
興
っ
た
仏
教
医
学
が
申
 回
 に
伝
来
さ
れ
て
、
 
中
国
で
ど
 

れ
が
受
容
さ
れ
た
か
、
ど
の
よ
う
に
仏
教
徒
が
こ
れ
を
 受
容
 し
 、
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
た
か
、
こ
の
よ
う
な
 問
 題
を
解
明
 

 
 

 
 し

か
も
こ
こ
で
取
扱
 う
 も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
中
国
に
 お
 げ
る
仏
教
医
学
の
立
場
で
あ
っ
て
、
中
国
仏
教
と
医
学
 と
い
う
 

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
医
学
と
 は
 仏
教
の
医
学
で
あ
っ
て
、
仏
教
と
医
学
で
は
な
い
。
 

如
来
は
大
医
王
な
り
と
い
わ
れ
、
一
切
衆
生
の
病
患
を
 救
 う
に
 、
「
応
病
与
薬
」
を
以
て
せ
ら
れ
た
。
精
神
的
な
 一
切
の
 西

洋
医
学
と
 

い
。
東
洋
医
 

の
西
洋
医
学
 

二
系
統
が
あ
 

れ
を
東
洋
医
 

ド
の
 仏
教
区
 

の
よ
う
に
こ
 

し
て
 行
 ぎ
た
 

関
係
を
論
ず
 

苦
悔
を
除
去
 

る と 

昔 さ 入 
か て っ 

ら 漢 て 
の 方 来 
区 区 た 
学 学 が 

の と た 
砕 い め 
称 ぅ で 
で   こ あ 

あ と っ 

ヰハ 。   し - 
返 本 
頃 に 

漂 お 
坊 げ 
医 る 
苧 坪 
と 称 
い で 

わ あ 
ず つ 

に て   
東 い 
洋 わ 
医 ゆ 
学 る 
と 西 
い 洋 
つ 医 
て 学 
い と 

る い 

の わ   
あ る 
る も 
のすの 

  
西 し 
洋 て 
匿 め 
学   

と 東 
い 洋 
う ヤ， し 

0 % 
ほ げ 
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こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
「
傷
寒
論
」
や
「
黄
帝
内
経
」
「
 

本
 草
径
」
な
ど
の
医
書
が
、
グ
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
 日
 本
の
書
 韓
 に
も
、
続
々
 

 
 

 
 



  
トて 

  

  

｜ 

  

  
い
っ
て
よ
い
。
 

こ
の
よ
う
な
仏
教
医
学
が
仏
教
の
中
国
伝
来
と
共
に
流
伝
 さ
れ
た
。
し
か
も
初
期
の
仏
教
は
中
国
の
民
間
に
適
応
 す
る
よ
う
な
神
仙
方
 

朗
 
了
 
荷
方
面
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
呪
術
的
な
方
術
的
な
 、
 従
っ
て
呪
術
的
医
学
の
も
の
が
行
わ
れ
、
こ
の
方
 
面
 に
秀
で
た
僧
尼
が
多
か
っ
 

似
た
。
イ
ン
ド
西
域
か
ら
来
る
多
く
の
沙
門
は
 
、
皆
 医

術
を
以
て
人
々
を
救
済
し
て
い
る
。
仏
図
澄
に
し
ろ
、
 生
仏
詣
に
し
ろ
、
或
は
竺
 法
 

 
 

 
 

援
晴
 、
子
法
 開
 、
干
 道
逮
 、
学
道
 開
 、
調
 罹
喝
 、
安
意
 則
 、
書
域
な
ど
、
 
皆
 そ
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

邸
中
国
に
は
既
に
立
派
な
漢
方
医
学
が
あ
っ
た
。
「
 

黄
帝
内
経
」
や
「
傷
寒
論
」
、
「
神
農
本
草
経
」
な
ど
の
 

立
派
な
医
書
が
作
ら
れ
て
 

 
 

 
 

中
 

た
 。
名
医
と
 う
 た
わ
れ
た
春
秋
時
代
の
扁
 鵠
 、
前
漢
の
 合
金
、
後
漢
の
華
陀
、
振
作
 景
 、
西
晋
の
王
 叙
 和
な
ど
が
 活
躍
し
て
い
た
。
こ
こ
 

      

末 廣 無       
が 説 痔 」、 に か る 鼻 は が す 

見 る こ 咽 ど あ る     まま一 たれ た （いずれ 時気病 「仏説 の経典 典が存 宗教と 皮膚科 の論述 に今日 

  
  
  秀二腰 乙 磨る 、 で 

  

て ・ 

  
る @  で、 、 多 微 

た 
  

それ放 思 とを 総ての 疾 くの 生物学、 
へ 部 病 1= ． 

    曇 
ば 門 を 栄 仏 

と 、 に 初 英 典 
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あ れ 文 - @   
と ， 」 りので " のあ た " 漢   し の も 思、 る だ 殆 方   て 仏 の 考 。 こ ん 医 

す 教   教 の が 病 こ ど の 

る 医 に 仏 学 と 学」 、 の 生 - 、 理 で 漢 内 

た 学 
め 醤 

教 と つ 根 忠 成 仏 の 仏 方 に 
経 「 い 本 想 は 教 方 輯 薬 仏   典 仏 て 思 の 因 の 面 医 と 教 

も 単ぇ の 教 は 一 想 上 縁 慈 に 学 同 医 
の に 資 衝 迫 Ⅰ が に で 悲 お と じ 学 

で   そ華 典 主 あ と か し も の 
な 身を     
の で     る 思 ら の 学 た こ， 
い ， 」 

と と     ん 樽 
つ ヱ宝   
て ぅ 

よ ま 
分 一 学 
がは 匹、 数 医 室 戸 のそすい題字わっ 特のるるにとれた   色 現 も し し 根 る こ な が ;  象 の   " て 本 。 と 

佳歩 、 を研 め 
そ こ 的に あるや 経 であ 世界 も、 
の と 究 摩詞 」 進め 

であ 

ろ 
内 で 僧 ら が 
て ・   

と い、 過る親父 。 大薬 異 る ヘ @ @ ノ ・   え 結 生 物 と   
も 底 る 果 観 の こ 

「 義 律て 、 新さ 行 で が ; に よ る 
金 レこ 

  

  あ お う は 
十 舖はて 著れ い な 、 

教 
ろ た 医 
う と て も 仏 学 

え も の 教 比 @ 町   漢 、 y こ ，思 お 
王 -   南 方   
経 ィム 伝 、 治 親 医 吉夫 、 寸 し 想を て 
」 教 大 嬢 が 学 
の 経 や   も、 

除 典 明ら 蔵経 篇、 西 洋 病 は 及 薬 か 
特 
ワ @ @ 

逗ロ 一   
の ッ 

医 として 無常、 、そ ら 薬 
学 無 の い   

女ロ と と 捌こ 基 @  る 方 
き し 同 の 礎 と 

は て 
面   じ ，思 と い れ @ -   か て 

であ 

想 な う お 

ヒ " 亡 "  々 ら 、 先   
企 め で そ に   でるこ ち もと て 

に
 仏
教
医
学
が
伝
え
ら
れ
、
異
俗
の
比
丘
 僧
 に
よ
っ
て
 医
 療
 が
進
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
両
者
の
調
和
融
合
が
行
わ
 れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
 
0
 

 
 

っ
 た
で
あ
ろ
う
。
 



中国における 仏教医学 

る 九 に と の   が、   
統 一     

な に 心 は こ の 日   
中 論 と こ れ 医 殆 尚 干 満 巻 一 往 ま は 」 医 
心 述 し れ が 書 ん 「 法 の   巻 に た い に 科 

と す て ら 文 名 ど   竜 開 「 沙 、 ょ 申 ず も を 
し る 開 の ィ を 散 樹 の 学 問 釈 っ 因 れ 泊 八 
て 徳 宗 匠 ン 兄 矢 
" の し 書 

優 待 宵 て の も 楠 公 
ド る し 菩 薩議 「 裏 矩 斌著仏イ 0 科 

中 区 た が 西 と て 薬 論 駁 の の わ 教 ン こ と 

国 学 四 な 域 、 見 方 偏 方 「 「 さ 徒 ド と な 
」 予 」 諸 梁 れ に や が し るこ 仏 、の 論 分律 いと の仏 中国 四 方 三 葵 解 た ょ 両 説   

敦 史 家 す 教 的 と 巻、 
医 に の る 医 な が   」 巻 、 典故 名論書てに 匿 っ 域か病 れ気 
羊 一 を 研 お て の 

研 確 道 中 中 て な 
完 美 宣 国 国 漢 い 

治 
一 れ 無 籍 行 の 療   さ去 

な 
ど 

  詳 
が   
中 ケ @ し 

国 論 
ナ @ し 
訳 

じ 
て 

出   
さ る 

  

巻 中国 「華厳 て 」   重目 

わ が i が、   
れ 出 

@ レ 

浬 
  る来 。 な ん計 じ 

こ い 十   て 経   」     曇 僧 一 郎 行 T 
は し 種 @ 

ケ - "- 

当 か を 鸞坦巻 のの、 ち 釈 の 
  

然 し 掲 で、 
又 

の 上 げ   
て 

あ   こ 掲 気 @ 験 深 め る 
「ヰ法 

華 
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が 火 水 と Ⅴ ノ 目 

、 風大。 下若くム と。 観 入 夫 

即縞モ莫   
大 か る 独   

  緑 萌 せ 「 切らっ ななての 目 知 - 四     
とて一 、 病 と ヌ Ⅰ 

と い 切 診 上   
す る の 断 医 

  
」 巻 損益 二病 充 っ 
と 起 あ 八   止 因 り 上 

の 四 れ   
大 か い 色、 

のらる 不成。 T 
調 る 先 医 

診 
  

が ;  と ず 病 四 門 論 文 が 病気 い う 医術 レ脈 、 気を 明損 を解 

見 益 税 あ 
のの者 根 がは 今 
本 仏 巧 
で 教 み 不レ須 て、 行正 しる て 。 く 明 子〒 @ 
あ の に の 上 く   に 

身 「 
あ 
れ   む ず 

但 只 Ⅱ 

  のるこ 四 。 と 略 病 ち 
大 徳 で 知 相 是 
の っ あ 而 と れ 
調 て る 巳 もよ 病 
下 人 と 今 あ 
調 間 す 夫 日 り 

  の 」 

な よ もる ま 。 法 診 と 

く た 四 察 l. Ⅴ 

  で、 @. Ⅴ 如こ るのと 太 関 - 区 
こ 地 @ ま   ある。 道 、 本 
と 刃 く 土泡 論 

更
に
中
国
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
梵
網
 
経
 」
は
、
大
乗
の
戒
律
と
し
て
中
国
仏
教
に
大
き
な
 影
 響
を
与
え
て
い
る
が
、
 

こ
れ
も
又
医
学
的
な
書
と
し
て
も
見
る
べ
く
、
こ
れ
を
 註
 解
し
た
 天
 ム
ロ
 
智
 顎
及
び
華
厳
法
蔵
の
註
疏
に
も
同
じ
く
 医
学
に
関
し
て
述
べ
て
 

い
る
こ
と
は
、
大
き
な
参
考
書
で
あ
る
。
 

三
 、
疾
病
ほ
ど
う
し
て
起
る
か
 

仏
教
で
は
病
気
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
、
病
気
 の
 原
因
を
ど
の
よ
う
に
診
断
し
て
い
る
の
か
。
仏
教
に
 
は
 仏
教
独
自
の
考
え
 

（
 
4
 ）
 

方
 、
見
方
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
国
仏
教
徒
の
 口
か
ら
聴
く
こ
と
と
す
る
。
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と
 
述
べ
て
い
る
。
 

更
に
彼
は
病
気
の
起
る
原
因
を
述
べ
て
、
 

六
 
因
縁
あ
り
 

と
す
る
。
干
は
四
大
不
順
の
故
に
病
む
 

、
ニ
は
 

飲
食
を
節
 

せ
ざ
る
が
故
に
病
 

  

 
 

 
 

一
 "
 
い
終
 
い
 
終
肘
れ
 

㈹
 
酊
 
㍗
 
極
 
脱
肛
㍗
 

艇
 
Ⅱ
 
轄
 
㈱
網
目
 

 
 

 
 

中
 招
 
公
ぃ
 

。
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し
か
も
上
医
は
声
を
聴
い
て
判
断
し
、
 

中
 医
は
顔
色
な
 
ど
で
判
断
し
、
 
下
 医
は
脈
を
見
て
診
察
す
る
と
い
う
。
 

ま
 こ
と
に
仏
教
的
で
 

ろ
 う
 。
し
か
も
 脈
 法
は
医
道
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
 

ら
 、
詳
述
は
出
来
な
い
が
、
略
述
す
る
と
し
て
次
の
よ
 

う
 に
 述
べ
て
い
る
。
 

昭
示
正
蔵
 病
柏
 、
岩
脈
浜
面
拝
 、
、
、
、
、
 

病
相
 、
軽
浮
足
心
痛
 
柑
 
尖
鋭
 衝
刺
応
朴
相
 
、
 如
 三
連
珠
 
-
 
腎
症
 相
 、
沈
重
遅
緩
 陣
痛
 相
 、
委
細
 如
二
 

 
 

治
 衆
説
 -
 

脈
の
診
察
に
よ
っ
て
 
肝
 蔵
 宿
 、
心
 蔵
病
 、
肺
病
、
 腎
蔵
 病
 、
 脾
蔵
 病
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
詳
細
の
こ
と
ほ
休
泊
 

家
の
説
の
通
り
で
あ
 

と
 。
一
休
休
泊
家
と
は
何
か
 
、
 脈
を
取
る
医
師
は
下
 
医
 と
い
っ
て
い
る
所
か
ら
、
こ
の
休
泊
家
と
は
 

下
 医
を
云
っ
 た
も
の
で
あ
ろ
う
が
 

体
治
 家
と
は
字
の
如
く
身
体
を
治
療
す
る
者
と
い
う
 

意
 味
 で
、
精
神
か
ら
来
る
病
を
考
え
ず
、
た
だ
肉
体
だ
け
の
 

現
象
を
見
て
、
こ
れ
 

治
療
せ
ん
と
す
る
も
の
に
名
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

仏
教
か
ら
見
る
病
 
柑
は
 、
地
水
火
風
の
四
大
の
如
何
に
 
よ
る
も
の
で
、
 

老
身
体
 苦
重
 、
堅
 結
 序
病
、
 枯
痒
倭
盾
 、
 是
 地
大
病
 
。
、
、
、
、
 

相
 
若
虚
 腫
脹
 腔
 、
 是
 か
か
 痩
朴
 。
 若
 拳
鼻
 洪
熱
 、
骨
節
 酸
 楚
 、
 嘘
扱
頓
乏
 、
 

火
大
病
 

。
、
、
、
、
若
山
 

柑
 

懸
忽
呪
 、
喚
問
忘
失
、
 

是 を 、 る 4 本 あ 



相
の
部
門
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
道
世
は
こ
れ
に
 

続
 
い
て
 

ぬ
レ
是
 

種
種
、
皆
是
四
大
、
年
増
 

乍
損
 

、
 
致
 
。
有
三
 

病
疾
 

-
 
既
 
一
大
要
 

扁
則
 

、
三
大
昔
 

昔
 
、
展
転
音
柄
、
 

倶
 
圭
三
 

烈
悩
 

 
 

と
て
、
総
て
の
病
は
こ
の
四
大
か
ら
出
て
来
る
こ
と
を
 

明
か
し
、
「
 

仏
医
経
 

」
と
「
 

智
度
論
 

」
を
引
用
し
て
こ
れ
 

を
 
証
明
し
て
い
る
。
 

し
 

か
も
こ
の
地
水
火
風
の
四
病
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
百
一
病
が
展
 

閲
 
し
て
、
総
て
の
病
が
四
文
 

四
 
病
と
な
る
と
説
く
。
 

 
 

 
 

原
因
 
げ
た
 
原
因
 
は
忍
 

焦
隔
凝
寒
 、
 
口
如
 。
 含
 。
 霜
 、
 憂
暑
 童
姿
、
 
禾
 。
 嘗
 ニ
組
 慰
 ハ
食
不
二
消
化
 ハ
 恵
博
 咽
逆
 。
 

 
 

 
 

昔
風
大
増
刷
完
備
 胸
塞
 、
 肺
胃
否
隔
 、
手
足
 緩
弱
 、
 四
 体
痒
庫
 、
若
風
大
損
 則
 身
形
 扁
療
 、
気
裁
知
。
 線
 、
 

咳
噺
憶
嚇
 、
 咽
苦
 難
 急
 、
腹
圧
 背
廣
 、
心
内
 如
 。
 氷
 、
 頚
 筋
喉
脈
 、
旧
作
鼓
腹
。
 

と
 四
大
の
地
水
火
風
の
増
減
に
よ
っ
て
 、
 
い
ろ
い
ろ
と
 
身
体
に
変
調
を
来
た
し
て
病
気
に
な
る
こ
と
を
述
べ
 

動
転
疾
走
、
 
引
息
如
 。
 
抽
 、
 

て
い
る
。
こ
れ
は
天
台
の
病
 

 
 

 
 

 
 

 
 

着
火
大
増
刷
 挙
体
 炬
燵
、
焦
熱
 如
 。
 焼
 、
 

倖
癒
疽
腫
 、 
瘡
 痛
潰
澗
 、
膿
血
流
 溢
 、
 

臭
楠
 競
 売
 。 
着
 火
大
損
 則
 四
大
一
 ぬ
痔
 、
 

肺
 蔑
如
 レ
水
 、
 

U
 

唇
音
乾
燥
、
耳
鼻
熊
 閉
 、
五
歳
内
顧
、
津
液
体
 喝
 、
六
 肺
 消
耗
、
不
能
自
立
。
 

 
 

 
 

 
 

若
水
大
増
刷
膏
肉
腫
 満
 、
 

休
無
 -
 革
色
ハ
季
鼻
茎
 黄
 、
 

神
 顔
常
喪
 、
手
脚
 演
腫
 、
膀
胱
 賑
急
 。
若
水
大
損
 則
痩
削
 ぽ
立
、
筋
 現
脈
沈
 、 

 
  

 



で
あ
る
こ
と
は
、
今
も
昔
も
変
り
な
く
当
然
の
こ
と
で
あ
 る
 。
 

仏
教
の
特
色
と
し
て
は
次
の
坐
禅
と
業
病
と
い
う
こ
と
 で
あ
ろ
う
。
鬼
神
や
悪
魔
の
所
為
と
考
え
る
こ
と
は
、
 

こ
 れ
又
 他
の
民
族
に
お
 

い
て
も
、
い
つ
の
時
代
で
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
何
ら
 異
 
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
た
 だ
こ
こ
で
仏
教
医
学
に
 

お
 げ
る
鬼
神
や
魔
と
い
う
こ
と
は
、
民
俗
学
の
鬼
神
や
魔
 で
は
な
く
、
鬼
神
は
今
日
の
細
菌
を
意
味
し
て
い
る
も
 の
が
あ
り
、
魔
は
精
神
 

的
な
も
の
、
根
本
的
な
煩
悩
に
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
，
 
」
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 

彼
は
坐
禅
不
調
に
つ
い
て
は
、
特
に
多
く
の
頁
を
費
し
 て
い
る
が
、
坐
禅
の
仕
方
や
、
大
息
、
出
息
の
不
調
、
止
 観
の
不
調
、
思
 観
の
 

多
量
な
ど
ほ
、
い
ず
れ
も
 病
 と
な
る
原
因
だ
と
し
て
い
 る
 。
こ
れ
は
後
述
の
服
 気
 療
法
に
関
係
す
る
も
の
で
、
 

正
 し
い
人
息
や
出
島
 は
病
 

気
を
治
療
し
て
、
健
康
長
寿
と
な
る
法
で
あ
り
、
坐
禅
 ほ
 正
し
く
 治
 病
の
最
良
と
し
て
い
る
の
と
対
応
す
る
も
の
 で
あ
る
。
 

次
に
 魔
病
は
 
つ
い
て
は
、
鬼
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
が
、
 

鬼
 は
た
だ
身
を
病
ま
し
、
身
を
殺
す
も
の
で
あ
る
が
、
 

魔
 は
 則
ち
観
心
を
破
し
 

法
身
の
慧
命
 す
、
 邪
の
念
想
を
起
し
人
の
功
徳
を
奪
 う
 の
が
 鬼
 と
異
 る
 、
と
い
う
。
即
ち
行
者
が
坐
禅
の
時
に
利
 養
を
邪
念
す
る
に
よ
っ
 

て
、
 魔
が
い
ろ
い
ろ
な
衣
服
、
飲
食
、
 

セ
珍
 、
雑
物
を
現
 ず
、
 即
ち
歓
喜
し
て
 領
愛
 す
れ
ば
、
魔
は
心
に
入
っ
て
 病
を
成
ず
る
と
い
う
。
 

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
に
こ
の
魔
は
実
に
仏
教
的
な
も
の
で
 あ
っ
て
 、
 決
し
て
世
間
的
な
怪
異
な
悪
魔
で
は
な
く
、
 

仏
教
で
い
 
う
 煩
悩
で
 

あ
り
、
 貧
 欲
な
ど
の
三
毒
の
煩
悩
で
あ
り
、
更
に
は
 根
 本
 煩
悩
た
る
無
明
の
こ
と
を
 魔
と
 名
付
け
た
も
の
の
よ
 う
 で
あ
る
。
ま
さ
し
く
 三
 

群
 
毒
の
煩
悩
は
一
切
の
苦
悩
を
引
出
す
も
の
で
あ
り
、
 そ
れ
が
そ
の
ま
ま
肉
体
的
に
影
響
し
て
、
疾
病
と
な
る
 。
内
な
る
煩
悩
の
病
魔
は
 、
 

は
 

外
な
る
身
体
的
疾
病
を
も
た
ら
す
と
は
、
仏
教
 区
 学

の
特
長
で
あ
る
。
 

 
 

次
の
業
病
に
つ
い
て
天
台
は
こ
の
よ
う
に
説
明
 す
る
。
 
云
く
 

 
 

動
二
 先
世
業
 
-
 、
業
力
 成
レ
病
 、
遠
的
主
根
 -
 
、
 知
 。
有
ニ
 
所
犯
 -
 
、
若
殿
 罪
之
業
 、
 是
肝
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
 

船
病
、
飲
酒
罪
業
、
定
心
日
柄
、
 

婬
 罪
業
、
 是
 腎
 耳
痛
、
妄
語
罪
業
、
 
是
脾
 苦
痛
、
若
盗
罪
業
、
 
是
肺
鼻
 病
、
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Ⅱ
 
"
'
"
 

  で の 

が こ も 夷 病 疾 
あ の な 銭 相 浦 
る よ い で を を 

  て 病 認 、 ち 
に 少 " と め こ 序 

或 く 病 な る の の 
る と を り こ こ 丸目   

そ に そ る め の く 種の とは 現 も 導く 舌 、 とで 、 
れ 種 ね 。 病 ょ 情 実 か の あ 全 肝 
は 々 に し 源 ぅ 神 の の 病 る く 病 
病 多 適 か せ に 
者 方 合 し 探 し 

に 聞 す る 末 て 眼病、 四 仏教の 、 的の如 経験也 詳細な となる が、殺 
き 界 説 と 生 塵 肺   

る る も る こ し 

が舌 き おさぎ 又 種 ． と 元 

、 と っ め 臓 
心 い で な れ に   復す えで も 、 る 。 子 差 丈夫 法 病、 病と べる 得 ろ 医学 全く 臆病 

あ ィム 方 な る す れ に 仏 と こ 脾 
る な あ 教 な と 病 

ヶ @ - か 。と % 0 Ⅱ ， 耳～ 体 
そ は 病 に い 

れ 仏 気 す ぅ の の も の 痛 飲 
舌癌、 仏教い 病 って 独自 り眼 で、 

は 教 むこ る こ 診 あ 、 も と 酒 ， L 、 

病 独 は と と 断 る こ の   な や 臓 
と ヌ Ⅰ 白 、 か は も よ こ の と り 婬 病 
を の そ う 、 
退 ら れ こ 医 大はと " とこい ね盗病病 " のロ 
、 治 の に と 学 い 確 は ね み 因 と 

す が 相 に の に 実 売 は が な な 
る あ 応 あ 根 活 て   分 な 肝 る る 
と る 
い 筈 

す る 本 周 あ 謝 ら 病 こ と 

る め て   し る 明 ぬ や と 述 
う で、 治 は あ 待 と し 、 鼻 は べ 
ょ あ る す 得 こ の 、 て 

う る     る ら ， 病 垂 い 

ね "  、 #' ヱ ロ 。 " 
が ま 
あ で 。 ので る と、 れる 」で の原 理 的 

単 療 る も あ 例 ょ は 因 に 
た の こ な ろ え う 先 と ど   
る 根 と か 
科 木 ひ よ   

"  し かム 口 医学 ぅか の 。 （ ） なり、 7 機能 ぱ である （ ） 6 世の業 

理念 学的 れ 療 的 。 が 妄 に 

な と 文 法   な 如 請 お 
合 い 疾 何 が い 

理 ぅ ぅ 医 烏、 に 陣 て 
生 も ま 学 し 臓 も 

 
 
 
 

よ
 る
病
を
見
る
と
、
殺
生
、
 

倫
盗
 、
邪
婬
、
妄
語
、
飲
 酒
の
五
戒
を
犯
す
罪
業
は
、
そ
の
た
め
に
五
臓
五
根
の
病
 気
が
起
る
と
い
う
。
即
け
 

と
 、
先
世
の
業
に
よ
っ
て
の
 病
 、
今
世
の
破
 戒
 に
よ
っ
て
 、
先
世
の
業
を
動
か
し
て
病
を
な
す
も
の
、
今
五
根
を
 側
 に
取
っ
て
の
業
力
に
 

 
 

股
 二
五
戒
 -
 業
則
 、
有
二
五
歳
五
根
 病
起
 -
 、
業
 謝
 万
票
、
 

天
業
病
多
種
、
腫
脹
 黄
虚
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口 なか 世 

 
      

 
 
 

 
  

 

義
 で
は
な
く
、
病
め
る
人
を
救
う
と
い
う
、
仏
教
の
慈
 

恋
心
か
ら
出
て
来
る
献
身
的
な
愛
の
精
神
に
外
な
ら
な
い
 

と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
 

を
 持
っ
。
 

悩
め
る
病
人
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
 

精
神
的
で
も
、
人
類
の
救
済
は
仏
陀
の
誓
願
で
あ
り
、
 
菩
薩
 行
 の
 一
ッ
 で
あ
 

る
 。
そ
の
た
め
に
は
捨
身
の
行
を
も
 
敢
て
 行
 う
 の
が
、
 圭
 
口
 
薩
の
修
行
な
の
で
あ
る
。
一
切
の
衆
生
は
こ
れ
 

皆
 我
が
 父
母
な
り
と
す
る
仏
教
 

の
 同
胞
一
体
の
教
は
、
い
か
な
る
人
も
こ
れ
を
他
人
と
せ
 

ず
 、
い
ず
れ
も
我
が
一
族
で
あ
り
、
同
胞
で
あ
り
、
 

我
 が
 父
母
で
あ
る
と
す
る
 

考
え
方
は
、
病
人
に
対
し
て
、
絶
対
の
愛
、
即
ち
仏
の
 

慈
悲
心
を
以
て
こ
れ
に
接
し
、
眼
病
者
に
対
し
て
は
、
 

遂
 に
 我
が
眼
球
を
取
っ
て
 

を
え
 、
こ
れ
を
治
し
た
と
さ
え
伝
え
ら
れ
た
、
そ
の
 

物
 語
り
を
伝
え
て
、
（
 

8
 ）
治
療
者
の
心
構
え
と
し
て
い
る
。
 

更
に
中
国
の
仏
教
徒
の
内
に
は
、
か
か
る
仏
教
的
な
 

慈
 恋
心
の
下
に
お
け
る
看
護
治
療
の
実
際
が
、
 

僧
 伝
の
中
に
 散
見
し
て
い
る
。
 
こ
 

の
こ
と
は
後
に
も
触
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
 

捨
 鼻
 の
 行
す
 i
s
>
 

も
辞
せ
な
い
治
療
法
が
、
仏
教
の
も
っ
 

特
 色
 で
あ
る
こ
と
に
注
意
 

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

「
梵
網
経
」
の
四
十
八
種
成
第
九
に
 

若
 仏
子
、
見
目
一
切
疾
病
人
 

-
 
、
帯
広
 ニ
 
供
養
 如
レ
仏
無
 
，
 
異
 、
八
福
田
中
、
看
病
福
田
、
第
一
福
田
、
若
父
母
師
僧
 

弟
子
疾
病
、
諸
隈
 不
 

具
 、
百
種
病
苦
悩
、
 
皆
 供
養
 令
 。
 
差
 、
 而
 菩
薩
 以
ニ
瞑
恨
 
心
 -
 
不
レ
着
 
、
乃
至
 二
 
僧
房
中
城
邑
 晴
 野
山
林
道
路
十
 -
 
、
 ぬ
 。
 
病
 不
二
救
済
 
-
 
者
、
 

ぼ
犯
 三韓
 
垢
罪
 -
 

は
 
と
あ
る
。
「
梵
網
経
」
は
中
国
で
 

編
作
 さ
れ
た
も
の
 ら
し
い
が
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
役
割
は
実
に
大
な
る
 

も
の
で
、
大
乗
仏
教
の
戒
律
 

妨
 
と
し
て
、
「
四
分
律
」
や
「
五
分
 

律
 」
よ
り
以
上
に
 
、
 深
く
一
般
の
人
々
に
浸
透
し
た
戒
律
経
典
で
あ
る
。
 

天
 ム
ロ
大
師
智
者
に
よ
っ
て
註
の
 

 
 
 
 

畦
秋
 さ
れ
、
華
厳
の
法
蔵
に
よ
っ
て
注
解
さ
れ
た
こ
と
 

は
 、
こ
の
経
典
を
一
層
中
国
仏
教
に
お
け
る
確
固
不
動
 

 
 

中
 

書
の
内
に
疾
病
者
に
対
す
る
治
療
者
、
即
ち
看
病
人
の
 

心
得
が
述
べ
ら
れ
、
菩
薩
 
待
 と
し
て
義
務
付
げ
ら
れ
た
の
 
が
 上
掲
の
戒
で
あ
る
。
 

 
     



  

の の は す も と 

今 仙 波 原 、 る の 。 当 

に 用   
    
気ヌ 七 % 打 繁る。 蜜毛     二具 止昼 ム志、 山ハ いる。 に仏教 ならぬ 来る、 、観行 ったも 先ず 最 
万 天 屋 と と の の 初   
術 く 学 い 説 力 は の 不 

底 可二操 根 飲食の の ぅ 。 くので か、 大 、坐禅 。 
を 

なす 

と   
，思 か い 烏 、 四 面 
わ も れ 親 人 目 

  種 ば を 小 股 
る 々 快 調 @l 頁 傷 
  
の 窪 宇賀 志匝 

は る し っ 

ち 即 そ又れ病 、 。 むて 
治 れ 業 ば を 
療 ぞ 痛 快 得 
法 れ に 復 た 

次
に
前
節
に
掲
げ
た
天
台
の
「
 摩
詞
 止
観
」
に
お
け
る
、
 仏
教
の
治
療
法
を
具
体
的
に
眺
め
て
見
よ
う
。
 

三
明
二
泊
 
法
 -
 
、
宮
村
本
 レ
同
 
、
若
行
役
金
鉄
、
 而
致
レ
患
 者
、
 此
須
 二
方
薬
や
調
義
郎
 
差
 。
 若
 坐
禅
 不
レ
調
、
 

祥
 -
 
、
善
 調
 三
思
 
親
 -
 
、
万
町
 レ
差
耳
 
。
副
芽
 二
 
湯
薬
所
で
 宜
、
 若
児
慶
二
 病
 、
 此
須
 ニ
傑
観
行
力
、
 
及
 大
神
 呪
 -
 
、
 

「
止
観
」
 巻
八
 上
に
 云
く
 

而
致
 。
患
者
、
 此
 遺
領
二
型
 

乃
得
 。
 差
耳
 。
苦
業
病
者
、
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

ぅ
 こ
と
も
、
更
に
仏
教
医
学
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
は
 仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
一
部
門
を
な
す
も
の
と
考
え
る
も
 の
で
あ
る
。
 

る
 看
忙
 軽
垢
 罪
を
犯
す
も
の
だ
と
警
告
さ
れ
る
に
至
っ
て
 い
る
。
仏
教
医
学
に
お
い
て
、
治
療
と
い
う
こ
と
が
 如
 何
に
大
切
で
あ
る
か
、
 

 
  
 

し
か
も
看
病
は
八
福
田
中
の
第
一
の
福
田
な
り
と
、
こ
の
 病
人
治
療
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
医
学
 の
 特
色
で
あ
る
こ
と
に
 
ひ
 

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
福
田
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
社
会
福
祉
事
業
に
お
 げ
る
 
一
 根
本
思
想
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
の
治
療
と
い
う
 こ
と
も
、
看
病
と
い
 

仏
教
徒
は
一
切
の
病
人
に
対
し
て
、
必
ず
我
が
父
母
の
 如
く
、
文
仁
に
対
す
る
が
如
く
看
病
し
供
養
せ
ね
ば
な
ら
 ね
 、
若
し
こ
れ
を
 怠
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中国における 仏教医学 

痛 い と 

能所一時着用。 、 心 正坐 

      
説 と 気 置 。 熱 う ち 見 あ 正 芳   

繋 気   
    

と わ は 船 相 れ こ 病 を 息 膀 息 還 触 玉 

故 

  

熟解呉 レ 

五 明 る る 切 う い 止 の 、 し 

気 す か も の な こ 観 よ 外 て   
の 

満   置く や胸 る 。 ら、， 出る ので、 、 疾病は 時でも と虫に をなす にし う に 
や こ 息 、 除 一 か 持 て こ 衣 
両 ほ の か 心 ま に 相 と を 
脅 心 出 れ に れ は を が 解 ノりノ @ 
の を 入 る 精 た い 取 あ い 乃 
  
痛 止 は 、 進 よ る つ れ て 
み む 踏 と し う い て ば 身 

コヒ 
れ が い て な ろ 還 、 体 

戸瞥 行 レ ま、 う。 限界 思の っこ を 
の 気 で 
白、 j じ 烏、 あ 、 冷 あ の と に 

や は る 
一肩 調 か   

井 和 も て @ た に て     
の し で   
痛 て あ 
み る 

万 と   
 
 



                                                                                Ⅱ・Ⅰ   " ヰ Ⅰ 由 ． 

心
 の
 熱
 懐
や
 痛
頃
 の
た
め
食
の
出
来
な
い
も
の
、
小
漬
、
 

踏
下
 の
 冷
 、
上
無
下
 冷
 、
陰
陽
不
和
、
気
 
漱
 の
こ
の
 十
 二
種
の
病
気
は
皆
丹
田
 

に
 止
ま
る
。
こ
れ
ら
は
 
昔
 心
を
丹
田
に
止
む
る
こ
と
に
 
よ
っ
て
全
治
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

ヱ
 常
に
心
を
足
に
止
む
る
は
、
一
切
の
病
を
能
く
治
す
 

、
 そ
れ
は
五
識
が
頭
に
あ
れ
ば
、
心
は
多
く
上
 

録
 す
る
。
 心
は
風
を
使
い
、
 
風
 

は
 火
を
動
か
し
、
火
は
水
を
融
 
じ
、
水
は
 身
を
潤
す
 、
，
 
」
の
故
に
上
分
調
 
う
 て
し
か
も
下
命
が
乱
れ
て
諸
病
が
起
 

る
 0
 こ
の
故
に
心
を
止
 

も
る
の
が
最
も
よ
い
治
療
で
あ
る
と
。
し
か
も
現
実
の
 

経
験
と
し
て
、
 

今
 常
用
 屡
 百
二
 
深
益
 「
 以
レ
此
冶
 
。
他
、
往
往
 
昔
験
 、
 蒋
呉
 毛
筆
、
即
是
英
人
。
 

と
い
う
。
自
分
の
経
験
か
ら
更
に
他
に
す
す
め
て
こ
れ
 

な
 行
い
、
往
々
に
し
て
 
皆
 全
快
の
験
が
あ
っ
た
と
し
て
、
 
治
っ
た
人
の
名
前
進
 
挙
 

げ
 て
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
 

こ
こ
で
少
し
く
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
上
の
治
 

浅
せ
 説
明
し
て
い
る
中
に
、
「
皇
帝
秘
法
に
云
 

う
 如
し
」
と
 し
て
、
「
黄
帝
内
経
」
 

で
あ
ろ
う
漢
方
医
学
の
医
書
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
 

る
 、
金
木
水
火
土
の
五
行
思
想
と
病
と
の
関
係
を
論
ず
 

る
こ
と
は
、
漢
方
の
中
 

心
思
想
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ
の
五
行
思
想
に
よ
っ
て
の
 

治
療
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
医
学
が
中
国
化
さ
 

れ
る
所
以
の
も
の
で
、
 

中
国
の
仏
教
医
学
の
特
長
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
仏
書
 

医
 学
 は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
漢
方
医
学
と
調
和
し
融
合
し
 
て
 行
っ
た
も
の
で
あ
っ
 

-
@
o
 

キ
ハ
 

さ
て
次
に
気
を
以
て
治
す
る
法
で
あ
る
が
、
こ
の
 

気
と
 は
 、
又
次
の
息
 と
敦
字
 で
気
息
と
い
っ
て
い
る
そ
の
気
で
 
あ
り
、
病
気
、
元
 

気
 、
生
気
、
精
気
、
空
気
、
気
質
、
気
性
な
ど
の
気
で
 

あ
る
。
病
気
と
は
、
こ
の
気
を
病
む
か
ら
な
の
で
あ
る
。
 

特
に
道
教
で
は
気
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
し
、
眼
気
 

法
 と
か
 調
気
法
 と
か
、
こ
の
気
の
調
節
に
よ
っ
て
健
康
を
保
 

ち
 、
不
老
長
生
の
身
 

を
 得
る
こ
と
が
出
来
る
と
説
く
。
現
に
道
蔵
の
内
に
 

、
近
 く
は
「
 雲
笈
セ
鍍
 」
 巻
 五
六
、
五
 セ
 、
五
八
、
五
九
、
 
六
 0
 、
六
一
の
六
巻
に
 

一
日
一
っ
て
五
十
案
以
上
の
服
 

気
 や
調
 気
 、
 胎
 息
の
論
文
が
記
 
載
 さ
れ
て
い
る
。
 
い
 づ
れ
も
健
康
法
で
あ
り
、
養
生
法
 

で
あ
り
、
治
療
法
で
あ
 (180)  60 



 
 

 
  

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

し
ト
豆
転
 

  
中国における 仏教医学 

を " と て 六 かと れ " 

病気 で 騎 、阿 治 気 ば浩 

にまっ 脾蔵病 の呼吸 二五歳 - すると 

療 よ 呵 
てその 治 を 法に 者、 い う 。 
す っ 治 文 呼   

め が   
こ し 心 、 場 来 
の   " 合 る 

ょ 坪 嘘 を   
う と 治 見 冷 

    用 
  

々 ヰこ蔵 @ し腎ヘ " 
肉 病 、 治 
臓 を 庸 熱病 

ほ レ脾 を治 治療 呼 
療 し を 
す   用 
る 嘘 し 
の の 
で、 呼 乃 
あ 扱 至 
る 法 
が で 

疲 
労   し 

大 病 
気 を 
が ・ 治 

た時 

ン @ し 

一 廉 ひま 

臆 し 信幸 

を   の 

治 煕 呼 
療 で   
す 腎 法 
る 蔵 を 
万 病 用 
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て
 、
気
息
を
出
し
入
れ
す
る
か
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
 吹
 と
か
 呼
 と
か
い
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
恐
ら
く
口
伝
 で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
 

で
あ
ろ
う
。
 

云
く
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

若
冷
用
 。
 吹
 、
 
如
 二
次
。
大
法
㏄
無
用
 レ
呼
 。
 
百
 節
序
病
 用
 。
。
 嚥
 赤
泊
 レ
風
 。
 
若
煩
脹
 上
気
用
 レ
呵
 。
苦
使
 牡
用
 。
 嘘
 、
若
党
 倦
用
 。
 哺
 

 
 

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
な
ど
を
治
療
す
る
最
良
の
法
の
よ
う
で
あ
る
 。
 尚
 曇
鸞
に
は
別
に
「
療
育
病
難
文
 方
 」
一
巻
の
書
が
 あ
っ
て
、
百
病
を
治
療
 

す
る
方
法
が
述
べ
ら
れ
た
 よ
う
 で
あ
る
が
、
今
伝
え
 ろ
 れ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
 

さ
て
「
止
観
」
空
気
の
治
療
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
 矢
 張
 次
に
述
べ
る
 息
と
 同
じ
に
、
気
息
即
ち
呼
吸
法
な
の
で
 あ
る
。
 

用
レ
完
 
治
者
、
 謂
 、
 吹
 、
 呼
 、
 照
 、
 呵
 、
 嘘
 、
 噺
 、
 皆
於
 ニ
層
 
吻
 -
 
吐
納
 、
転
二
例
牙
音
 -
 
、
 徐
詳
運
 。
 心
 、
帯
。
 想
作
レ
 と
 
Ⅰ
 
ヌ
 

と
あ
る
。
 吹
 と
い
 い
呼
 と
い
い
、
 何
 と
い
 い
嘘
 と
い
う
 も
 、
こ
の
六
気
は
呼
吸
の
方
法
仕
方
で
、
層
や
 舌
や
、
歯
 や
 喉
を
ど
の
よ
 う
 但
し
 

（
㎎
）
 

こ
の
曇
鸞
の
服
 気
法
 に
つ
い
て
は
、
嘗
て
紹
介
し
た
こ
と
 で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
論
ず
る
こ
と
を
省
く
が
、
こ
れ
 は
 気
息
の
療
法
で
、
 

が
 
 
 
 
 
、
  
 

 
  

 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
内
に
は
仏
教
僧
の
達
摩
大
師
や
、
 

治
 病
の
書
で
あ
り
、
健
康
の
法
、
長
寿
の
 

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

曇
鸞
大
師
の
服
 気
 法
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
 明
ら
か
に
、
仏
教
の
服
 気
法
 で
あ
り
、
 

法
 な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仏
教
と
道
教
と
の
融
合
さ
 れ
た
、
中
国
の
仏
教
医
学
の
好
例
証
 と
 



(182)  62 

ろ は れ と あ な 平 と て ・ な は 法 

そ に い 。   
自ぬ 

と 

依 なら 役割を 肝 帯ぶ」 ことを って、 、隔月 病 者、 - であろ 。口 く を自由 って身 色心 相 るもの 方法で である 場合 る 

心 白目 ぅ は に 体 依 で あ が が 蔵 ， 
が " る " あ だ 

あ 
る     
依 
鳥、 
と 

も よ   
@ 已 @   
ワ @ し 

よ 
  治 
て 

起   
" の字にで " あ 吹 な 

る 

  
の 

て、   
  

呼 
の 次 う だ、 倫   を 

  
の ほ 阪の、 げ 媛 痛 
時   
の 想こ のと 衝 "     
女口 を 
き 
もよ 挙 美 和 煩 

げ 相     
'"," うて Ⅰ     
， 胃 、 か は の 
が、 偏 か て 所 験 別 気 る   

る な 士 
， 」 い 一 一 周 - 

を 
盛   
ん と が 息 出 膝 

であ 

に 、 で   息     ひ よ 

お 病 あ 治 用 に   し 鳥、 ち 
る     と ラ ス Ⅰ る い し 結 て は 出 
よ て 治 が レ之 。 る 、 跡 

嘘を 、 
い 日 ， 冑 、 

づノ @ @@ も 療   の た し 
知 に こ 

乏 
な 若 て   手 て   倦 



中国における 仏教区宇 

も
の
で
あ
る
。
 
報
息
 と
は
、
児
が
生
れ
て
独
立
し
て
、
 

母
 と
は
別
に
息
あ
る
が
如
き
を
い
 う
 の
で
あ
る
。
前
に
述
 べ
た
一
八
 景
は
 、
報
恩
 に
 

つ
い
て
想
を
帯
ぶ
の
で
あ
り
、
今
の
十
二
恩
 は
 休
息
に
っ
 
い
て
想
を
帯
ぶ
の
で
、
両
者
は
不
同
で
あ
る
と
説
く
。
 し
か
も
そ
の
息
に
よ
る
 

治
 病
を
説
い
て
 云
く
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
忌
冶
工
沈
重
 地
病
 -
 、
下
忠
治
ニ
幅
 懸
 風
病
 -
 、
焦
思
浩
ニ
 脹
満
 -
 、
満
忠
治
 二
枯
療
 -
 、
増
長
 息
 龍
生
二
長
四
大
 -
 、
外
 道
服
 気
祇
応
レ
服
 ：
 此
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
長
々
 と
予
耳
 、
破
壊
忌
敵
ニ
諸
 忙
膜
 -
 
、
 冷
 忠
治
。
 熱
 、
 媛
 
息
治
レ
冷
 、
 衝
息
 浩
ニ
 履
 縮
瞳
生
き
、
特
恵
浩
ニ
 悼
動
 不
安
 
-
 
、
 補
 恩
補
 ニ
虚
之
 -
 
、
 

和
息
 通
二
献
四
大
 -
 

作
 -
@
 息
 -
 時
 、
各
 随
 二
心
想
 -
 昔
ム
平
成
就
 -
 、
細
 和
 ニ
諸
病
 -
 
月
ニ
 諸
 恵
 -
 、
勿
 ニ
謬
用
 -
 

と
 。
十
二
息
の
詳
し
い
説
明
が
な
い
か
ら
充
分
に
こ
れ
 を
 知
る
を
得
な
い
が
、
息
の
し
か
た
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
 れ
の
病
気
を
治
療
す
る
 

こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
、
し
か
も
そ
の
思
の
場
合
は
よ
く
 そ
の
病
気
を
見
極
め
て
か
ら
、
何
の
息
を
用
い
る
か
を
 定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
 

で
、
息
の
し
か
た
と
病
気
が
一
致
す
る
 よ
う
 に
任
意
せ
ね
 
ば
な
ら
ぬ
、
誤
っ
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
 る
 。
 

次
は
第
四
の
仮
想
に
 よ
 る
治
療
で
あ
る
。
 
云
く
 

四
 仮
想
治
者
、
前
気
息
中
兼
帯
用
 レ
想
 、
今
専
攻
 ニ
 仮
想
 一
 為
 。
 治
 、
知
工
 弁
師
治
 。
 堰
法
 -
 
、
 
如
二
患
 。
搬
入
用
。
 針
法
 -
 、
 如
 ，
河
合
中
庸
 二
媛
 

蘇
 -
 
治
二
ヵ
 損
 -
 法
 上
、
 如
 三
香
。
 蛇
法
 -
 

と
 。
こ
れ
は
前
の
息
の
中
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
気
息
 中
の
仮
想
を
特
に
取
り
出
だ
し
て
、
仮
想
療
法
と
し
た
も
 の
で
あ
る
。
 

讐
え
 。
は
 
高
 

麗
 の
 弁
師
が
、
痩
 と
い
う
「
で
 き
 も
の
」
を
治
す
の
に
、
 

蜂
の
巣
を
想
悔
し
 、
 蜂
の
子
が
巣
か
ら
出
て
穴
を
穿
っ
 と
、
 
膿
が
流
れ
出
る
。
 

お
で
き
は
丁
度
蜂
の
巣
の
よ
う
に
大
だ
ら
け
と
な
っ
て
 、
 膿
も
そ
こ
か
ら
出
て
し
ま
う
、
 

と
想
心
 成
ず
れ
ば
、
 

そ
 の
お
で
ぎ
も
次
第
に
治
 

っ
て
行
く
と
い
ら
。
文
繍
と
い
腹
の
内
の
病
も
同
じ
て
、
 

坐
禅
気
息
し
な
が
ら
、
針
を
入
れ
て
こ
れ
を
破
っ
て
 、
 
そ
の
し
こ
り
を
取
っ
て
 

し
ま
う
と
仮
想
し
て
、
こ
れ
を
治
す
法
で
あ
る
。
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   Ⅰ 一                           

次
は
五
の
観
心
の
治
療
で
あ
る
。
 云
く
 

五
 観
心
治
者
、
不
。
 
帯
ニ
想
息
 -
 
、
直
観
 ニ
 旅
心
 -
 
、
内
外
 推
 求
 、
心
不
 レ
可
レ
 
得
、
病
来
信
 レ
誰
 
、
 誰
受
レ
 病
者
 

と
 、
こ
れ
は
少
し
の
 想
 息
も
な
く
、
純
粋
の
観
心
で
、
 一
 心
 に
観
心
の
行
に
は
病
気
も
幅
ら
な
い
が
、
病
も
亦
 治
 さ
れ
る
。
そ
の
 例
 と
し
 

（
 
2
 
l
 ）
 

て
 「
節
行
 弘
快
 」
第
八
に
ほ
帝
猷
禅
師
の
腫
 満
病
が
、
観
 力
 を
用
い
て
次
第
に
快
 癒
 し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
 

次
に
方
術
に
 よ
 る
治
療
法
で
あ
る
。
 

六
方
術
治
者
、
 術
 事
不
 レ
知
則
遠
 
、
 知
レ
之
則
近
 
、
 如
 二
泊
 
。
 
嚇
法
 -
 
、
如
 ニ
泊
。
 
歯
法
 -
 
、
知
了
 捻
二
 大
指
 -
 
治
 。
 肝
 尊
上
。
 

術
事
 浅
近
、
体
孝
三
具
 幻
 -
 
、
 非
二
 出
家
人
所
で
 
須
 、
元
木
 レ
 
須
レ
学
 
、
学
 須
二
急
華
 
（
 
-
 （
乃
至
）
若
月
 遷
 。
 
名
射
レ
利
 、
 喧
 二
動
 
時
俗
 -
 
者
、
別
足
 

魔
幻
魔
偽
 、
 急
棄
急
棄
 。
 

と
 。
方
術
療
法
が
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
出
家
人
の
 使
用
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
学
ぶ
べ
ぎ
で
は
な
い
、
 学
 ん
で
い
た
な
ら
す
ぐ
さ
 

ま
 棄
て
去
れ
 よ
、
 利
の
為
に
こ
れ
を
使
用
す
る
が
如
 き
 に
 至
っ
て
は
、
全
く
魔
の
所
為
と
な
る
。
急
い
で
棄
て
去
 

 
 

る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
が
実
際
を
掲
げ
 、
方
術
と
し
て
の
呪
文
を
一
三
一
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
 
治
療
に
は
間
違
い
な
い
 

が
 、
危
険
が
伴
う
 な
 以
て
注
意
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
で
一
応
止
観
の
治
療
法
の
説
明
が
終
っ
て
 、
 次
に
 病
患
に
対
し
て
の
損
益
と
、
更
に
止
観
と
の
関
係
を
論
じ
 て
 、
こ
の
章
を
終
え
 

る
の
で
あ
る
が
、
損
益
を
明
か
す
中
に
 

大
世
間
医
薬
、
費
 レ
 
財
用
レ
エ
。
 又
 苦
渋
 難
 。
 服
 、
多
 二
諸
林
 
弩
ザ
 、
特
養
 惜
レ
 
念
者
。
 死
計
将
餌
 、
今
 皿
ぎ
 一
文
 之
 賢
 -
 
、
不
。
捷
二
半
日
 
之
 

 
 

 
 

禅
師
が
こ
の
 媛
 蘇
の
法
に
よ
っ
て
 、 
彼
の
難
病
を
治
療
 し
た
こ
と
が
、
「
夜
船
閑
話
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
 @
 」
ろ
の
、
そ
の
仮
想
療
法
 

 
 

1
8
4
 

（
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

す "* さヰ @ み 「 t. を・ マさ や         
  

又 
  

肌 W 胆 「   
阿 
含 
経 
」 

の 

セ 

十   
  
法 
の 

内 
の 

暖 
蘇 
の 

法 
と 

@ Ⅴ 

わ 
れ 
る 

も 

の 

    

れ 
も よ 

「 

油蝉 

病 
秘 
要 
経 
」 

T 
ひ @ L 
  
出 
て 
  
る 

  
の 

で、 

白 
隠 
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㌔ - 中国における 仏教医学 

っ て い 下 

て 、 て の 仏   
ば か 仏 で 学 

は しら 薬のりお 教 あ に 
屠 を 楽 又 げ 
殺 作 物 着 ろ 特長 禁止 らな の作 講で 

合 い 成 あ の 
が こ は る 最 
田 と 、 が た 
さ で   沃 、 る 

れあ 、 って教の し 仏も 

にあ 祭礼 ま た 、 生類 

の 低 か っ そ 
構 陥 も て の 
牲 の こ も % 台 

を 慈 れ 楽 療 
や 悲 が 物 に 

め の 原 を あ るも て、 精神 料を 使用   
を 中 な こ あ 
奴 国 い と っ 

て に と は て 
こ お い 当   

ね い う 然 そ 
に て こ で れ 

代 、 と あ が 
え 梁 で っ 上 
た の 

あ ㌔ 毬   
で や か 神 
あ 地 動 し 的 
っ 斎 物 こ 療 
た の や の 法 

。 文 鳥 楽 で 
梁 宣 食 物 あ 武帝 帝 そ生の のそ り、 
も ま の 物 も 止 
天 位 を の 気 
監 に 殺 に 息 
干 よ し お 以 

65@ (185) 

る ま っ て 云 と と   っ 国 益 医 苦 
芳村 ， 已 、 "  "  ま 

は か 為 昏 さ   
又 し ぶ の   
た て 。 治 盗       

の 仏り 教 、 小物し 少 へ て 

    
も 道 が 医 肯 

そ 克之 で雰行   に よ 大 勝 之 
あ 常 是 に 拘 っ 切 れ   
っ 苦 持 対 し て で る 庸 
た 聖 威 応 て 衆 
か 無 下 し 

、 を 者 
、 痛 い 読 本 

ら 、 亜実、 、 伝 口 

療 別レ貨 く、 はない一心に かなる 人 。 
な 。 病 々 " 

れ た 気 は 韻 
@ と も 金 高   

っ， 苦 。 赤 是 @ ナ 

和寡 りこれ 、必ず 、 え多少 その 沿 

， 亡 @ や の 法 に 吾 
佐巨 ユ " 三王 l@ 二 " @ Ⅹ そ 違 を ょ 甚 

劣 の 返 信 ら 傷 
無 

局弓 

常、 不 。玄 効果があ ぜね 力し ょ 、 
は っ ば の 

無   現 て 益 は 

態安 我の 忍 われ もな 、 しだ 甚 
道   る 冥 と 残 
理   力 ぃ 念 
@- @ 
達   
す 

であ ともに ょ ぅ 。 
日疋 云 っ 又 る 
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  つ こ   な を 経 聖 
こ ど 設 典 功 徳 

は 仏 て に 薬 は 浄 疾 衛 ら又 いれ尚は義が 間で広 " く " 密 其こが " げに論人 
い 教 の ょ 物 ろ は 病 生 身 他 に 数           子 注 え 薬   装荷 一切の 治療にずれも研究はったで 及 の名 び、 四 「南海 t ヵヵ こ 、、 学 に力 体の滋 意さ られ 侍 に し てよ はあ 

精 つ 省 あ び 大 寄 ら を 養 植 る て 薬 こ つ り 

補 い 略 ろ そ 調 帰 ぬ 注 初 物 べ い と れ て の   
法 僧   、 調 て 巻 に 

の ィ天   いて る用な 実四 薬魚 、 、 薬じね と エ 病 にの こ 

部 に   薬 合百三 、 病の積もいどの 肉 七車内孫   そ 更 の 先 極 の ら が 下 は 日 国 な 統 
属 く 

す 見 のに も 病ら 起体 病にあ 的で れ挙慢 て げ 大薬 慈と 仏 教の属 どに 
る る 

も と   
の こ 

で ろ 関る し 服 よう 結 の する この こと て雙を薬食物 ぃ 断の肉が 
あ の 
る も 

  漢 法 あ 「 来 園       
部 術 
@@ - 化 @ - と に 

- 旦 よ 

つ る 
て 治 

分 療 
類 で 
す あ 諸 

れり は、 
多 に 疾 汁 な 千 分 取 

、 経 
相 輿 

  し 乳 道 服 紗 も 

く な 
の ど   
名 は   
目 よ         
が る 医 
出 ・ # 台 命 中   
さ 療 こ 国 化 @ 目 

証 こ   
れ で こ の 行   
る あ 。 謝 り 

棄 教 で・ 仏 かず 医 くも 密 て いに 内薬が 受、 父 - 
でる あ 。 物 徒 v@ 目 は も よ 、 る 魚 浄 人 
ろ こ に ち 新 人 の り 石 。 内 篇 乗 

六
年
へ
正
一
 ヒ
 -
 に
 天
下
の
大
医
に
勅
し
て
、
生
類
を
以
 て
薬
 と
な
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
（
 広
 弘
明
色
 T
 二
 O-
 。
 
の
 は
こ
れ
で
あ
る
。
我
が
 
6
 

 
 



(
@
 陣
 か
 
㌦
 

六
 、
治
療
に
活
躍
し
た
人
々
 

仏
教
医
学
の
立
場
か
ら
論
ず
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
 

仏
 教
徒
は
悉
く
治
療
に
活
躍
し
た
人
々
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
 

よ
い
 0
 病
の
原
因
が
 

精
神
的
肉
体
的
両
面
を
主
張
し
、
そ
の
治
療
を
精
神
的
 

療
法
に
重
点
を
置
き
、
し
か
も
疾
病
の
現
象
的
な
治
療
 

ょ
 り
も
、
積
極
的
に
疾
病
 

発
生
の
予
防
的
治
療
に
主
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
 

考
 5
8
 時
、
仏
教
徒
の
教
化
事
業
も
 
、
 い
ろ
い
ろ
の
仏
教
 
行
 専
も
、
直
接
間
接
に
人
 

々
に
対
す
る
精
神
衛
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
仏
教
 

徒
は
悉
く
治
療
者
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
 

 
 

し
か
し
こ
の
立
場
に
お
い
て
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
は
、
 

余
 り
に
も
広
範
囲
と
な
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
一
般
に
考
 

え
ら
れ
る
直
接
疾
病
 

に
 苦
し
む
人
々
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
治
療
し
た
か
を
 

眺
 め
て
 見
 支
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
も
又
枚
挙
に
違
 

の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
 

ら
 、
そ
の
内
の
二
三
の
特
殊
な
例
を
眺
め
て
、
他
の
一
般
 

を
 察
す
る
こ
と
と
し
ょ
う
。
 

先
ず
彼
等
の
活
躍
の
 一
ッ
 と
し
て
病
院
設
立
が
あ
る
。
 
最
 も
 有
名
な
の
は
 唐
代
 に
お
け
る
悲
田
蓑
痛
切
で
あ
っ
て
 

、
各
寺
院
に
設
げ
ら
 

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
貧
病
者
収
容
の
病
院
で
あ
っ
た
。
 

洪
 肪
 禅
師
が
 陳
 川
城
中
に
電
光
寺
を
建
て
、
そ
こ
に
痛
切
 

を
 置
い
て
、
常
に
病
者
 

  

数
百
人
を
収
容
し
て
い
た
 
ょ
 5
 な
の
は
、
大
規
模
の
病
 
杢
 
口
と
Ⅰ
 

リ
っ
 
て
よ
、
で
士
の
 

。
Ⅰ
 

ら
ぅ
 
-
6
 

）
Ⅰ
南
斉
の
文
恵
太
子
が
弟
の
 

文
宣
王
と
共
に
一
八
 

疾
館
 

 
 

疾
患
者
の
収
容
所
を
寺
院
内
に
設
け
た
 
宙
伝
 己
と
い
 ぅ
も
 、
 又
 斉
の
都
邑
僧
正
法
 

脾
頴
が
 、
信
施
を
以
て
 
薬
 蔵
を
造
り
案
 伝
 十
一
）
 
、
惰
 の
慧
達
が
楊
都
 
の
大
面
に
大
楽
蔵
を
建
て
た
宮
仕
二
九
 

）
と
い
う
の
も
 
同
 例
の
 一
ツ
 

 
 

肋
 
で
あ
ろ
う
。
 

邸
又
 特殊
な
病
気
と
し
て
、
癩
病
に
つ
い
て
考
え
て
 

見
て
も
、
中
国
に
早
く
か
ら
こ
の
嫌
わ
れ
た
病
が
あ
っ
 

た
も
の
で
、
仏
教
徒
は
特
に
 

中
 
こ
れ
に
力
を
尽
し
た
 
よ
う
 で
あ
る
。
中
国
の
文
献
で
 
は
こ
の
癩
病
即
ち
レ
プ
ラ
の
こ
と
を
、
語
の
ま
ま
に
 
迦
 摩
羅
、
或
は
迦
 
末
罹
と
出
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の 一 の を し 前 6 病 
のま正出 こ で こ 着   註               。 なこ唐 へ あ との 

4 3 2     十 一 と い で 伝 っ を 膿   
年 九 に に の決 終っ者の六一 乙 こ。 以て 

仏 数表 佳辰判例 決 。 え 年度 挙 ぐれ こ あ た 、 唐 目 潰 
医 本書 は 綻 べ ら 
学 月 天 犬 合 ぎ の 
に 樵氏 塚 
つ 民音 敬   

自 

の う の   （ 圭   
大 医 概 方   医学 O に れ 
大 仏工 」   外 
粟 散八 三 
博 」 年 一 爪 、 な 

一 か     
    
） た Ⅰ   

然 
明 し 
氏   
      

著 れ 
が 

「仏心研究」 「 @ 
方 
」 

仏 
教 

      医 
文化」 が出さ と   学   

年 の て 

  
れたが 所収） 

頁 
の 

参       
回 想   二 を 
氏 原 

な た 、 

  登 
  氏 あ 
    著 り、 な 
  

「 @ 「 今   
  方 日   
教 医 の と 廠 に は 揺 
衛 学 
生   

医 い を 洗 し 唐 を 

学 再 学 わ 患 濯 て 疾 ょ 

」 認 と れ ぅ し こ 烏、 く 

「 識 」 異 た 者 て れ 着 津 
    な 
教     る （で 唐 " 一着 " をのめ 収て 
医   も 伝 膿 生 蒲 谷 や 

  

 
 

外
に
文
献
に
癩
病
と
思
わ
れ
る
文
字
に
、
 

痩
 、
天
刑
病
、
 
統
痢
瘡
 な
る
病
が
あ
る
。
 

 
 

今
 こ
れ
が
治
療
に
つ
と
め
た
人
々
の
二
三
を
見
る
と
、
 

惰
 の
沢
 州
の
道
 舜
は
 、
 痛
 病
患
者
の
村
々
を
 巡
 廻
し
て
 供
 養
 を
受
げ
な
が
ら
、
㏄
 

 
 

し
、
 

或
は
黄
病
、
癩
病
、
悪
 垢
 と
い
っ
た
。
癩
病
に
白
 癩
 、
 赤
 癩
の
区
別
を
設
け
て
、
今
日
の
結
節
 癩
 、
神
経
痛
 を
 示
し
て
い
る
。
こ
の
 

 
 



中国における 仏教医学 

学
 」
の
研
究
が
あ
る
。
 又
 長
谷
川
 卯
 三
郎
医
学
博
モ
 の
 「
医
学
 輝
 」
、
佐
藤
幸
治
博
士
の
「
心
理
 輝
 」
が
あ
る
。
 
又
 服
部
敏
 良
 氏
の
 
「
奈
良
 

時
代
医
学
の
研
究
」
な
ど
が
共
に
参
考
書
で
あ
る
。
 

（
 
5
 ）
原
本
大
正
蔵
の
仏
東
経
に
よ
れ
 
ば
 、
「
下
駄
」
が
「
 不
 食
 こ
と
な
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
不
食
よ
り
は
 不
 臥
の
方
が
正
し
 い
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
6
 ）
大
日
方
博
士
 
著
 「
仏
教
医
学
の
研
究
」
三
章
「
仏
教
区
 学
の
特
色
」
四
節
「
業
の
間
 題
 」
参
照
 

（
 
7
 ）
同
上
参
照
 

（
 
8
 ）
道
世
の
「
法
苑
珠
林
」
 
巻
 九
十
五
、
病
苦
篇
眼
病
邦
に
 「
弥
勒
 所
問
経
 」
を
引
用
し
て
、
月
明
王
が
盲
人
に
自
分
の
眼
 
球
を
布
施
し
た
話
 

を
 記
し
て
い
る
。
 

-
 

（
 
9
 ）
拙
著
「
 唐
 化
仏
教
史
の
研
究
」
四
章
「
仏
教
と
社
会
事
 業
 」
参
照
 

（
 
騰
 ）
拙
稿
「
曇
鸞
の
長
寿
 
法
 」
（
東
方
宗
教
）
十
八
号
参
照
 

（
Ⅱ
）
直
木
公
彦
氏
著
「
白
隠
の
健
康
法
と
逸
話
」
。
野
村
 端
 城
 民
音
「
白
隠
と
夜
船
閑
話
」
参
照
、
 

（
は
）
 坐
祀
 、
観
心
、
気
息
と
疾
病
治
療
の
関
係
に
つ
い
て
は
 、
上
述
の
長
谷
川
 卯
 三
郎
博
士
の
「
医
学
 祀
 」
、
大
日
方
博
士
 の
 
「
仏
教
区
宇
 の
 

研
究
」
三
章
五
節
「
 坐
祀
と
 身
体
医
学
」
に
詳
し
い
。
参
照
さ
 れ
た
い
 0
 

（
 
ち
 ）
「
四
分
律
」
 
巻
 四
二
葉
緯
度
、
参
照
 

（
 
4
t
 
）
「
担
架
 経
 」
 巻
四
 、
巻
十
八
、
「
 入
構
 枕
経
」
 巻
八
 、
 「
梵
網
経
」
 巻
不
 参
照
 

（
 
騰
 ）
「
法
苑
珠
林
」
 
巻
 九
三
、
酒
肉
篇
参
照
。
 

（
 
騰
 ）
拙
著
「
 唐
 化
仏
教
史
の
研
究
」
四
章
二
節
「
悲
田
 養
病
 坊
は
 つ
い
て
」
参
照
 

（
Ⅱ
）
高
斎
書
巻
 三
 一
文
恵
太
子
の
条
、
趙
翼
の
嵌
余
業
者
 
」
晋
三
 セ
 参
照
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し
 



  
  

  

」 薫 ㌔ 

  
 
 
 
 

聴
前
 論
文
「
 
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
神
と
人
間
 

と
の
 
一
 
」
（
宗
教
研
究
一
八
三
号
）
の
後
半
に
於
て
 

、
ェ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
が
「
 

ニ
ー
一
 
」
 

 
 

 
 

 
 

が
 於
て
は
創
造
主
で
あ
り
人
間
と
の
関
係
に
於
て
は
 

更
 に
 教
主
で
あ
る
所
謂
 

神
 （
 
m
o
d
 

）
に
対
し
て
、
特
に
神
 

性
 （
 
m
o
 
目
の
 
@
 
（
）
と
呼
び
、
 

そ
 

映
し
て
こ
の
神
性
を
神
の
根
底
（
 

帆
 
（
 
仁
呂
 
）
と
し
た
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
相
観
に
関
し
て
 

前
 論
文
の
最
後
で
、
 

「
如
何
に
し
て
、
人
間
と
の
 

 
 

ぬ
 
㎞
関
係
か
ら
退
 

「
神
の
根
底
」
 

き
 即
 
自
身
に
還
っ
た
如
 

「
魂
の
根
底
」
と
云
 

き
神
 
う
ェ
ッ
ク
ハ
 

自
体
が
 
、
人
 

 
 

背
後
、
神
の
自
体
へ
と
云
う
 
そ
れ
に
対
す
る
答
と
し
て
、
 

い
 

 
 
 
 

ぬ
 追
究
は
 
、
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
に
と
っ
て
は
、
魂
が
自
分
の
 

根
底
を
窮
め
、
そ
の
本
源
に
還
帰
す
る
と
云
 

う
魂
 
自
身
 
の
 問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
 

M
 
 
よ
う
な
聯
関
の
う
ち
に
 

ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
の
独
自
な
 

魂
 の
と
ら
へ
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

前
 論
文
に
於
て
「
 

ニ
ー
一
 
」
神
か
ら
「
 

一
 
」
 神
 7
 

ついて 

一 

上
田
 
閑
照
 

フ
ミ
由
の
田
の
Ⅱ
 

の
思
想
に
 已

の
オ
 
プ
ロ
 
ユ
 に
於
け
る
「
突
破
」
 

つ
い
て
 



自 体 （ 覚の 出 介さ 「 以 
こ れ 揚 っ に 

こ た 合 て 於 
て   も も 」 て 

は の 上 働 は 
感 と 級 く 魂 
覚 し の と は 
像 て 清 三 一 
か 間 補 う 切 
ら 接 的 の 働 
概 的 諸 は ぎ 
念 で カ   を 
や あ の 魂 な 
膨 る 場 の さ 
柏 。 合 働 ず 

  
を 、 て て、 の 

  

か 

  

すい   
田 の て の カ 

の 産 媒 感 を 

別 
@ し ； @ 
の ら 
区 ひ 
男 吐 き 

の 出 
大 し 
要 て 
は 来 
吹 る 
0 案 
如 在 
く 上 
で、 の 

帰結で 

魂 はそ 
の 

諸 
カ 
を 
以 
て 

@ 「 
@ 
」 

  
Ⅱ コ ）   

年の コ 

オ   

の Ⅱ   
  
  

ヨミ @ 

パガ の コ ） 

） 

の 

ヰ @ し 

文才 

し 
て 

そ 
の 

へ
、
更
に
「
 
一
 」
そ
の
も
の
へ
と
云
 う
 思
弁
的
徹
底
の
面
 で
 見
た
の
と
同
じ
事
を
、
今
度
は
 、
 魂
が
そ
の
本
質
に
 目
覚
め
そ
の
根
源
に
還
 

瀕
 し
て
行
く
と
云
う
実
存
面
に
於
て
と
ら
え
、
 

ヱ
 "
 ク
 ハ
ル
ト
の
神
秘
主
義
の
本
領
を
探
ろ
う
と
す
る
の
が
こ
の
 小
論
の
意
図
で
あ
る
。
 

先
づ
 
「
魂
の
根
底
」
（
的
（
 仁
 三
色
目
の
田
 0
 ）
と
云
う
 ヱ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
考
え
方
に
就
い
て
基
本
的
な
概
念
を
得
て
 お
か
な
け
れ
ば
な
ら
 

ね
 。
神
に
於
て
そ
の
「
 三
 ー
ニ
 性
 と
本
質
又
は
自
体
 と
が
 分
 げ
ら
れ
た
如
く
 、
 魂
に
関
し
て
も
そ
の
本
質
、
自
 体
 
（
の
 
仁
 す
の
ヰ
リ
 

コ
ゴ
 
の
が
二
丁
 

ヨ
が
 の
 ，
の
 ㏄
の
の
コ
ヱ
が
い
 

臣
 ）
 
ヨ
リ
 の
・
 
ミ
 の
の
の
二
年
 

e
 Ⅱ
の
の
 
-
 
の
 ・
 隼
 Ⅰ
 
偉
 の
ゆ
 
胡
 
）
 
コ
 目
の
巴
 サ
 0
 コ
）
 
と
諸
力
 
（
で
 
0
 （
の
二
目
ゅ
 

の
 ㏄
二
）
目
口
 

の
 。
 ガ
 Ⅱ
㏄
ハ
 

%
 の
 宙
 e
 Ⅱ
の
の
り
の
）
 

と
の
区
別
が
基
礎
に
な
る
。
魂
の
諸
 力
 の
ま
と
め
方
そ
 の
も
の
に
は
特
に
変
 っ
 

即
ち
、
感
覚
、
共
 通
 感
覚
か
ら
始
ま
り
、
 

強
固
有
の
働
き
の
内
に
下
級
の
諸
力
と
上
級
の
諸
力
 と
 が
分
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
下
級
の
諸
力
 は
 、
分
別
 カ
 
（
 
ヴ
 の
の
の
下
の
田
の
コ
す
の
 

ぎ
 ）
 ハ
 

怒
り
（
 き
目
戟
ぎ
 ）
、
欲
求
③
 e
 潟
目
コ
 的
の
）
の
三
を
摂
 め
 、
上
級
の
諸
 力
は
 、
 保
 威
力
と
し
て
の
記
憶
（
の
片
口
の
 目
 ド
ゴ
 
臼
円
 の
目
色
）
 

仁
客
 Ⅰ
 
曲
 Ⅱ
 
円
 
）
 、
 

理
性
（
 セ
の
 
Ⅱ
二
ロ
 

臣
 （
（
。
 

づ
 。
Ⅰ
の
（
の
コ
日
 

オ
臼
丑
 
）
、
恵
壬
 心
 （
セ
 
イ
ミ
 の
 ）
の
三
で
あ
る
。
こ
の
上
級
の
三
つ
の
 力
 は
屡
々
「
精
神
 」
（
 帥
 立
耳
）
と
し
て
ま
 

と
め
ら
れ
、
父
神
の
「
 ニ
ー
一
 」
性
を
写
し
た
所
謂
 被
 造
 約
三
一
性
（
 宙
ぎ
円
 
（
㏄
の
 
c
r
 
の
の
（
 

ゅ
ぎ
 
㏄
日
日
が
）
 
と
 見
ら
 れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 

に
 独
自
な
事
は
、
こ
れ
等
の
諸
 カ
と
 魂
の
本
質
そ
の
も
 の
と
の
質
的
な
区
別
、
正
確
に
云
え
ば
、
こ
の
区
別
の
と
 ら
え
方
、
殊
に
こ
の
 区
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Meister Eckhart に 於ける 「突破 」の， 巴想は ついて 

ぉ
 凹
に
移
し
入
れ
ら
れ
そ
こ
に
模
像
乃
至
写
像
で
は
な
 く
 第
二
の
原
像
が
生
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
 
ょ
う
 な
 考
え
方
か
ら
す
る
と
、
 

神
の
自
己
内
に
於
け
る
神
の
像
と
魂
の
内
に
於
け
る
 神
 の
像
 と
の
常
規
の
神
学
的
区
別
（
円
 
目
宅
 Ⅰ
三
と
 
注
 ～
 
ヨ
の
㏄
ト
ロ
の
日
色
の
）
）
の
 

克
 

販
 が
実
存
の
最
関
心
事
と
な
っ
て
来
る
。
 い
 づ
れ
に
し
 て
も
以
上
の
意
味
で
神
が
自
己
を
像
っ
た
所
、
神
が
 
そ
の
金
ロ
 の
 （
 
め
 Ⅰ
の
と
 金
 

妻
 の
の
の
 

コ
 と
を
 以
 っ
て
転
入
し
て
来
た
所
、
そ
れ
が
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
魂
の
自
体
で
あ
っ
た
 0
 又
 、
こ
の
 よ
 う
 に
魂
の
自
体
は
そ
 

こ
に
神
が
宿
り
住
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
「
神
の
家
」
 と
も
云
わ
れ
て
い
る
（
 し
 0
 日
 拐
 
年
立
の
 降
ぢ
 崔
の
お
 の
コ
ゴ
曲
 
P
 目
ト
 
日
が
の
 
，
の
仁
ト
 73 (193) 

内
に
神
は
そ
の
 会
コ
笘
め
ハ
 
の
と
 
毛
 e
 馨
 と
を
注
入
す
 る
 。
従
っ
て
そ
の
 
庄
こ
 の
は
、
神
の
日
も
（
の
の
 充
 溢
か
ら
の
直
接
の
涌
出
 

（
 
p
N
 
ヴ
 「
 
建
臼
り
ぎ
 口
の
（
 
コ
が
 
（
 
め
 Ⅰ
の
）
 
ポ
 
Ⅰ
あ
る
。
こ
れ
は
、
 鏡
 に
 映
像
が
写
さ
れ
る
如
 き
 関
係
以
上
で
あ
っ
て
 、
 像
の
 内
に
原
像
そ
の
も
の
が
 

 
 

（
 
廿
 
4
 ）
 

度
 し
た
把
握
が
あ
る
。
 
ヱ
 "
 ク
ハ
ル
ト
に
 
ょ
 れ
ば
神
が
 、
 醜
に
於
て
 ｜
 正
確
に
云
え
ば
 魂
 と
し
て
自
分
自
身
を
像
 る
 時
、
そ
の
 
荘
ニ
 の
の
 

如
何
な
る
す
ご
口
の
も
写
さ
れ
て
い
な
い
無
 
相
の
 
（
ま
三
の
 

し
じ
心
地
で
あ
る
。
 

所
で
以
上
の
 
"
 村
の
 
ぃ
 
コ
ミ
 轄
 n
"
.
 
,
 

ゆ
コ
 
e
 
a
 

二
の
 

ぃ
ヨ
ぎ
臼
 

，
巨
 ま
し
の
，
は
、
 諸
力
 と
の
対
比
に
於
け
る
魂
の
 自
体
 

定
 で
あ
る
が
、
か
か
る
自
体
を
自
体
た
ら
し
め
る
も
の
 は
、
 神
で
あ
る
。
即
ち
 、
 神
の
有
（
補
則
 有
 ）
を
受
け
て
 有
 と
し
 

る
処
 、
其
処
が
魂
の
目
 休
 な
の
で
あ
る
。
魂
の
毛
の
の
の
 

コ
 は
神
の
名
の
お
 コ
 の
み
を
受
 け
 得
る
（
の
口
や
椅
の
 

コ
 の
に
の
 

ぽ
 の
目
 
9
 コ
の
 

オ
の
 
コ
ミ
 

e
s
 

の
 コ
 の
１
ま
・
 

9
8
 

。
魂
は
毛
 

8
 宰
に
於
て
そ
の
 
毛
 の
の
の
 

コ
 を
 画
 か
に
神
か
ら
受
け
る
。
 父
 0
 コ
ぬ
 。
 汀
ゆ
コ
 の
の
 コ
 の
 ド
 

，
 し
目
 

P
o
 

の
）
。
神
の
方
か
ら
云
え
ば
、
神
は
神
の
全
 

休
を
挙
げ
て
魂
の
内
に
転
入
し
て
来
る
の
で
あ
る
（
。
 
0
 叶
如
 か
Ⅰ
 

の
の
 
下
 （
（
）
 

ざ
宙
 。
日
出
二
の
日
田
 
す
ヨ
 "
 臣
 Ⅰ
 
ゴ
 目
玉
 ト
い
往
コ
の
ヨ
 

（
 
ユ
こ
 １
ミ
，
 9
 
式
・
）
。
即
ち
 
、
 魂
の
自
体
は
 、
 神
が
そ
 こ
に
 転
 

の
と
し
て
、
魂
の
目
棒
な
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
者
 ，
 
え
方
の
も
と
に
は
、
魂
が
「
神
の
像
」
で
あ
る
と
 云
 5
 車
 に
 就
い
 の

 否
定
的
な
規
 

て
 成
立
っ
て
い
 

年
男
 
ぬ
む
 （
～
 
ざ
 １
 

ヨ
 ぎ
匹
 
三
日
 音
 

三
の
ぎ
日
の
 

入
し
て
来
た
も
 

て
の
独
自
の
徹
 

を
 持
っ
と
云
 う
 事
が
魂
の
毛
 串
 c
 と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
 対
し
て
魂
は
そ
の
自
体
に
於
て
は
一
切
の
働
き
を
な
さ
 ず
、
 従
っ
て
 諸
 力
 め
媒
 

介
を
脱
し
（
 ぎ
 の
が
甘
の
 

2
 日
 ぎ
魑
 ）
 諸
力
 に
転
ぜ
ら
れ
 ず
 、
そ
れ
自
身
の
寂
静
に
住
し
て
い
る
。
 物
 と
の
関
係
を
 一
切
離
れ
て
い
る
故
に
 

Ⅰ 。 



  

  

は
 上
、
魂
の
目
 
体
は
、
諸
カ
 と
の
対
比
で
 云
へ
ば
、
無
 
作
 寂
静
で
あ
り
、
無
媒
介
の
端
的
で
あ
り
、
無
相
の
心
地
 

で
あ
る
事
、
及
び
 
魂
 

以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
 

ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
は
 

所
 謂
 「
魂
へ
の
神
の
内
在
」
を
説
い
て
い
る
よ
 

う
 に
見
え
る
 

 
 

ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
根
本
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
 

然
 し
 魂
の
内
に
神
が
内
在
す
る
と
は
 

ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
に
 

と
 っ
て
ど
う
云
う
事
で
あ
 

っ
 た
か
。
神
の
魂
へ
の
内
在
と
は
、
魂
の
内
面
に
絶
対
が
 

開
か
れ
て
い
る
事
で
あ
り
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
魂
は
自
 

分
目
身
の
内
で
自
分
を
 

超
え
出
て
お
り
（
化
す
の
 

す
 
の
 
コ
 寸
サ
浅
紅
 

い
オ
 
お
け
 
臼
 ）
 
、
 そ
し
て
自
分
の
内
で
自
分
が
超
え
し
め
ら
れ
て
い
る
 

正
 に
そ
の
所
が
 

、
 魂
の
内
 

面
 で
あ
り
魂
の
目
棒
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

よ
う
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
神
の
魂
へ
の
内
在
が
直
 

ち
に
魂
の
神
へ
の
税
目
 

と
相
即
し
、
而
も
こ
の
相
即
を
自
覚
的
に
強
調
す
る
 

点
 に
 所
謂
汎
神
論
と
の
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。
こ
こ
に
 

ェ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
理
解
の
 

一
 

つ
の
要
が
あ
る
。
そ
の
相
即
は
 

、
 例
え
ば
，
戸
田
 

ョ
い
 
の
 
ど
 丑
の
の
 

も
 の
 
ゅ
ヨ
 
の
計
宙
の
目
の
ヨ
田
Ⅰ
 

曲
叶
 
る
の
め
 

ヨ
 "
 （
由
の
の
 

0
0
 

）
 と
 云
 う
 簡
潔
な
表
 

現
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、
典
型
的
に
は
次
の
よ
 

う
に
云
わ
れ
る
、
。
 

芭
ぃ
め
 

降
の
ぎ
立
毛
 

館
ぎ
 隼
の
Ⅰ
の
目
の
 

。
 宙
ゆ
栢
 

W
o
 

丑
 ）
 
コ
コ
 
の
）
の
 

サ
 
の
 
田
 

ヒ
コ
 
Ⅰ
 ド
 
の
こ
の
）
 

コ
 の
い
ま
 

@
 
㏄
 
い
 ト
コ
ロ
の
Ⅱ
の
凹
の
・
年
ゆ
 

宙
ト
 

岸
の
ぎ
の
 

の
 
す
 
注
ぎ
 幅
 
0
 
（
の
 
"
 （
 
つ
 
h
.
 

ざ
 9
 め
簿
 
・
）
 

0
 即
ち
 
、
 神
が
 
魂
 の
 内
に
住
む
正
に
そ
の
 

（
 
5
@
 

 
 

 
 

 
 

と
 云
 う
動
性
 
そ
の
も
の
が
魂
の
「
自
体
」
を
な
す
の
で
 

あ
る
。
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o ） 
Ⅰ の 

リ
 の
け
の
二
 
%
 ヴ
岸
岸
 
Ⅱ
ー
の
の
Ⅱ
 

日
 ・
 コ
 ・
㎏
も
 

の
 ）
 0
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と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
二
重
の
意
義
を
統
一
し
て
、
 

魂
 の
 根
底
は
無
 
底
 な
る
（
的
 
コ
コ
 
巨
の
 
-
 
の
の
）
根
底
で
あ
る
と
 

云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
7
 

合
 と
同
じ
く
こ
の
 幅
 （
 
ロ
コ
 
（
と
云
う
概
念
で
「
連
続
の
非
 連
続
」
が
肥
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
 、
 魂
の
自
体
は
魂
 の
 む
目
巨
 と
し
て
、
 

諸
力
 0
 発
源
で
あ
る
（
 ま
 E
F
q
 の
曲
の
 
、
 Q
 げ
由
 げ
い
 
の
コ
こ
 
め
 ぃ
 年
の
日
 
ゆ
 Ⅱ
仁
司
 

ロ
 0
 
 
伍
の
の
 
き
 、
の
の
の
 

コ
 の
 
1
 。
 ㌧
 h
.
 
仕
 ，
㏄
㏄
一
反
 @
 
」
の
意
味
で
の
の
の
の
 

コ
 （
～
の
 

ゅ
田
ヨ
 お
が
 諸
力
 の
中
心
 l
R
 ま
口
 ヨ
 0
 ヨ
 三
目
ヨ
 ち
 。
 
汀
 巨
守
 巨
ョ
 と
も
云
わ
れ
る
 ｜
 ㌔
。
ア
コ
・
 

q
o
o
 

）
と
同
時
 

卜
卜
 
、
 幅
 Ⅱ
 
仁
呈
 そ
の
も
の
 

と
し
て
は
 諸
力
 を
離
れ
た
無
作
で
あ
り
、
従
っ
て
 諸
カ
 が
そ
こ
か
ら
発
源
し
な
が
ら
 諸
力
 に
よ
っ
て
は
そ
こ
に
 坦
 
遇
る
 事
は
出
来
な
い
。
 

「
魂
の
内
に
一
物
あ
り
、
そ
こ
か
ら
知
も
愛
も
流
発
し
て
 来
る
が
、
そ
れ
自
体
は
知
る
事
も
せ
ず
愛
す
る
事
も
し
 な
 い
 」
父
性
・
 ミ
 ・
 
0
 鱈
 ，
 

）
の
 

b
.
 

）
。
魂
の
根
源
で
あ
り
な
が
ら
、
理
性
に
よ
る
自
己
 

返
照
も
意
志
に
 よ
 る
自
己
追
究
も
、
そ
こ
に
と
ど
か
な
 い
 。
こ
こ
に
 諸
力
 と
自
 

体
 と
の
「
連
続
に
し
て
非
連
続
」
が
あ
る
。
而
も
そ
の
 も
と
に
、
魂
の
自
体
が
脱
臼
で
あ
る
と
 云
 5
 
「
連
続
に
し
 て
 非
連
続
」
が
あ
る
。
 

即
ち
 、
 魂
は
そ
こ
に
於
て
自
分
自
身
で
あ
る
と
共
に
自
 公
 で
な
い
。
前
者
の
「
連
続
に
し
て
非
連
続
」
は
 、
 魂
の
 

自
体
の
諸
 

力
 に
対
す
る
 

関
係
、
或
は
魂
内
在
的
な
的
（
 
由
 ま
の
意
義
を
示
し
、
後
 者
は
、
魂
の
自
体
の
神
へ
の
関
係
、
或
は
 、
 魂
を
そ
も
 

そ
も
 

魂
 た
ら
し
め
る
と
 

云
 う
魂
 超
越
的
な
 
門
 年
三
の
意
義
を
示
し
て
い
る
。
 こ
 の
 二
重
の
意
義
に
於
て
 、
 魂
の
目
 体
が
 魂
の
根
底
（
 串
 0
 Ⅱ
的
Ⅰ
ロ
コ
 

占
隼
の
 
Ⅱ
の
か
 
訂
 ）
 
(195) 

0
 
目
 体
 を
そ
の
 

ょ
う
 
な
自
体
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
 

神
 で
あ
る
事
、
即
ち
神
が
魂
の
内
に
転
入
し
て
来
た
も
 

の
が
魂
の
目
 

体
 

 
 

 
 

 
 

げ
る
「
男
性
」
と
「
女
性
」
（
 

ヨ
い
口
 

u
.
 

づ
 
r
o
 

二
毛
の
。
 

N
,
 

し
 目
 ㏄
い
こ
、
等
々
 

、
 様
々
に
説
い
て
倦
ま
な
い
の
で
あ
る
 

が
、
 
然
し
二
 
つ
 

考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
神
の
場
合
、
神
と
神
性
、
一
 

二
 
1
.
 
一
 
性
と
「
一
の
 

一
 
」
と
が
 
"
 
⑲
目
け
 

コ
 
（
 
，
 と
天
 
ぅ
概
 
念
 で
結
ば
れ
た
 

広
 し
て
、
魂
の
目
 

体
が
 
魂
の
 
ゅ
 
（
 
廷
コ
 

こ
で
あ
る
と
云
わ
れ
 

8
 時
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
魂
の
把
 

え
 方
の
統
一
が
示
さ
 

れ
る
。
そ
し
て
 

神 の の 魂 、 む で   
，
名
臣
 

b
 



    

一
 一
 

魂
 は
そ
の
根
底
に
於
て
自
己
同
一
が
破
ら
れ
て
お
り
、
 

そ
の
 腕
 自
性
が
魂
の
自
体
で
あ
っ
た
。
魂
の
目
体
は
 、
そ
 こ
で
魂
が
 魂
 自
身
で
 

あ
り
魂
が
ぎ
す
と
云
い
得
る
所
で
あ
る
が
、
ぎ
す
と
 

一
 
ム
 い
得
る
の
は
も
と
も
と
神
の
み
で
あ
り
（
 づ
性
 ・
の
・
 
お
 9
 
 の
 o
h
.
 

）
 、
ヰ
蠕
井
 

か
り
 目
 
c
 す
 

神
の
ぎ
甘
が
魂
の
内
に
転
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
 
っ
た
 。
故
に
 、
 魂
は
そ
の
自
体
に
於
て
 、
ど
す
と
 云
い
 得
て
も
、
正
に
そ
 う
 云
い
 

得
る
根
拠
か
ら
し
て
、
 

"
 ぎ
 下
文
臣
 
ぎ
ゴ
，
と
 云
 う
自
 己
 同
一
せ
な
さ
ず
、
却
っ
て
 
"
 ど
ゴ
す
 ぎ
 
ユ
 c
 ゴ
 （
 ぎ
ゴ
 "
 と
 云
わ
ね
ば
な
ら
な
 

い
 。
自
己
が
自
己
で
な
い
と
云
 う
 所
が
本
来
的
に
自
己
 の
 根
底
で
あ
り
、
そ
ら
云
 う
 あ
り
方
が
即
ち
「
 魂
 」
と
 云
わ
れ
る
も
の
な
の
で
 

あ
る
。
所
が
魂
が
ど
 ァ
と
 云
 う
時
 、
 ど
 す
と
云
い
得
る
 そ
の
故
に
一
つ
の
根
本
顛
倒
が
生
ず
る
。
 
H
n
 
ゴ
が
，
 H
 
の
ぽ
す
か
コ
白
 
は
す
叶
 Ⅰ
の
 
ゴ
 "
 

と
し
て
そ
の
根
拠
に
脱
 目
 し
つ
つ
～
の
出
で
あ
る
代
り
に
 

討
下
が
、
 
正
に
村
 ゴ
と
 云
い
得
る
そ
の
故
に
直
 接
に
 
肯
定
 一
 
さ
い
ね
、
従
っ
 

て
そ
の
ど
下
が
 
"
 村
ォ
す
 ぎ
 
ぎ
す
 "
 と
し
て
自
己
を
 と
ら
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
自
己
同
一
が
脱
白
を
 ，
閉
ざ
 し
 、
 無
 底
の
根
底
を
掩
 

い
つ
つ
、
自
己
の
内
に
自
己
を
根
底
と
し
た
も
の
と
し
 
て
 自
己
を
立
て
る
事
で
あ
る
。
自
己
の
根
底
に
於
て
 
、
 
-
 村
ゴ
 す
ぎ
 汀
す
 "
 と
云
 

（
 
6
 ）
 

ぅ
 の
は
、
自
己
を
私
し
て
自
己
に
閉
ぢ
 た
 自
歌
曲
自
己
 同
一
の
形
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
百
敷
 的
 自
己
同
一
が
 、
 魂
の
目
体
を
私
し
っ
 

っ
 今
や
 、
 魂
の
諸
力
 め
 統
一
者
而
も
諸
 力
 を
所
有
す
る
と
 云
う
仕
方
で
の
統
一
者
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
 0
 目
歌
曲
自
己
同
一
者
 

（
 
l
 ）
 

が
、
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
が
 
"
 の
お
 の
 コ
 の
の
 
ォ
笘
 （
 ，
 （
目
的
の
 
コ
 ー
 お
 牙
 u
h
 
（
）
と
呼
ん
だ
所
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
切
 の
も
の
を
「
自
分
の
も
 

の
 」
と
し
て
私
せ
ん
と
す
る
根
本
盲
動
と
し
て
の
我
慢
 即
 所
有
主
で
あ
る
。
自
己
を
私
す
る
事
が
隠
れ
た
根
に
な
 っ
て
、
所
有
に
於
て
 
自
 

己
の
有
を
立
て
、
自
己
の
有
を
所
有
に
よ
っ
て
満
し
広
 げ
 ん
と
す
る
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
の
貯
の
 コ
 の
 n
r
p
h
d
 

に
 よ
っ
て
魂
の
諸
力
 は
、
 

 
 

私
の
諸
カ
と
な
り
、
か
く
し
て
の
俺
の
 
コ
 の
 り
す
 
㏄
（
（
は
 
、
私
 0
 話
 力
 を
使
っ
て
一
切
に
於
て
絶
え
ず
「
自
分
の
も
の
 」
を
求
め
る
（
 山
 
日
日
の
Ⅱ
 

年
 の
の
目
の
円
 

コ
 の
ま
臼
の
口
）
。
即
ち
 諸
力
は
 所
有
主
た
る
の
 あ
の
 コ
 の
 c
 プ
 ㌔
任
の
私
用
に
供
せ
ら
れ
所
有
の
た
め
の
手
段
 と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
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Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
 

あ
る
。
そ
し
て
所
有
主
は
所
有
す
る
限
り
に
於
て
所
有
 主
な
る
 故
、
 
の
田
ゆ
の
 

目
ぃ
ゴ
 
p
h
d
 

と
今
や
所
有
の
手
段
と
な
 

っ
た
 魂
の
諸
力
 
め
 働
 き
 

と
は
 相
 依
緒
托
す
る
。
そ
の
結
果
、
諸
 力
は
 隅
々
 迄
我
 意
 我
欲
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
、
逆
に
 又
魂
 は
そ
の
内
奥
 迄
 諸
 力
 め
働
 ぎ
に
よ
っ
て
 

不
安
動
揺
す
る
事
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
の
俺
の
 コ
 の
の
 
ゴ
 p
h
 
円
 に
支
配
さ
れ
る
あ
り
方
は
一
種
の
悪
無
限
的
な
動
揺
 に
 陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

即
ち
、
自
己
を
立
て
る
事
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
己
が
 自
 己
な
ら
ざ
る
も
の
（
所
有
）
に
依
存
し
、
そ
し
て
こ
の
事
 は
 自
己
な
ら
ざ
る
も
の
 

に
よ
っ
て
自
己
が
失
わ
れ
て
行
く
事
で
あ
り
、
そ
の
 故
 に
 自
己
は
自
己
を
確
保
せ
ん
と
し
て
 益
 と
所
有
に
依
存
し
 所
有
を
求
め
る
と
云
 う
 

悪
循
環
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
、
本
来
の
あ
り
方
、
即
ち
 、
自
 己
 を
も
た
ぬ
事
に
よ
っ
て
却
っ
て
、
自
己
な
ら
ざ
る
「
 神
か
ら
神
へ
」
が
自
己
 

に
な
る
と
 云
 9
 本
来
が
顛
倒
さ
れ
、
自
己
を
立
て
る
 事
 に
よ
っ
て
却
っ
て
、
自
己
な
ら
ざ
る
「
物
か
ら
物
へ
」
 
に
よ
っ
て
自
己
が
失
わ
 

ね
 、
而
も
自
己
を
失
う
ま
い
と
し
て
、
正
に
そ
れ
に
 ょ
 っ
て
自
己
を
失
う
べ
 き
 「
物
か
ら
物
へ
」
と
走
る
の
で
あ
 る
 。
 

は
 上
、
本
来
 無
 底
の
根
底
た
る
腕
白
 が
自
執
的
 自
己
 同
 一
 た
る
の
 ゐ
 の
口
の
の
 

す
 p
h
 

（
に
よ
っ
て
閉
ぢ
ら
れ
る
事
、
 

そ
 れ
は
、
自
己
を
私
し
、
 

そ
の
よ
う
な
「
私
」
を
一
切
の
中
心
と
し
て
一
切
を
「
 私
の
も
の
」
と
せ
ん
と
す
る
あ
り
方
で
あ
る
事
、
を
述
べ
 た
 。
そ
し
て
こ
の
あ
り
 

方
に
 於
て
は
、
税
目
 に
 於
て
「
神
か
ら
神
へ
」
の
 動
性
 が
 自
己
に
な
る
本
来
の
あ
り
方
の
顛
倒
と
し
て
、
自
己
 
を
 立
て
る
事
に
よ
っ
て
 

「
物
か
ら
物
へ
」
の
動
揺
に
よ
っ
て
自
己
が
失
わ
れ
る
 事
 を
 述
べ
た
。
所
で
も
と
も
と
一
切
の
中
心
で
あ
り
 

一
 切
が
 「
そ
れ
の
も
の
」
 

（
 
叉
 。
 官
ぎ
ョ
 ）
で
あ
る
の
は
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
 神
を
模
倣
し
て
所
有
主
と
し
て
「
神
の
如
く
」
に
振
舞
 ふ
の
俺
の
 
コ
 の
の
す
 

u
h
 

（
は
 

、
 

も
と
も
と
神
の
像
で
あ
る
魂
が
、
そ
の
「
神
の
像
」
性
 を
 誤
用
し
悪
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
誤
用
し
得
 る
の
は
実
は
正
に
魂
が
 

神
の
像
な
る
故
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
「
神
の
像
」
性
は
 そ
の
誤
用
を
否
定
し
て
神
へ
還
る
と
こ
ろ
に
 完
ぅ
 さ
れ
 る
 。
「
神
の
像
」
性
は
 、
 

さ
き
に
魂
の
自
体
に
就
い
て
見
た
 よ
う
 に
、
「
神
か
ら
 
神
 へ
 」
と
云
 う
 発
出
遠
隔
の
 動
 性
の
全
幅
に
存
す
る
、
こ
の
 「
神
か
ら
神
へ
」
の
 動
 

性
 は
そ
の
内
に
方
向
の
反
転
を
含
み
、
そ
の
反
転
は
「
 否
定
の
否
定
」
と
し
て
生
起
す
る
。
即
ち
、
「
神
か
ら
」
 の
方
向
に
於
て
神
か
ら
 

0
 発
出
の
極
に
「
神
と
等
し
き
も
の
 怯
 
従
っ
て
神
の
あ
 り
 方
を
借
り
て
独
立
し
得
る
も
の
が
神
か
ら
出
さ
れ
る
 時
 、
「
神
か
ら
」
は
完
成
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す
る
と
同
時
に
神
か
ら
の
離
反
と
な
り
神
の
否
定
と
な
 り
 、
そ
し
て
こ
の
否
定
の
否
定
と
し
て
 還
帰
峰
 反
転
ず
る
 の
で
あ
る
。
神
か
ら
の
 

発
出
の
極
に
神
の
最
内
奥
、
神
の
 H
n
 
ゴ
が
 転
出
さ
れ
、
 そ
 れ
が
魂
の
汀
 ゴ
 で
あ
る
が
、
こ
の
 ぎ
 す
が
直
ち
に
 
"
 Ⅰ
の
 

す
卍
レ
 
～
 
コ
 コ
田
り
 

は
ヰ
 
Ⅰ
 
り
ゴ
，
 

と
し
て
神
に
還
る
と
こ
ろ
に
神
の
像
た
る
所
以
が
あ
る
 の
で
あ
る
。
誤
用
と
云
 う
 の
は
、
神
に
還
る
べ
 き
動
性
 を
 停
止
し
て
 ぎ
ゴ
 の
ま
 

ま
で
、
従
っ
て
神
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
 H
n
 
目
す
 ぎ
Ⅱ
 目
と
云
い
つ
つ
、
一
切
を
そ
の
 

屈
 。
 
弔
ぎ
日
 と
す
る
 神
の
汀
 プ
を
 代
行
せ
ん
 

と
す
る
事
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
魂
の
本
来
か
ら
し
て
徹
底
的
に
 我
性
 、
の
仔
の
 
コ
 の
の
 
ゴ
 a
f
t
 

を
捨
て
・
 

て
 行
く
事
が
求
め
ら
れ
る
。
 我
 桂
を
 捨
て
る
事
に
よ
っ
て
 

腕
白
し
、
即
ち
本
来
の
脱
自
性
に
還
り
、
根
底
の
閉
塞
 が
 打
抜
か
れ
て
「
神
か
ら
神
へ
」
が
自
己
に
な
る
、
 或
 憶
 
「
神
か
ら
神
へ
」
と
 

云
 う
 魂
の
自
体
に
於
て
魂
が
 現
｜
 在
す
る
。
所
で
我
 性
を
 捨
て
る
事
は
、
 我
性
即
 所
有
主
な
る
 敵
 、
所
有
を
捨
て
 る
事
 
（
 
貧
 １
銭
 目
 E
o
 
こ
 

と
し
て
実
行
さ
れ
る
。
 我
 性
を
捨
て
る
と
云
 う
 根
本
か
 ら
 所
有
を
捨
て
、
所
有
を
捨
て
る
事
に
よ
っ
て
 我
性
 の
 放
 棄
を
実
行
す
る
。
そ
の
 

際
 所
有
を
捨
て
な
が
ら
、
然
し
所
有
を
捨
て
た
事
を
自
 分
の
功
績
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
な
ぎ
ょ
う
に
、
そ
も
そ
 も
所
有
す
る
と
云
 う
あ
 

り
 方
が
徹
底
的
に
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所
有
を
捨
 て
、
 而
も
捨
て
た
と
云
 う
 事
を
も
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
 そ
 

れ
を
、
「
所
有
を
捨
て
、
且
つ
捨
て
た
も
の
を
振
返
っ
て
 は
な
ら
ぬ
」
（
 v
 ぬ
 ）
・
 
し
圭
 0
Q
 
の
）
 
と
 云
 う
 。
そ
の
た
め
 に
は
、
所
有
生
と
所
有
 

物
 と
を
粘
着
的
に
結
び
つ
げ
て
い
る
所
の
魂
の
諸
力
 め
 全
き
停
止
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
所
有
の
手
 段
 に
な
っ
て
し
ま
っ
て
 

ゐ
る
 諸
力
 を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
有
主
か
ら
 所
 右
の
手
段
を
奪
い
、
の
俺
の
 コ
 の
 
臼
 p
h
 

（
・
を
窒
息
せ
し
め
 

ん
 と
す
る
の
で
あ
る
。
 被
 

造
物
と
直
接
す
る
下
級
の
諸
 力
 の
み
な
ら
ず
、
上
級
の
 精
神
的
 諸
 力
 め
 停
止
も
求
め
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
 
の
 
母
の
 
コ
 の
 
9
 局
 曲
 が
あ
る
 限
 

り
、
 例
え
ば
理
性
に
よ
っ
て
神
を
観
る
と
す
れ
ば
、
 神
 は
 理
性
に
よ
っ
て
観
ら
れ
た
も
の
と
し
て
魂
の
所
有
と
な
 り
、
 魂
は
神
を
も
て
る
 

も
の
上
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
 
諸
 力
 め
 完
全
 な
る
停
止
が
要
求
さ
れ
る
が
、
然
し
 
諸
 力
 め
 停
止
は
そ
 れ
だ
け
で
は
の
 仔
 9
 イ
 

の
臼
あ
 
曲
の
解
消
で
は
な
い
 0
 解
消
の
た
め
の
魂
の
側
か
 ら
の
準
備
で
あ
る
。
 諸
 力
 め
 停
止
に
よ
っ
て
静
寂
に
 帰
 し
た
魂
に
於
て
、
そ
の
 静
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佳 く 動 突 
と し @% 破 
が て の の 
軸   
れ 生 で を 
る モ あ な 

  
。 」 の 」 

(1@  の 子 の 

    

  
還滅還 いる。 はある の突破 

" が 空 席 

  
り、 宙の ハ 帰と んで ㈲ 魂 づ麓ヰのパ 魂の能 いる。 の 

ぎ 動 か 能 
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れ
 
（
の
 
す
 の
目
の
 

Q
 
 
が
 
ヴ
 の
（
・
 

ま
ユ
 
の
の
 
0
 （
（
 
ヨ
 ）
 
り
オ
 
Ⅰ
建
へ
の
 

す
ヴ
コ
リ
ブ
 

ダ
の
 0
 
 
ミ
田
 
⑯
宙
の
ト
コ
 

ヨ
 耳
目
㍉
り
す
す
Ⅱ
の
の
 

下
 0
 
 
円
 
い
ぽ
 
～
ア
コ
ー
の
・
 

い
 
の
 
0
-
 
㏄
 
串
 
）
。
こ
の
文
の
前
半
は
 

、
 

ぽ
 
「
神
の
子
の
誕
生
」
が
「
突
破
」
の
一
環
と
し
て
 

見
 な
お
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
半
は
「
突
破
」
と
云
わ
 

れ
る
も
の
の
主
軸
で
あ
る
。
 

「突破」の思想について 

ら
 
神
へ
」
に
よ
っ
て
 

我
性
 

が
突
破
貫
通
さ
れ
る
の
で
あ
 

る
 
。
こ
れ
が
所
論
文
に
於
て
別
の
聯
関
で
と
り
あ
げ
ら
れ
 

た
 
「
魂
の
内
に
於
け
る
 

 
 

 
 
 
 

る
 
場
合
、
「
突
破
」
（
色
白
（
の
す
 

ヴ
 
Ⅱ
の
り
 

オ
 
の
 
コ
 
。
し
口
（
の
 

プ
ヴ
 

八
ロ
の
 

目
 
）
と
云
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
 

神
か
 

ら
 
」
の
「
魂
の
内
に
 

於
 

げ
る
神
の
子
の
誕
生
」
も
「
突
破
」
の
観
点
で
見
ら
れ
 

る
 
。
例
え
ば
「
神
が
私
を
突
破
す
る
と
同
じ
く
、
私
も
 

神
を
突
破
し
か
え
す
」
 

  

（
 
8
 ）
 

寂
が
 魂
の
自
体
の
無
作
寂
静
に
相
応
す
る
時
、
そ
の
 自
 体
を
自
体
た
ら
し
め
て
い
た
「
神
か
ら
神
へ
」
の
 動
 性
が
 親
翰
 し
 、
こ
の
「
 神
か
 

  

  



  

組
の
（
の
の
匹
の
 

レ
 色
コ
 
の
コ
臼
 

目
的
の
 

す
 
0
 
Ⅱ
二
の
 

コ
 の
 
仁
コ
 

・
 宙
 
コ
 
%
 ）
 
コ
 
宙
の
 

Ⅱ
の
の
Ⅰ
 

ヴ
の
コ
 

の
の
 

サ
臣
 

Ⅱ
円
ミ
ト
目
目
色
 

ト
 
仁
の
①
 

こ
キ
 
）
 
り
の
へ
ロ
コ
 

㏄
 
o
d
 
 

的
の
 

す
 
0
 
（
 
コ
，
ロ
 

が
 
い
げ
圧
 

の
ぎ
 
笘
テ
 
Ⅰ
 
ユ
，
 
（
 
し
圭
ロ
ト
 

）
 
、
 即
ち
 
、
 神
が
魂
の
内
に
 

神
の
子
を
生
む
事
は
、
同
時
に
魂
が
神
の
子
と
し
て
 

神
 の
 
内
に
生
れ
還
る
事
で
 

あ
り
、
神
へ
の
還
流
（
お
 

き
パ
 
目
の
の
 

田
ヰ
 

0
 
 

ト
の
的
（
の
の
の
 

拐
 ～
 
コ
ぢ
 
の
 
仁
 
ヨ
ロ
の
 

目
 
ヨ
ー
の
 

簿
ヨ
 
・
 
コ
 
・
 
け
お
 
）
で
あ
る
。
更
に
 

、
 神
が
 
魂
の
内
に
子
を
生
 

む
の
は
、
も
と
も
と
魂
を
神
に
還
ら
し
め
ん
が
た
め
で
 

あ
る
と
云
わ
れ
る
（
の
 

0
 
（
 
ミ
オ
 
ハ
ガ
の
こ
 

臼
こ
 
の
ぎ
の
日
が
 

ゴ
ヰ
 
目
口
 
の
 
P
 
コ
の
 

Ⅱ
の
の
す
 

目
 
Ⅱ
 
ダ
 

曲
コ
 

宙
 
0
 
 

Ⅰ
如
い
 

ア
 
0
 
の
Ⅰ
 

e
 
目
印
 
り
へ
 
ぬ
 
岸
 
0
@
 
 

串
の
い
 

年
 
）
岸
の
①
）
の
 

毛
 
）
 
宙
 
簗
 お
め
 
0
 
汀
ガ
 
0
 
日
の
 

1
 コ
 ・
 
N
m
 

か
 
・
）
 

o
h
.
 

）
。
㈲
魂
の
能
動
 

陸
 に
就
い
て
も
様
々
に
 

語
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
、
。
 

ぎ
き
ヨ
 
の
の
子
の
 

コ
 
，
 隼
 
a
z
 
の
 
Ⅱ
（
 
ン
ト
 

が
 
ヰ
 
の
Ⅱ
）
 

ゆ
 
の
す
）
Ⅱ
（
の
 

H
 
コ
 
0
 
目
 9
 コ
的
 

0
 
サ
 
0
 
Ⅱ
二
の
 

コ
 の
ロ
コ
）
 

臣
 口
才
の
 

ゴ
 
・
の
の
 

む
 
の
 
す
オ
ざ
甘
 

ぎ
 （
宙
の
臣
の
 

0
 
ゴ
コ
 

）
 毛
日
 
0
 
Ⅱ
 ぎ
 宙
の
 

コ
づ
 
㏄
 
ヰ
の
 

Ⅱ
 
，
 （
 
し
毛
ゆ
 

㏄
 
③
、
こ
こ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
 

、
父
 
な
る
神
が
私
の
内
 

に
 
神
の
子
（
子
な
る
 

神
 ）
 

を
生
む
 

｜
 私
か
ら
云
え
ば
自
己
を
無
に
し
た
絶
対
受
動
 

に
 
於
て
神
の
子
を
受
納
す
る
 

｜
 「
神
の
子
の
誕
生
」
に
 

、
 私
が
私
の
内
か
ら
そ
の
 

神
の
子
を
生
み
出
す
と
云
 

う
 能
動
を
同
時
に
見
て
い
る
。
 

神
の
子
が
魂
の
う
ち
に
生
れ
る
「
誕
生
」
は
 

、
 神
が
そ
 
の
子
を
魂
の
う
ち
に
 

生
 

込
む
事
で
あ
る
と
同
時
に
 

、
 正
に
そ
の
事
に
よ
っ
て
 

魂
 0
 本
源
性
が
恢
復
さ
れ
、
そ
の
神
の
子
を
却
っ
て
自
分
自
 

身
の
内
か
ら
生
み
出
し
 

た
 如
き
魂
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
神
が
神
の
 

内
か
ら
魂
の
内
へ
と
生
み
込
ん
だ
子
は
、
同
時
に
 

、
 魂
が
 
魂
の
内
か
ら
神
の
内
 

へ
 

 
 

 
 

 
 

そ
し
て
魂
は
 

、
 神
の
子
と
し
て
父
の
像
で
あ
る
所
か
ら
 

転
進
し
て
、
自
分
自
身
の
内
か
ら
神
の
子
を
生
ん
だ
も
の
 

と
し
て
、
子
を
産
む
父
 

な
る
神
の
完
全
な
る
 

像
 （
せ
 

%
 。
 
妄
葵
ど
オ
 
の
・
ダ
 

ビ
偉
 
ダ
 ）
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

ょ
う
 
に
、
「
誕
生
」
の
 

う
 ち
に
既
に
 

、
 
子
と
し
 

て
の
受
動
か
ら
父
と
し
て
の
能
動
へ
の
魂
の
転
換
と
云
う
 

形
で
、
魂
の
能
動
性
が
問
題
と
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
「
誕
生
」
に
於
け
る
「
 

補
 へ
」
の
方
向
は
 

、
そ
 
の
 
遠
隔
 
と
 能
動
の
二
契
機
共
に
 

、
未
 
だ
徹
底
し
て
い
な
 

い
 
0
 即
ち
神
へ
の
 

還
 

帰
は
 
、
所
論
文
で
見
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
観
に
応
じ
 

て
、
 
神
を
こ
え
て
更
に
神
の
根
底
に
徹
底
帰
着
す
べ
く
 

従
っ
て
父
神
の
内
を
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基 ッ 子 に 

生 ゆ 

「串ネ 

  
仁レ 

（ の 

  

申 Ⅱ こり 年 ， 

のヰ 
の - 

宙 @ 

云 背   
目 む 

（）。 とによ のの石 は完全 置いた 神 か 「 突破 



神
の
子
の
誕
生
」
の
内
で
遂
行
さ
れ
る
こ
の
納
受
動
か
 ら
 能
動
自
発
へ
の
魂
の
転
換
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
 
こ
の
転
換
は
 
ユ
ッ
ク
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「
魂
は
 、
 神
を
突
破
し
て
、
神
の
根
底
 即
 魂
の
根
底
に
徹
 度
 す
る
」
と
説
く
 ェ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
突
破
に
於
て
は
 還
 帰
と
 能
動
性
の
二
 契
 

機
 が
主
導
し
て
い
る
事
を
の
べ
た
。
こ
こ
で
は
突
破
に
 於
け
る
魂
の
能
動
性
を
も
 う
 少
し
見
た
い
。
さ
ぎ
の
「
 魂
 に
 於
け
る
神
の
子
の
誕
 

生
 」
の
際
に
は
、
魂
の
絶
対
的
受
動
性
が
強
調
さ
れ
た
。
 そ
こ
で
は
能
動
と
受
動
と
の
合
一
が
求
め
ら
れ
、
「
 
吾
 々
 の
 至
福
は
 、
 神
を
受
動
 

受
納
す
る
所
に
あ
る
」
と
云
わ
れ
た
。
所
が
、
突
破
モ
 -
 
ア
 イ
 ー
 フ
 の
圏
内
に
入
る
と
魂
は
そ
の
激
し
い
能
動
性
に
 於
て
説
か
れ
て
い
る
。
 

例
え
ば
、
「
父
に
も
子
に
も
聖
霊
に
も
満
足
せ
ず
 

神
の
一
な
る
根
底
へ
突
入
せ
ん
と
欲
す
る
」
（
 鶴
 
ミ
ヨ
 ）
 
コ
宙
 e
 コ
ミ
 コ
づ
 
の
 耳
 ）
的
の
 

コ
 

ゆ
 Ⅰ
 
E
 ま
 ー
 ミ
 ・
ト
定
・
 
め
 ）
。
「
根
底
を
窮
め
ん
と
し
て
追
究
 
さ
 や
め
な
い
」
（
 
幻
 ㎏
 目
 づ
ヰ
文
仁
 
コ
 色
目
 0
 臼
注
 v
o
 
臣
 １
 %
 毛
 P
q
 

）
）
。
「
神
に
安
ん
ず
 

る
こ
と
な
く
、
根
底
に
突
入
す
る
」
（
 臼
 的
の
Ⅱ
 

ぢ
 。
 毛
 文
三
 の
日
の
 
グ
 の
 
ト
ヴ
 
㍉
 
円
す
 
0
 ヰ
）
 
コ
 年
の
 
コ
ゆ
 Ⅱ
 
仁
コ
ヰ
 

1
,
 
巾
卜
ト
 
か
下
 
-
 ㏄
㏄
）
 

0
 突
破
に
於
け
る
魂
の
能
 

動
性
は
、
 
然
し
 、
 
魂
の
諸
力
 め
 働
き
で
は
な
い
。
神
と
の
 合
一
に
入
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
 先
づ
諸
 力
 め
働
 ぎ
は
 停
 止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
か
っ
た
。
正
に
こ
の
絶
対
受
動
に
於
け
る
神
の
受
納
 の
 内
に
魂
の
能
動
へ
の
転
機
が
あ
る
。
受
納
と
同
時
に
 、
 受
納
さ
れ
た
も
の
が
、
 

さ
き
に
見
た
如
く
 魂
 自
身
の
内
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
 の
と
な
り
、
受
動
的
受
納
に
於
て
当
の
受
動
性
そ
の
も
の
 が
 止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
 

（
 
几
 
l
 
u
 
）
 

る
 0
 こ
の
関
係
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
繰
返
し
用
い
て
 い
る
「
 火
 と
木
」
の
例
に
よ
っ
て
適
切
に
説
明
さ
れ
る
で
 あ
ろ
う
。
こ
の
「
 火
と
 

木
 」
の
地
輪
 は
、
魂
と
 神
と
の
合
一
に
関
し
て
 ェ
ッ
ク
 ハ
ル
ト
が
別
に
用
い
た
「
 眼
と
色
 」
の
 比
 愉
の
表
す
関
係
 よ
り
も
更
に
以
上
を
表
 

わ
し
て
い
る
。
即
ち
 、
 木
に
火
が
つ
け
ら
れ
る
 事
 

木
が
火
の
移
相
公
 0
 「
 
ョ
 じ
を
受
取
る
と
云
 う
 受
動
 

に
よ
っ
て
、
 木
 自
身
が
燃
 

え
 出
し
木
が
火
を
発
す
る
能
動
の
で
あ
る
。
 "
 し
ざ
汐
臼
 の
ま
 ぎ
 円
 
い
 
叶
お
（
 
べ
 
（
 的
 0
%
 
（
 
-
 
ヰ
の
ゴ
 

円
づ
 
の
 0
 臣
 "
 
 
（
の
か
。
 

Ⅱ
）
。
絶
対
の
受
動
と
は
、
 

 
 

絶
対
の
能
動
を
受
動
し
受
納
す
る
事
で
あ
り
、
従
っ
て
 、
 
受
動
の
内
で
受
動
性
が
止
揚
さ
れ
て
来
る
。
「
 木
 と
火
」
 0
 例
は
、
「
魂
に
於
け
る
 

一
 一
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自 っ は す な 自 
し   
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旺
ヒ
 

ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
体
験
の
事
実
で
あ
る
と
 同
 時
に
、
そ
の
自
覚
に
於
け
る
思
弁
的
基
礎
を
、
さ
き
に
 も
ふ
れ
た
レ
ア
リ
ス
テ
 

ィ
シ
ュ
 な
円
ヨ
 お
字
口
 山
論
の
う
ち
に
も
っ
て
い
た
。
 又
 、
こ
の
受
動
か
ら
能
動
へ
と
云
う
転
換
と
対
応
し
て
、
 魂
 に
要
求
さ
れ
て
い
た
 

離
脱
に
於
け
る
魂
の
無
相
無
雑
（
 す
ヱ
 
宙
の
ふ
 
s
-
 
（
日
の
卸
の
め
（
 

）
の
意
義
が
変
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
は
、
神
に
対
 す
る
受
容
性
と
し
て
そ
 

の
 受
動
性
が
評
価
さ
れ
た
そ
こ
に
は
能
動
と
受
動
と
 0
 合
一
と
云
 う
 考
え
方
が
基
礎
に
あ
っ
た
に
対
し
 
て
 、
今
度
は
 、
 神
と
の
 

等
 同
性
（
 し
 ～
 
ゑ
 u
 
a
 
ヴ
 の
幅
の
の
り
 

ゴ
 の
日
の
コ
ア
の
～
 

片
す
ヱ
コ
 
的
の
叶
 
宙
の
 
コ
日
の
 コ
 の
り
下
の
二
）
 

コ
宙
円
 
e
 
 
的
 Ⅱ
 
0
 の
の
 
冊
 
0
 
 
的
の
ま
い
 

す
 0
 お
 （
（
）
）
（
 

拍
 0
 ヰ
 
0
 １
レ
 ヴ
 の
・
の
・
 

P
 の
の
）
 

と
し
 

て
そ
の
積
極
性
が
評
価
さ
れ
て
来
る
こ
の
場
合
 基
 礎
 に
あ
る
の
は
、
能
動
と
受
動
と
の
合
一
で
は
な
く
し
て
 

「
等
し
き
も
の
」
と
 

「
等
し
き
も
の
」
と
の
合
一
と
云
 
う
 考
え
方
で
あ
る
（
性
 @
 
の
プ
 
目
コ
ら
幅
 
由
 。
 
ゴ
ゅ
 -
 
の
 Ⅰ
 
目
 。
 お
ト
 の
 ト
コ
 
の
の
の
 

オ
 の
隼
の
Ⅱ
の
）
二
 

%
 目
的
 
0
 １
し
 毛
め
 Ⅱ
）
。
従
っ
て
 、
 



   
 

    

ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
場
ム
ロ
、
 
囲
 二
才
Ⅱ
辻
ヰ
（
 

目
コ
め
 
ま
 %
 岸
の
 
）
 ぎ
 口
 の
へ
の
ぎ
の
は
、
神
と
の
合
一
に
入
っ
た
魂
の
、
そ
の
 
ム
ロ
 
一
 か
ら
噴
出
し
て
 一
 

奔
 し
つ
っ
 収
 敏
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
能
動
と
云
わ
れ
 て
も
故
に
所
謂
自
力
で
は
な
く
。
自
己
自
身
が
そ
れ
に
 ょ
 っ
て
突
破
さ
れ
る
よ
 
う
 

な
 、
自
分
の
内
か
ら
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
激
動
で
あ
る
。
 刃
 ・
 0
 宰
 Q
 は
こ
の
意
味
で
、
 

づ
 0
 ヨ
コ
 t
a
r
 

ガ
 日
日
 9
 
 年
の
 
Ⅱ
。
Ⅱ
㏄
片
色
）
の
の
の
 

コ
リ
 4
 
が
Ⅱ
）
 

｜
 

e
n
 
V
%
 

安
の
 

ヨ
 
（
 
p
.
p
.
O
.
 

の
・
 

N
 ミ
 ）
と
云
う
。
神
を
受
 約
 す
る
た
め
に
魂
が
自
己
自
身
を
空
し
く
し
て
行
く
と
 云
 わ
れ
た
第
一
の
離
脱
に
 

於
て
は
、
神
の
乞
い
（
 仁
 （
の
涌
出
と
し
て
の
恩
寵
が
魂
を
 め
 げ
た
が
、
魂
が
自
己
を
捨
て
、
更
に
神
を
も
突
破
し
 て
 行
く
こ
の
第
一
一
の
 離
 

脱
に
於
て
は
、
 
魂
 自
体
の
窩
 旨
 （
の
噴
出
が
助
け
る
。
 
そ
し
て
こ
の
噴
出
の
動
性
が
魂
の
 一
 精
気
（
の
ぎ
下
散
 叶
 ）
 
コ
 宙
の
 
ハ
 ㏄
の
 

l
e
.
 

仁
 コ
の
 

ゑ
 r
t
u
 

の
 ぎ
ま
ヨ
む
 ）
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

「
。
突
破
」
に
於
け
る
魂
の
能
動
性
に
就
い
て
の
 
ヱ
，
ク
ハ
 ル
ト
 の
考
え
方
は
、
こ
の
。
の
 ぎ
ガ
ぷ
臣
ぎ
隼
浅
 
の
 凹
 の
，
と
云
ふ
 概
念
の
 

う
ち
に
結
晶
し
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
 る
 。
「
私
は
魂
の
内
な
る
の
 
ぎ
ガ
 r
a
 
め
 田
に
就
い
て
語
っ
た
 

め
 ぎ
 
ガ
 %
 安
 が
 本
源
 

的
に
噴
出
す
る
時
、
そ
れ
は
、
善
な
る
神
を
も
取
ら
ず
、
 真
な
る
神
を
も
取
ら
な
い
。
そ
れ
は
更
に
進
ん
で
神
の
 根
底
を
探
り
究
め
、
 

一
 

そ
の
も
の
、
一
切
の
手
が
か
り
を
絶
し
た
沙
漠
に
も
 比
 す
べ
き
 一
 そ
の
も
の
に
於
て
神
を
と
ら
え
る
。
即
ち
神
官
 身
の
根
底
に
於
て
神
を
 

と
ら
え
る
。
従
っ
て
そ
の
色
コ
 下
 ㌔
（
は
何
も
の
に
も
 満
足
せ
ず
、
神
を
以
っ
て
も
足
れ
り
と
せ
ず
、
更
に
突
 き
 進
ん
で
、
神
は
そ
の
神
 

性
に
於
 い
て
何
で
あ
る
か
、
そ
の
本
性
の
最
固
有
に
 於
 て
 何
で
あ
る
か
と
あ
く
 迄
 追
究
を
や
め
な
い
の
で
上
の
る
」
。
（
 

2
 
）
Ⅰ
 

こ
こ
で
の
 目
レ
ヰ
 
Ⅱ
㏄
 
臣
 

盆
 ご
お
 内
 ～
 
u
h
 

（
）
 

｜
 一
つ
の
カ
ー
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
 、 然
し
 、
 魂
の
諸
 力
 

（
で
 

o
d
 

の
 ま
 ㍗
の
）
の
う
ち
の
一
つ
 
の
力
 で
は
な
い
。
こ
の
 

ゑ
 コ
 カ
 （
 曲
 （
吋
は
ト
レ
 
目
っ
 0
 （
の
 
弓
ツ
 

田
守
で
は
な
 Ⅰ
 
ノ
 入
て
、
 

ゅ
丘
弓
 （
目
の
ぎ
㏄
三
日
 p
,
 と
 言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
 如
 く
に
、
 諸
力
 を
停
止
し
 

た
 魂
の
最
内
奥
か
ら
発
す
る
本
源
的
な
一
精
気
で
あ
る
。
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
 
、
 「
そ
の
 力
は
 
一
に
於
け
る
一
で
あ
 
る
 」
（
 れ
 ～
の
吋
の
日
 

ヰ
 片
田
 

リ
 

 
 

隼
 縛
の
田
田
経
 宙
 （
１
 %
 黒
鍵
 0
 ）
と
云
う
』
即
ち
、
自
分
目
 鼻
 が
一
に
な
っ
た
よ
う
な
魂
か
ら
発
す
る
「
 一
 」
な
る
 カ
ー
の
山
コ
 オ
 Ⅱ
 笘
 h
H
 
 

「
 一
 」
 

 
 

の
力
 で
あ
る
。
宛
も
「
一
心
に
」
と
云
わ
れ
る
 時
 そ
の
 
一
 心
は
心
を
一
つ
に
集
中
し
た
そ
の
 一
 か
ら
発
す
る
気
力
 で
あ
る
が
如
く
に
。
 
ヱ
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目
 コ
宰
 づ
 0
 コ
 韻
の
の
の
 

コ
 の
ロ
コ
 
隼
せ
 0
 コ
ゆ
コ
 の
 
コ
コ
曲
ヨ
 
0
 コ
）
 
0
 」
 ぬ
総
 
し
 注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
理
性
と
云
 う
 号
目
 
薬
 が
こ
こ
 
十
 Ⅰ
 つ
 人
か
わ
 

れ
て
い
て
も
そ
れ
は
、
魂
の
上
級
能
力
の
 一
 っ
と
し
て
 
の
 理
性
、
即
ち
「
 真
 」
の
領
域
で
「
 知
 」
と
し
て
働
く
理
 性
 で
は
な
い
と
云
 
う
事
 

で
あ
る
。
か
か
る
理
性
の
停
止
が
要
求
さ
れ
た
事
は
さ
 ぎ
に
述
べ
た
。
理
性
が
神
を
と
ら
え
る
際
の
「
 真
 」
と
 一
 
ム
 う
 覆
蔽
 
（
 
4
n
-
 

の
 ヨ
目
 

せ
の
コ
 
・
の
 仁
 日
ロ
Ⅰ
 0
 曲
り
の
呂
で
二
）
 

コ
 叶
の
甘
 

0
 ぃ
ヰ
 
Ⅰ
の
 
1
.
 
の
の
（
Ⅱ
 

プ
コ
 ・
 
ト
 
N
o
 
）
も
剥
脱
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
真
な
る
 神
 、
「
 真
 」
と
云
う
相
を
も
っ
 

た
 神
を
魂
は
も
う
一
つ
踏
み
越
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
 い
の
で
あ
る
（
 ぎ
紺
 二
の
目
ロ
 
の
燵
 c
c
 
る
ぎ
 
宙
の
 
/
 日
の
仁
 す
つ
 の
 の
ヰ
 
の
 づ
 の
Ⅱ
耳
の
 

コ
 の
。
 

も
 の
ロ
ヨ
年
の
仁
 

日
 
い
け
ず
 
オ
 。
の
 
局
 。
 
ヨ
 日
の
・
）
 
ヨ
ヨ
 0
 
 
の
 
E
 ヴ
 。
 
日
 コ
 （
 目
 0
 臣
ト
 
）
二
の
巨
の
 

す
 の
片
片
Ⅱ
 

典
コ
の
ト
 

弓
の
の
コ
ヌ
 

コ
 が
１
１
の
の
Ⅱ
～
）
）
・
 

コ
 
の
か
 
臼
 ）
。
 ヱ
 Ⅰ
の
よ
ス
 
フ
 
に
 瀋
瑚
 

常
理
性
の
働
く
「
 真
 」
の
領
域
を
踏
み
越
え
て
行
く
の
 が
、
先
 き
の
引
用
文
で
云
わ
れ
て
い
る
理
性
な
の
で
あ
る
 0
 こ
の
理
性
を
エ
ッ
ク
 

ハ
ル
ト
は
 、
 魂
の
諸
力
 め
 一
つ
で
あ
る
理
性
と
区
別
し
て
 

特
に
理
性
の
閃
光
（
 詳
 z
 
v
 

中
コ
ヰ
 
の
 -
 
ぎ
 
年
の
Ⅱ
 
4
0
 
Ⅱ
 
コ
む
コ
ま
 
）
又
は
理
性
そ
の
も
の
 

（
 
ぎ
ヰ
匹
鰍
 
ぃ
ヰ
仁
の
ぎ
ロ
口
が
 

コ
 目
口
ヨ
ゴ
 
目
 ぎ
の
 日
 。
 
臼
 ）
と
も
云
う
 ，
 
。
そ
の
働
は
、
引
用
に
示
さ
れ
た
 
よ
う
 に
、
無
相
無
雑
 な
 神
の
露
体
を
無
相
 無
 

難
 に
と
ら
え
る
所
の
、
そ
れ
自
体
無
相
無
雑
な
 働
 ぎ
で
 あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
っ
き
り
出
す
 場
合
に
は
、
 
ヱ
，
ク
ハ
 

ル
ト
 は
理
性
と
 
云
 5
 言
葉
を
捨
て
、
 

"
 の
ぎ
 村
 %
 安
 "
 と
 云
う
の
で
あ
る
。
 

所
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
魂
の
見
方
が
集
約
さ
れ
て
い
 る
よ
う
な
 
"
 の
ぎ
下
館
（
 
ぎ
 
ロ
耳
の
目
の
 "
 
が
以
上
の
 
よ
う
な
も
の
と
す
れ
 

ば
 、
基
督
教
の
思
想
の
視
野
か
ら
は
一
つ
の
根
本
的
な
 問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
既
に
 ヱ
ッ
ク
ハ
 ル
ト
 に
対
す
る
異
端
 番
 

間
 も
そ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
 し
 、
現
在
も
又
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
解
釈
の
激
し
い
対
立
点
を
な
す
問
題
で
あ
る
。
 即
ち
 、
 果
し
て
然
ら
ば
 

色
コ
 オ
 （
 
p
h
 

か
ぎ
年
の
（
 

ふ
こ
 "
 は
、
 神
に
よ
っ
て
創
造
さ
 れ
ず
 又
 、
創
造
さ
れ
得
な
い
 非
被
造
 的
な
る
も
の
 
貧
 コ
 幅
の
の
の
二
曲
 

鵠
 0
 下
目
二
 %
 

目
コ
 
の
り
 
オ
 の
で
杭
の
宙
の
す
・
）
 

コ
の
 
Ⅱ
の
曲
目
目
ヨ
 

0
 日
）
 
コ
ぃ
 
Ⅱ
の
 
曲
す
目
 
0
 ）
 
、
即
 ち
神
 そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
 

と
 云
 う
 問
題
で
あ
る
。
 

-
 
曲
目
口
目
）
 

宙
ト
コ
 
。
Ⅱ
 
0
%
 
任
け
 
ヨ
 

ぎ
 
舛
田
 ヨ
 a
"
 の
 問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
魂
の
閃
光
 

」
に
就
い
て
、
「
そ
れ
は
、
神
が
純
一
に
し
て
単
一
で
あ
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る
 
（
 く
の
 Ⅱ
コ
口
二
円
 
コ
り
ぽ
 の
㌔
 
ピ
仁
甘
 ①
 ト
ゆ
 0
 ヰ
山
め
い
 つ
 の
）
 ら
の
 Ⅰ
 幅
 目
の
田
の
ひ
 ヴ
 の
 
仁
 コ
ロ
コ
ミ
 コ
 の
 ヰ
 ）
 目
ヴ
 -
 
の
 z
,
 
 
宙
ゆ
の
 Ⅱ
の
戸
叶
 オ
 ）
の
）
 
ら
 e
 田
山
の
井
 づ
 0
 コ
柄
 円
円
 
p
 
の
田
の
 

 
  

 



Meister Eckhart に 於ける「 突破 」の，思想、 ほ ついて 

 
 

ル
ト
 の
「
根
底
」
と
云
 う
 考
え
方
は
、
 
被
造
 的
か
非
枝
道
 的
 か
と
云
 う
 問
題
の
地
平
を
突
き
抜
け
て
お
り
、
正
に
 魂
 が
そ
の
地
平
を
突
破
 
8
 

し
て
単
一
で
あ
る
」
（
 R
 
 山
の
（
も
の
目
の
ぎ
 目
 コ
ロ
の
 
ぎ
 セ
 0
 品
 @
 
の
 曲
す
 幅
の
丑
の
田
 

コ
由
コ
ら
 の
 @
 
コ
く
 
曲
目
 @
 
㎎
 乙
 （
１
市
 
プ
 下
の
。
 
誌
 ）
と
語
ら
れ
る
時
、
 

こ
の
、
 "
 の
 
0
1
 毛
げ
 0
0
 
痒
 ，
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
 単
な
る
 比
 愉
や
類
比
で
は
な
く
、
土
栗
見
て
来
た
よ
さ
に
 内
容
的
に
は
「
神
と
等
 

 
 

し
く
 非
被
造
 的
な
る
も
の
と
し
て
」
を
意
味
し
得
た
。
 

事
実
表
明
的
に
そ
の
 芽
被
造
 性
が
説
か
れ
る
場
合
も
あ
 る
 
（
例
え
ば
ま
 ，
 ）
 
0
9
 

（
 
4
 
l
A
 

）
 

目
 （
・
）
。
そ
し
て
 
非
被
造
 的
な
も
の
と
し
て
魂
の
閃
光
は
 、
 例
え
ば
伝
統
的
な
 
"
 の
ゼ
 妻
 おの
 田
 
s
,
 と
 云
 う
 概
念
を
 超
え
て
、
魂
の
内
に
あ
 

り
な
が
ら
そ
れ
自
身
神
の
本
質
そ
の
も
の
に
属
し
、
「
 神
 が
 神
の
根
底
に
還
帰
す
る
動
性
」
 

即
 
「
魂
が
神
を
突
破
 す
る
動
性
」
 
即
 
「
魂
が
 

魂
の
根
底
に
還
帰
す
る
動
性
」
を
意
味
す
る
。
然
し
 ヱ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
も
 、
 魂
が
そ
の
最
高
の
諸
 力
 を
も
含
め
て
 被
 造
物
で
あ
る
事
（
の
 目
ち
，
 

Ⅱ
の
Ⅰ
 

コ
 の
で
 O
 吋
 
e
 二
 %
 
田
の
り
 
ロ
 コ
コ
の
の
 
ヒ
コ
 
こ
 い
 
Ⅱ
の
の
㎡
の
）
コ
リ
自
 

ミ
コ
ド
 の
 
t
c
 仁
 日
銭
 ぃ
日
曲
 
Ⅱ
勾
の
・
の
・
 

尽
 ）
は
認
め
る
。
従
っ
て
 こ
 の
 両
面
の
聯
関
が
理
解
 

の
 鍵
に
な
っ
て
乗
る
。
そ
の
手
が
か
り
を
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
 自
身
、
一
三
二
 セ
年
 二
月
十
三
日
に
 
ケ
ル
ソ
 で
行
っ
た
 弁
明
の
内
で
与
え
て
い
 

 
 

る
 。
そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
父
性
・
 し
ミ
燵
ト
の
註
 Ⅹ
魂
の
 内
に
非
複
道
的
な
あ
る
も
の
が
あ
る
事
を
更
め
て
主
張
し
 つ
 っ
 、
 然
し
そ
の
 
非
被
 

 
 

の
 
）
で
あ
る
事
を
否
定
し
、
 

又
 そ
の
よ
う
な
事
を
説
い
た
 事
は
な
い
と
断
言
し
て
 

い
る
。
魂
の
内
に
あ
っ
て
而
も
魂
に
属
さ
な
い
と
云
う
の
 は
、
 魂
の
自
体
が
魂
の
脱
 臼
 だ
と
さ
き
に
云
わ
れ
た
の
 と
 同
じ
事
を
意
味
し
て
 

（
 
5
 
@
 
Ⅰ
 
）
 

い
ろ
。
神
の
魂
へ
の
内
在
が
そ
の
ま
ま
魂
の
神
へ
の
税
目
 で
あ
る
と
云
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
要
点
が
こ
こ
で
も
 
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
 

め
 
ぎ
 
オ
 「
 
a
f
 
（
 ぎ
 
仁
安
の
化
の
は
魂
の
 
力
 で
ほ
な
く
、
 神
 の
子
（
Ⅱ
子
な
る
 神
 ）
と
し
て
の
魂
の
 力
 で
あ
る
。
即
ち
 、
 魂
が
目
分
の
も
の
と
 

し
て
使
用
し
得
る
如
き
 力
 で
は
な
く
、
魂
の
内
に
神
の
子
 を
生
み
込
ん
で
閉
塞
さ
れ
た
魂
の
根
底
を
打
開
し
た
 神
 の
力
 で
あ
り
、
而
も
 一
 

見
 開
か
れ
る
や
、
も
と
も
と
魂
の
根
底
に
働
 き
 続
け
て
い
 た
も
の
と
し
て
魂
の
根
底
か
ら
噴
出
す
る
力
で
あ
る
。
 而
も
こ
の
の
 ぎ
 
オ
ぷ
 曲
 

ぎ
宙
 戟
の
目
の
の
働
く
本
場
は
 、
魂
と
 神
と
 云
 5
 二
つ
 の
も
の
の
間
で
は
な
く
、
神
の
根
底
 即
 魂
の
根
底
で
あ
 る
 神
の
背
後
へ
の
突
破
 

徹
底
で
あ
る
。
そ
の
根
底
で
は
、
後
に
見
る
如
く
 、
魂
 は
 
「
神
で
も
な
く
被
造
物
で
も
な
い
」
と
云
わ
れ
る
。
 

し
 て
み
る
と
、
 
ヱ
ッ
ク
ハ
 

(207) 

  
  



 
 

 
 

 
 

        

の
が
既
に
基
督
教
の
常
規
か
ら
は
は
づ
れ
て
お
り
、
而
も
 こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
基
督
教
の
術
語
に
よ
っ
て
遂
行
さ
 れ
五
 つ
 人
が
そ
れ
を
 基
 

督
 教
の
術
語
の
レ
 ダ
ヱ
ル
 で
受
取
る
場
合
、
少
く
と
も
 そ
の
思
想
と
し
て
の
異
端
性
は
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 然
し
こ
の
場
合
も
異
端
 

性
 な
ど
 う
 評
価
す
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
 

さ
て
以
上
述
べ
た
突
破
に
於
け
る
魂
の
能
動
性
の
発
動
 を
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
「
神
を
放
下
す
る
」
と
云
う
あ
り
 方
 に
見
る
。
ど
 う
云
 

う
 事
で
あ
ろ
う
か
。
 

四
 

魂
が
 神
を
 つ
 き
抜
け
て
「
神
の
根
底
」
 即
 「
魂
の
根
底
 
」
へ
と
徹
底
遣
帰
し
て
行
く
突
破
は
 、
 魂
が
神
を
放
下
す
 る
 
（
 
的
 0
 （
ふ
 い
 
の
 
コ
 ）
 
事
 

（
こ
れ
は
父
神
を
空
 卸
 す
る
 ｜
 
㏄
 0
 （
の
の
（
の
 

&
 田
 
。
 キ
 の
已
の
 
コ
 、
 神
を
脱
却
す
る
１
 
%
0
 
（
の
の
 

口
田
 （
 
ヰ
 毛
の
Ⅱ
巨
の
 

コ
 と
も
 云
 わ
れ
る
）
に
よ
っ
て
 遂
 

行
 さ
れ
る
。
神
を
放
下
す
・
 
る
 事
が
人
間
に
と
っ
て
究
極
 の
事
と
云
わ
れ
る
（
 し
毛
あ
 8
 。
神
を
放
下
し
神
と
の
 合
一
か
ら
離
れ
去
る
と
 

は
 ど
 う
 云
 う
 事
で
あ
ろ
う
か
。
「
パ
ウ
ロ
は
 、
 神
が
彼
に
 授
与
し
、
彼
が
神
か
ら
受
納
し
得
た
一
切
を
捨
て
去
っ
 た
 」
（
の
（
 
-
 
糠
 N
 
u
 

（
 
厨
 N
 。
 

宙
斡
ぃ
 
ミ
コ
 的
 0
 目
的
の
 
す
 。
二
日
 
0
 ゴ
 叶
の
・
 

仁
 二
ロ
リ
二
の
 

ぃ
 
。
 宙
め
ド
 
の
 
Ⅱ
 そ
 0
 コ
的
 0
 円
の
の
 
コ
づ
 
下
ゆ
 
ゴ
 0
 コ
 ミ
 0
 す
 丑
の
１
目
 

レ
韻
ト
 
の
の
）
 

0
 
@
 
」
 
の
 引
用
の
個
所
で
エ
ッ
ク
 

ハ
ル
ト
は
 先
づ
 神
を
放
下
し
「
神
か
ら
離
れ
る
」
（
 4
0
 
コ
 m
o
 

（
の
お
 

き
ぎ
 の
 
コ
 ）
と
云
う
言
葉
が
、
到
達
さ
れ
た
め
 ぬ
 金
性
（
 4
0
 

守
っ
 

ヨ
 の
 
ヲ
 

ォ
の
（
 

円
）
の
上
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 し
 強
調
し
て
か
ら
そ
の
意
義
を
展
開
し
て
行
く
。
こ
の
事
 は
 大
切
で
あ
る
。
 ヱ
ッ
 

ク
ハ
ル
ト
が
完
全
性
と
 云
 5
 の
は
、
「
魂
の
内
に
於
け
る
 神
の
子
の
誕
生
」
と
云
 う
 仕
方
で
行
わ
れ
る
神
と
 魂
と
 0
 合
一
を
意
味
す
る
。
 

「 し 
二 そ 
」 " 
の に 

以 聞 ぢ 一り 目 

ン @ 町 @ " 一 

還 め 
ろ て 
う 解 
と 釈 
す し 

る よ 

ニ ラ 

ッ と 

ク す 
ノ へ る 

ルと ト 、 
の ヱ 
モ ・ ソ 

テ ク     
フ ト 

を の 
見 根 
欠 本 
つ 思 

て 想 
し な 
ま ゆ 
う がミ 

こ め 

と て 
に し 
な ま 

ろ う   

但し 、 即ち 、 
  

」「 の神 
そ と 

テ 被 
イ 進   

フ 」 

そ と 

の 云   
(208) 

し
て
行
く
動
性
が
の
 

ぎ
ガ
ペ
 
a
 
め
 
（
 ぎ
監
 Ⅱ
 本
テ
 な
の
で
 
あ
る
か
ら
、
こ
の
 
力
 を
「
夜
道
的
か
非
 

被
造
 的
か
」
と
 
云
 う
 問
題
の
圏
内
に
戻
 8
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ヒ
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Meister Eckhart に於ける「突破」の 思想について 

0 合 箆 神 び 盤 題 あ 従 

以 ると 神 へと の合 たが 生命に 云 で も よ、 一した を捨て ある。 此処で その 合 

べ 

  
あ て ル 。 度 さ と の た ら 而 と 

太 れ 合 離 め れ も し   
る 此 る で が る が 自     
る の に 処 を で あ と 

一 抜 。 死 捨 で 放 触 る す   
  で て る そ 且 れ な   

は 事 と の つ た l 万   
  @ 、   な 方が問 離脱、神の生は神と にして 物 と結 （ 麓ヴ T 
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魂
の
徹
底
的
な
無
相
化
（
の
三
 
%
 巨
臼
 ）
で
あ
る
。
神
の
 子
 
（
即
ち
 
、
 子
な
る
 神
 ）
 

か
ら
、
一
切
の
神
的
な
有
相
 が
 払
拭
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 そ
れ
は
神
の
像
が
 う
つ
 

あ
る
。
そ
し
て
、
神
の
内
に
神
と
し
て
還
っ
た
魂
が
 、
自
 己
 自
身
に
附
着
し
て
い
 

そ
の
 無
 柏
の
根
底
に
還
り
、
無
相
の
自
体
を
現
わ
す
の
 で
あ
る
。
 

と
元
 ぅ
 魂
の
目
覚
、
そ
の
自
覚
に
於
け
る
 父
 と
の
 一
 、
 

さ
れ
て
い
る
魂
の
内
奥
を
剥
ぎ
捨
て
て
行
く
如
 き
 事
で
 

る
神
と
云
 う
 相
を
払
拭
し
て
行
く
事
と
一
つ
に
、
神
が
 

で
あ
っ
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
然
し
、
自
分
自
 身
を
「
神
と
し
て
」
魂
に
与
え
 又
魂
 が
そ
れ
を
「
神
と
 し
て
」
 受
 取
る
と
云
 
う
 

如
 ぎ
そ
の
神
は
 、
未
 だ
 神
 そ
の
も
の
、
そ
の
本
質
に
 於
 げ

る
神
の
自
体
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
与
え
」
「
 受
 取
る
」
と
 云
 9
%
 
態
に
 

於
け
る
神
で
あ
り
、
そ
の
際
の
「
神
と
し
て
」
と
云
 う
 有
相
が
既
に
無
相
無
雑
な
る
本
質
の
覆
 敵
 に
他
な
ら
な
い
 
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
 、
 

「
 父
 な
る
 神
 」
と
「
子
な
る
 神
 」
と
の
 
一
 と
天
 ぅ
 関
係
で
 神
と
 魂
 と
の
合
一
が
な
さ
れ
る
場
合
、
神
も
魂
も
未
だ
 

父
 、
子
な
ど
の
 

有
 栢
の
圏
内
に
停
 り
、
 神
の
露
 休
 も
（
コ
ロ
 年
 り
の
の
の
の
 

コ
 （
 
山
 
㏄
年
の
 ト
 
）
、
 圭
拠
 
の
 露
休
 も
（
 コ
仁
 
色
ひ
の
の
の
の
 

コ
 片
田
い
目
）
ヨ
ハ
の
）
 

、
そ
の
有
相
に
よ
っ
て
 

隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
所
論
文
で
「
 ニ
ー
一
 」
神
の
三
層
 性
 そ
の
他
 真
 と
か
 善
 と
か
云
 う
 神
の
質
的
な
規
定
は
 、
神
 が

そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
 

 
 

 
 

を
神
と
し
て
示
す
と
同
時
に
自
己
の
露
体
を
隠
蔽
す
る
 「
衣
裳
」
だ
と
云
わ
れ
た
が
、
実
は
、
「
 
神
 」
と
云
 う
事
 も
 既
に
露
 体
 を
覆
 う
衣
 

実
 で
あ
る
。
而
も
魂
が
そ
れ
を
「
神
と
し
て
」
 受
 取
る
 と
き
、
そ
の
衣
裳
を
神
の
露
 体
 に
か
ぶ
せ
る
の
は
魂
で
あ
 り
 、
そ
れ
は
、
同
時
に
 

魂
 自
身
の
露
 体
 に
か
ぶ
せ
る
事
な
の
で
あ
る
。
「
 神
 」
と
 考
え
た
だ
け
で
も
既
に
そ
れ
は
神
の
自
体
を
覆
ふ
と
 同
 時
に
魂
の
自
体
を
覆
う
 

事
 に
な
る
。
「
魂
が
 、
 神
で
あ
る
如
 き
 神
を
 1
 
 （
神
を
神
 で
あ
る
と
）
 
｜
 観
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
魂
の
各
で
あ
る
 」
（
の
り
 
ゴ
 0
 毛
の
計
の
 
ぃ
ぬ
 0
 ヰ
 

p
-
 
の
ぬ
 0
 田
山
の
（
 

，
 ：
・
の
 

ド
 山
の
（
～
（
幅
の
 

ヴ
 Ⅰ
の
の
（
の
 

｜
 ㌧
 h
.
 

㏄
㎏
 

0
-
 
 

の
も
）
 以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
 
説
く
神
の
放
下
と
は
、
 

の
方
向
に
於
け
る
神
の
放
下
に
就
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 説
く
所
を
み
て
み
た
い
。
 

魂
は
 、
「
神
が
魂
に
与
え
、
魂
が
神
か
ら
受
取
っ
た
一
切
 を
 放
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。
所
で
神
は
自
己
自
身
を
 、
自
己
の
全
体
を
 、
 

神
と
し
て
与
え
る
（
 球
せ
 （
祐
ぎ
注
の
ざ
 
す
ぬ
 o
t
=
 
宰
鱒
 ぎ
 （
久
安
生
の
の
 0
 巨
 １
 %
 圭
 ）
 
&
0
.
 

）
。
こ
れ
が
「
魂
に
 於
 け
る
神
の
子
の
誕
生
」
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Meister Eckhart に於ける「突破」の ，思想 

山郵一の事 コ 0 度登 る 

現 し て 
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く、 ト 
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捨 

る   
91@ (211) 

 
 

-
6
 

l
l
 
）
 

の
そ
の
自
己
満
足
の
内
で
の
み
神
も
味
わ
わ
れ
る
。
 
か
 

く
し
て
、
自
己
を
捨
て
て
神
の
子
と
な
る
と
 
去
 
り
に
と
 ど
ま
ら
ず
、
神
の
子
で
あ
る
と
 

 
 
 
 

、 て 

こ
の
 ょ
う
 に
魂
の
無
相
化
の
徹
底
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
 神
と
の
合
一
に
於
て
は
ま
だ
魂
に
「
神
の
子
」
と
 
云
 5
 質
的
な
規
定
（
 四
｜
 

潟
目
宰
ゅ
 （
（
）
が
残
り
ー
た
と
え
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
 
資
 格
 
（
毘
も
呂
 経
 p
h
 

（
）
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
 

｜
 そ
れ
が
 清
浄
無
相
な
る
 露
体
の
 

覆
 と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
質
的
な
規
定
は
 、
実
 は
 更
に
、
さ
き
に
見
た
如
 き
 軟
性
と
し
て
の
根
本
的
な
 
。
 臼
 内
の
 
コ
 お
す
 
曲
 吊
目
，
 
と
 

結
び
つ
い
て
い
る
。
即
ち
 、
 魂
は
そ
こ
で
は
、
「
神
の
 子
 」
と
云
 う
 質
的
規
定
を
も
っ
も
の
と
し
て
 ｜
 換
言
す
れ
 ば
 自
己
の
内
容
と
し
て
 

神
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
 未
 だ
所
有
主
で
あ
り
、
。
 臼
 ㎎
の
の
の
 

す
 の
 オ
 "
 の
 支
配
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
 。
自
己
を
捨
て
て
与
え
 

ら
れ
た
神
と
の
合
一
も
、
今
 は
 「
神
を
も
つ
」
も
の
と
 し
て
の
魂
の
目
 己
 愛
の
満
足
に
転
化
す
る
。
神
と
の
合
一
 に
よ
っ
て
腕
白
 が
 恢
復
 

さ
れ
ん
と
し
て
、
却
っ
て
再
び
自
己
同
一
が
包
み
返
え
 す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
魂
は
 、
 神
と
合
一
し
た
如
 き
自
 己
 自
身
に
愛
着
し
、
 合
 

一
 そ
の
も
の
に
執
着
す
る
。
魂
は
自
己
自
身
を
享
受
し
 、
 魂
が
 自
己
の
内
に
も
つ
神
は
 、
 魂
の
自
己
満
足
の
味
は
 い
と
な
る
。
若
く
は
、
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の の で つ れ れ が コ 

が あ ー る 一 魂で「あ のがる 、 。 瑳受 る 四 % 。 以上 

そ る の 。 が 魂 魂 」 目 の 
二 あ の に と が 如 

自 の 。 一 」のる 自と云ざき （ 

体 の 合 の 体 っ わ 汀 意 
（ 
  
  
に し 
  
      。 そ 体 て 
  

魂   
  
  
  

そ 神 が ま 残 れ ぎ 神 

  
コトコ り 

を放 こで との 自己 神 ま り、 が魂 ヨ ～ 

  
  下した は最早一でも をも 神 の自体 それが 神と と お 旺轄 

住田 

  「 ヰ 

  
の ト @ 
  

の -   ト ゆ つ 

のノ 

目コ 有 最 

  
      
往ヴ 0 コ 「重寄 
  

田｜   
し養 

% げ 
仁あ 弓竺忠る 

ひつ 吊 木 申 

㏄ め   て、 

又 
ひ よ 

そ   
の 一 天 で だ 

根 
底 
に - 
於 
て 

も ね 、 な 
  

と たこの 二そ弄 ③ 管 

動 と て そ 同 
力 云 神 れ 時 以 

でわ あ れ のはに上 無 " " " 
る た 相 補 そ 神 
こ 所 無 の れ を 
と 厭 離 内 に 捨 
な で な に よ て 
述 あ る 還 っ る 
べ る 限 っ て と 

ナ、 @ 。 底 た 我 は 

ナ ・ Ⅰ 

  
  



  
  
  

  

  

  
  

臣 目 代 

も
と
「
 
一
 
」
そ
の
も
の
で
あ
る
事
は
 

、
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
 

が
 繰
返
し
説
い
た
所
で
あ
る
（
 

仁
コ
宙
ョ
 

ぎ
め
 
田
 ョ
苗
⑧
。
 

而
も
そ
の
際
神
の
本
質
、
 

自
体
、
根
底
と
し
て
の
「
 

一
 
」
を
語
る
時
と
全
く
同
一
の
 

言
葉
を
用
い
て
説
い
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
 

、
 魂
の
根
底
は
、
「
 

一
 
」
 

自
体
に
於
け
る
「
 

一
 
」
（
の
 

ぎ
 ぎ
 ざ
 お
 こ
盤
 
）
で
あ
 

り
 、純
一
公
 
ぴ
 
（
 
戟
 ）
に
し
て
単
一
（
の
円
目
凹
由
 

り
 
）
 
、
，
 
」
 
の
 「
一
な
る
 

一
 
」
（
文
臣
 

ざ
 

臼
コ
 
）
は
、
無
名
（
コ
リ
日
田
家
）
、
不
可
 

称
 （
日
と
 

穏
り
巳
 

ざ
し
、
此
に
非
ず
彼
に
非
ず
（
圭
の
宙
の
「
 

色
 
㍗
 口
 
0
 
臼
 色
心
 
）
、
一
切
の
柑
を
離
れ
、
 

（
 
づ
 
o
p
 
生
 o
 
コ
小
 
ミ
ヨ
 
結
匡
ぎ
 
）
、
一
切
の
態
を
超
え
 

盆
コ
 
ず
 
0
 
ヴ
 
の
コ
の
）
 

す
キ
拓
 
e
 
）
、
 
無
 等
々
（
の
 

い
 の
 
コ
プ
ゆ
 

（
 ヨ
 （
（
 

ヨ
 す
目
の
 

コ
ぎ
ヰ
 

㎎
の
Ⅰ
日
ト
四
コ
 

0
 
）
 
、
 

空
 に
し
て
自
由
（
す
ま
。
 

け
コ
 

Ⅰ
 ミ
 じ
で
あ
る
。
か
く
し
 

て
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
云
う
 

、
 。
円
目
 

ト
 
N
 い
 
の
（
 
ぎ
音
 （
の
の
）
 

の
 
@
 
 

）
 
コ
 串
の
 

コ
ノ
 
㎎
 
0
 
ヰ
す
 
-
0
 

べ
 

ず
 
（
 
"
 
 

（
 
し
毛
ト
ト
 

Ⅱ
）
 

、
 魂
の
内
に
或
る
一
つ
の
も
の
 

｜
そ
 
れ
 自
体
現
に
於
け
る
「
 

一
 
」
な
る
或
る
も
の
 

｜
 が
あ
っ
て
 

、
そ
こ
に
神
が
 

露
 現
し
 

 
 

て
て
い
る
と
。
そ
れ
は
魂
が
そ
れ
自
体
「
 

一
 
」
で
あ
る
 

 
 

E
 
 

h
 
 

t
 
 

瞭
 
c
 

が
、
唯
一
の
テ
ー
マ
で
あ
る
神
と
 

「
注
意
」
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
こ
で
「
私
の
根
底
 

、
，
 

魂
 と
の
関
係
が
次
 

、
、
 

事
 に
よ
っ
て
直
ち
に
神
の
「
 

一
 
」
と
一
な
る
所
で
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

。
合
一
で
は
な
く
て
も
と
も
 

瀕
 し
た
の
で
あ
る
。
私
の
根
 

返
し
お
こ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
云
う
言
葉
に
 

伐
 っ
て
 
ヱ
 の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ほ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 

が
 自
分
の
体
験
か
ら
直
接
に
 

 
 

 
 
 
 

M
e
 

%
 分
の
体
験
を
語
る
と
云
 

う
 だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
 

体
験
さ
れ
た
事
が
、
「
私
し
と
云
 

う
 一
人
称
で
し
か
語
ら
 

れ
 得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

  



此
処
で
は
、
「
神
の
根
底
は
私
の
根
底
で
あ
る
」
と
云
は
 れ
る
と
同
時
に
 、
 直
ち
に
反
転
し
て
、
「
私
の
根
底
は
神
 
の
 根
底
で
あ
る
」
と
 云
 

わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
神
の
根
底
は
神
か
ら
は
神
の
根
 氏
と
云
わ
れ
て
も
、
根
底
自
体
に
於
て
は
神
は
神
で
な
い
 。
魂
が
魂
を
脱
す
る
事
 

に
よ
っ
て
 、
 神
も
神
で
な
い
そ
の
処
に
 透
 脱
し
、
そ
こ
で
 村
 二
で
あ
る
場
合
、
 

"
 Ⅱ
 ヲ
 
-
 
コ
妻
。
の
の
由
の
 

ぽ
 旧
の
の
の
 
コ
 ）
の
 
ヰ
 。
 すの
 ～
 ぬ
 o
d
"
 
 
（
㌧
 

h
.
 

め
 ㏄
の
 
，
 

毬
 ）
 と
 云
 い
 得
る
 
汀
 二
で
あ
る
。
「
神
の
根
底
が
私
の
 

根
底
で
あ
る
」
と
云
 う
 の
は
、
「
神
が
私
の
根
底
で
あ
る
 
」
と
云
 う
 の
と
は
 異
る
 。
 

後
者
の
場
合
は
 、
 私
は
一
方
的
に
神
に
対
し
て
絶
対
 依
 属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
の
根
底
は
、
そ
こ
に
神
が
 還
滅
す
る
所
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

神
の
以
前
で
あ
る
。
そ
こ
が
私
の
根
底
で
あ
る
時
、
 そ
 れ
は
直
ち
に
私
の
根
底
で
あ
る
。
私
の
根
底
は
私
の
根
底
 と
し
て
、
そ
こ
が
神
に
 

如
何
な
る
名
に
よ
っ
て
も
如
何
な
る
名
詞
に
よ
っ
て
も
 

第
三
人
称
的
に
客
観
化
し
得
な
い
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

魂
 も
 魂
を
脱
し
た
 

処
、
そ
 

 
 

こ
は
た
だ
「
私
」
が
そ
れ
で
あ
る
事
が
出
来
る
だ
け
で
 

あ
っ
て
 
、
 或
は
 
、
 真
に
 

H
n
 

ゴ
と
 云
え
る
体
験
（
云
わ
ば
 

「
 
鮫
は
 
体
験
」
）
で
あ
っ
 

 
 

て
、
 
従
っ
て
そ
れ
で
あ
る
私
が
私
を
直
接
に
語
る
と
云
 

う
 仕
方
で
し
か
語
ら
れ
得
な
い
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
 

突
 破
 モ
テ
ィ
ー
フ
」
の
 

教
 

説
に
 
於
て
殊
に
屡
々
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
，
 

討
下
 
。
 と
語
 
り
 出
す
所
以
で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
魂
が
神
の
根
底
に
徹
底
す
る
時
、
 

魂
 の
真
の
自
由
が
発
動
す
る
。
神
の
根
底
は
魂
に
と
っ
て
 

他
処
 
な
ら
ず
、
正
に
 

魂
 自
身
の
根
底
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
魂
は
真
に
自
己
 

自
 身
に
還
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
 

そ
 こ
で
魂
は
 

、
 神
の
自
体
 

で
あ
る
「
一
二
ヱ
丁
の
 

も
の
 

ヰ
 レ
し
 
一
で
あ
っ
た
。
「
一
シ
し
の
 

一
 
」
と
は
「
一
の
 

一
 
」
と
云
 
う
 事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
 

二
 は
な
い
。
そ
の
 

二
 な
き
 

 
 

 
 

 
 

還
れ
ば
、
そ
の
魂
な
ら
ざ
る
魂
の
み
が
唯
一
者
で
あ
っ
て
 

第
二
者
は
な
い
。
こ
こ
に
窮
極
の
自
由
の
根
拠
が
あ
る
 

。
神
が
そ
の
根
底
に
 

於
 

て
一
切
の
相
対
 

｜
 被
造
物
乃
至
人
間
と
の
相
対
 

｜
を
脱
 
し
て
い
る
と
同
じ
く
、
魂
も
そ
の
根
底
に
於
て
一
切
の
相
 

村
を
 
｜
 神
と
の
相
対
を
 

 
 

 
 

り
、
 
魂
も
根
底
に
還
る
事
に
よ
っ
て
そ
れ
で
あ
り
、
 

か
 く
し
て
唯
一
者
で
あ
る
所
を
 

、
 神
と
 
魂
 と
が
完
全
に
自
由
 

に
 交
換
し
得
る
。
故
に
 

(214)  94 



Meister Eckhart に 於ける 「突破 」の， 恐想は ついて 

 
 

 
 

ぃ
 出
す
な
ら
ば
そ
れ
は
増
上
慢
で
あ
っ
た
。
神
と
私
と
一
 
ム
う
 
「
 二
 」
の
あ
る
処
で
私
が
主
に
な
る
事
は
神
を
借
 す
 る
 事
で
あ
る
。
然
し
ど
 

が ま 

神 コ ・ 

V@ - 

であ なる 

め る。 

ご所 

所論 なかっ で 
た 女   で   

  

  
子 「 

  
於け 神 ） る 

  
誕生」 んだそ 

  
  

が、 

口 称 
臼 の 

ヴ主 ぎ休 

に な の o 叶 

（・る が ) と 
去 秋 

(215) 

と
っ
て
も
根
底
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
 ェ
ッ
 ク
ハ
ル
 ト
は
 、
「
神
の
根
底
は
私
の
根
底
で
あ
り
、
私
の
根
底
は
 神
の
根
底
で
あ
る
し
に
 

す
ぐ
続
け
て
云
 う
 、
「
此
処
に
於
て
私
は
私
自
身
か
ら
 

生
 ぎ
る
、
神
が
神
自
身
か
ら
生
き
る
の
と
同
じ
く
」
（
日
の
 ）
の
 
す
 の
）
の
 
ゴ
つ
い
 の
Ⅱ
 
日
 @
l
 

目
 。
 
ヨ
の
 -
 
ゆ
 0
 コ
。
 
曲
打
ゆ
 0
 （
（
の
 
す
 の
 
田
め
い
 
の
Ⅱ
乱
臣
の
日
笠
 
幅
 0
 コ
 。
し
韻
港
 ）
こ
れ
こ
そ
が
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
自
由
で
あ
 る
 。
 

さ
き
に
見
た
如
く
、
「
神
か
ら
神
へ
」
と
云
う
円
環
的
 
動
 陸
 に
於
て
、
「
神
か
ら
」
の
方
向
で
こ
の
円
環
か
ら
は
 
づ
 れ
そ
の
流
出
遠
隔
 の
 

軌
跡
か
ら
飛
び
出
し
て
 ｜
 即
ち
「
 神
へ
 」
と
云
 う
 遠
隔
 の
 停
止
に
よ
っ
て
「
神
か
ら
」
が
「
神
か
ら
の
離
反
」
と
 な
っ
て
１
 
%
 目
で
あ
 

る
も
の
、
そ
れ
が
の
鼠
の
口
の
の
 
プ
 リ
（
（
と
し
て
の
 我
性
 で
あ
 っ
た
 。
そ
し
て
こ
の
の
裾
の
 
コ
 の
 
O
 ゴ
 p
h
 
（
が
「
魂
の
内
に
 於
 げ
る
神
の
子
の
誕
生
」
 

に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
、
「
神
か
ら
」
が
直
ち
に
「
 
補
 へ
」
 と
相
即
せ
し
め
ら
れ
、
「
神
か
ら
神
へ
」
と
云
う
円
環
の
 
全
 
「
 
動
性
 」
が
魂
の
神
 

的
 生
命
と
な
っ
た
が
、
今
度
は
、
「
 
神
へ
 」
の
方
向
で
こ
 0
 円
環
を
超
脱
し
て
 ぎ
ゴ
 で
あ
る
も
の
、
こ
れ
が
 今
云
 わ
れ
て
い
る
 独
脱
 無
依
 

の
ぎ
二
で
あ
る
。
「
神
か
ら
神
へ
」
は
 、
 神
と
被
造
物
と
 の
 関
係
及
び
神
の
自
己
両
三
 ｜
 一
関
係
を
云
わ
ば
同
心
 
円
 的
に
包
む
 動
 性
で
あ
 

る
が
、
そ
の
同
心
円
を
透
過
し
て
「
神
も
な
く
被
造
物
 も
な
き
」
（
 -
0
 
日
。
 的
 0
 （
 
8
 
%
 
註
ゅ
コ
 の
 
n
 
&
 
山
口
㏄
の
）
円
環
 
圏
 外
に
独
脱
し
た
格
外
の
 

H
n
 
す
で
あ
る
。
こ
こ
で
始
め
て
真
に
。
 
H
n
 
ゴ
庄
 コ
ニ
 
と
 云
ふ
 自
在
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 
"
H
n
 
甘
絃
 コ
一
 
"
 は
 、
人
間
に
も
 属
 

さ
ず
、
天
使
に
も
属
さ
ず
、
神
に
も
属
さ
な
い
と
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
云
う
（
 

鼠
 .
 
の
・
㏄
 
0
 ゲ
ミ
 ・
）
。
こ
こ
で
 "
 汀
 甘
，
と
 云
っ
て
い
る
の
 

は
 、
だ
か
ら
、
・
人
間
で
も
な
く
、
天
使
で
も
な
く
神
で
も
 

な
い
。
誰
で
あ
る
か
。
 

"
 ど
 す
 す
 ぎ
 ，
と
 云
 う
 そ
の
、
 -
 
ヰ
オ
 "
 以
外
の
何
者
で
 

も
な
い
。
こ
の
。
 ざ
 ォ
ヴ
 ぎ
，
は
 最
早
神
か
ら
与
え
 ろ
 れ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
き
に
 
"
 写
す
 す
 ぎ
 "
 と
云
い
 得
 る
の
は
神
の
み
で
あ
る
 

と
 云
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
神
の
み
 "
 ぎ
ゴ
庄
コ
，
と
 
云
い
得
る
そ
の
根
拠
を
「
私
の
根
底
」
と
し
た
と
こ
ろ
 か
ら
自
発
し
た
。
 ぎ
ゴ
 



  
ノ @     

 
 

神
を
、
徹
底
的
に
放
下
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
。
 討
 ォ
サ
ぎ
 の
。
 
ま
 "
 に
 於
け
る
神
の
放
下
は
即
ち
 村
 ぽ
の
 徹
 底
 的
な
自
己
否
定
で
あ
 

る
 。
（
こ
 う
 見
る
と
、
。
 ぎ
す
 江
口
の
。
 拝
 "
 と
 反
転
す
 る
と
同
時
に
今
度
は
神
を
捨
て
て
行
く
と
云
 う
 の
は
、
 受
 動
か
ら
能
動
へ
の
転
換
 

を
 始
発
と
す
る
「
突
破
」
の
こ
と
で
あ
る
。
）
そ
し
て
こ
 の
神
の
放
下
即
自
己
否
定
の
遂
行
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
 る
 言
葉
が
。
 ぎ
す
ヴ
田
コ
 

圭
 の
 巨
 e
 パ
ゆ
 0
 ト
コ
 0
 り
オ
 の
 已
ゆ
曲
 

こ
め
Ⅱ
の
 

"
 
 
（
㌧
 

h
.
 

め
 ㏄
 か
 ・
 ト
の
 
）
で
 あ
る
。
然
し
こ
の
「
私
は
神
で
も
な
く
被
造
物
で
も
な
い
 」
は
未
だ
究
極
で
は
な
 

い
 。
そ
れ
は
、
神
及
び
被
造
物
へ
の
視
線
の
上
で
。
毛
の
 目
の
 
～
 0
0
 臣
コ
 0
 目
木
（
の
ゅ
ヰ
 
ロ
 "
 
 
と
 云
わ
れ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
自
分
が
捨
て
 

た
も
の
を
ま
だ
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
或
は
 、
 そ
こ
で
は
。
毛
色
の
（
の
 
0
 臣
コ
 0
 経
木
 お
緊
目
 "
 
 
が
ま
 だ
ぎ
ゴ
 
の
 
已
漏
 0
 マ
 

 
 

の
り
 
ゴ
 a
f
t
 
と
な
っ
て
い
る
。
被
造
物
を
突
破
し
 、
 神
を
突
 破
し
、
事
実
。
韻
の
宙
 轄
の
 0
 （
（
 
コ
 0
 臼
本
 ～
の
 
笘
目
 ，
で
あ
 る
な
ら
ば
、
即
ち
 、
神
 

も
 被
造
物
も
共
に
 未
 だ
な
い
所
の
「
未
生
以
前
」
が
そ
 れ
と
し
て
「
 現
 」
で
あ
る
如
き
 
討
牡
 
な
ら
ば
、
 
"
 毛
色
 の
 Ⅱ
ハ
い
 
0
 （
 
ヰ
臣
 0
 い
甘
 目
 
ハ
 Ⅱ
の
の
 

｜
 

（
 
目
 「
 ，
と
 云
 う
 必
要
も
な
い
、
真
に
神
で
も
な
く
 被
造
 物
で
も
な
い
所
は
 、
 神
で
も
な
く
 被
造
 で
も
な
い
事
を
 も
 忘
れ
た
所
で
あ
る
。
 

そ
の
意
味
で
、
 

"
 に
ぽ
田
 コ
 。
 
憶
 
"
 汀
甘
ま
 コ
ミ
の
口
の
 
「
の
 0
 ミ
コ
 0
 き
木
 お
弗
目
 
，
か
ら
。
毛
色
 轄
の
 0
 ま
コ
 0
 臼
 
刃
元
ぎ
 目
 "
 を
払
 

試
 し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
 
"
 打
ゴ
す
ピ
韻
 の
年
の
～
の
。
 

津
コ
 0
 経
木
Ⅱ
の
㏄
 
汗
 （
 "
 
 
の
事
実
上
の
徹
底
な
の
 で
あ
る
。
こ
こ
で
発
せ
 

ら
れ
る
 

"
H
n
 

プ
 6
 円
さ
 
"
 
は
従
っ
て
単
な
る
存
在
判
断
で
 は
な
い
。
即
ち
そ
の
上
に
更
に
毛
 ず
 ～
と
か
 
キ
舘
ャ
 
と
か
を
問
い
得
る
如
き
 

 
 

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
可
能
な
る
一
切
の
述
語
が
 既
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
無
相
で
あ
り
、
～
 り
 牙
が
自
己
の
 
内
実
と
し
て
も
ち
得
る
 

（
 
7
 
1
 ）
 

一
切
を
放
棄
し
た
極
貧
で
あ
る
。
而
も
こ
の
 ょ
う
 に
徹
底
 的
な
否
定
の
遂
行
で
あ
る
 
"
H
n
 

ゴ
ヴ
ぎ
 "
 が
、
そ
れ
と
 し
て
即
ち
肯
定
の
端
的
 

，
 打
下
 す
ぎ
 "
 で
あ
る
。
か
く
し
て
直
接
の
し
 曲
宇
 お
ぎ
 
と
 一
つ
に
 
毛
ざ
，
 
）
 
0
 の
な
無
相
の
有
自
体
を
あ
ら
わ
す
 -
 
、
に
 甘
す
ぎ
 "
 は
 、
否
定
 

（の o （ Oo   
  
白 と 
意 反 
識 転 
の 翻 
形 身 
式 し 

と て 

に なり ず 
憎 が 

上 生 
@ 鼻 と 
で な 
あ っ 

る て 
l % 
） ど   

" Ⅱ り り 

ゴ 出 
もよ る と 同 
ざ 時 
プ に 

サ田 

（（そこ の コ 0 
d.  で・ 

  ィ亭 

  
や で 

・ 4  @ ま 

の す 力 よ 

  
已 停 苧 

止す 俺の コ 

お れ 

す取 デ @   
。 "'"  Ⅰ   
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こ
か
で
絶
対
受
動
か
ら
反
転
し
て
私
が
主
に
な
る
の
で
な
 け
れ
ば
自
由
は
な
い
。
か
く
し
て
、
神
の
子
と
せ
ら
れ
 た
 処
か
ら
。
～
 c 下
 
す
ぎ
 

 
 

 
 



       
 

 
 

 
 

」
。
 

｜
 

ド
び
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Meister Eckhart に於ける「突破」の 思想について 

れ 一 実 あ な は の た 試 於 謂 異 こ 自 

稿 」 に る い ど 根 「 み け 神 瑞 の 己 以 

                        。 う底一 とる磁性両の 上 
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圭 及 

下りの 

拐 ク 
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L. 一 - 

亡 li 主 @¥ 。 か 云 
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l 「 

  
の ）   
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の 

徹 
底 
と   
  
定 
の 

端 
的 
と 

の 

貝打 

  
で   
あ 
る 
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コ
Ⅰ
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ヴ
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「
㏄
 
卜
 し
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 ト
つ
ウ
つ
 
の
，
の
 
・
 い
 肚
の
）
 

（
㎎
）
例
え
ば
次
の
個
所
参
照
。
 

よ
 の
 日
り
ぃ
ガ
 
の
円
目
 
@
 
屈
 ㏄
 
ゆ
 -
 
の
マ
 の
 臼
ヴ
 0
 Ⅱ
 "
 麓
 す
ゑ
の
 ゆ
 -
e
 
ざ
ダ
 亡
臣
 
年
 の
ヨ
 霊
ヰ
文
目
的
 0
 （
 ヨ
ざ
宙
 0
 Ⅱ
も
 ヰ
ノ
 Ⅰ
 0
 日
 
ト
の
 
円
仁
コ
ペ
 
0
 す
（
 
，
 （
 
口
車
め
の
の
）
 
@
 

-
-
 
戸
口
 
@
 
い
い
 年
ア
目
 
。
の
の
 
コ
ま
 
侍
の
の
 
"
 ㏄
い
 
つ
 ㌔
 甲
サ
 
-
e
 

田
口
 

0
 口
㏄
 -
 
コ
 -
 
で
の
ド
 
0
 

テ
キ
ス
ト
の
上
で
は
特
に
次
の
如
 き
候
 所
が
重
要
で
あ
る
。
 

せ
 性
 ・
の
・
 
N
 ヨ
 ・
 ぎ
 8
 
の
 っ
 ㏄
 !
 び
 0
 や
尚
 辻
村
公
一
「
知
識
学
の
本
 

神
口
。
 
巨
 @
 
巨
の
 e
 ぢ
の
 0
.
,
 
（
の
 
e
 Ⅱ
（
）
）
・
 

コ
 ・
 り
 丹
の
し
 

質
 と
そ
の
内
 

 
 

ロ
 
0
 ゴ
す
 ぎ
寺
は
、
自
意
識
に
於
て
つ
か
ま
れ
る
自
己
同
一
で
あ
 8
 所
の
次
す
オ
三
口
 

）
 
0
 す
 Ⅰ
と
根
本
的
に
異
 る
 事
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

然
 し
こ
の
詳
論
は
次
の
機
会
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 又
 
，
 ～
ひ
プ
 
ま
巨
 Ⅰ
 の
 

ざ
 下
か
ら
は
、
一
切
が
、
「
神
か
ら
神
へ
」
も
含
め
て
一
切
が
 「
私
か
ら
私
へ
」
と
な
る
が
、
こ
の
聯
関
も
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
 
 
 

的
動
性
 」
（
哲
学
研
究
四
七
八
号
）
四
十
一
 

1
 四
十
三
頁
に
 
ブ
イ
 ヒ
テ
 の
立
場
と
の
対
比
に
於
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 夫
 ～
 
c
 す
す
ぎ
 ，
の
 解
明
か
 

な
さ
れ
て
い
る
。
 

㌃
 %
 ヒ
 



  
 
 

 
 

   
 

 
     

  

本
書
は
、
副
題
に
「
教
団
組
織
の
原
型
」
と
名
づ
け
て
い
る
よ
 う
 /
 
@
 、
 

律
蔵
を
根
本
資
料
と
し
て
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
教
団
（
サ
ン
 ガ
 ）
の
 組
 

織
の
全
貌
を
解
明
し
た
労
作
で
あ
る
。
著
者
は
、
人
も
知
る
ご
 と
く
、
 律
 

蔵
 研
究
の
大
家
で
あ
り
、
さ
き
に
「
律
蔵
の
研
究
 L
 
 （
昭
和
三
 
十
五
年
）
 

と
い
う
大
著
を
公
刊
し
た
が
、
本
書
は
そ
れ
に
続
く
第
二
の
研
 尭
成
果
で
 

あ
る
。
 

律
蔵
を
研
究
す
る
に
当
た
っ
て
著
者
が
抱
い
て
い
る
構
想
は
 
、
前
著
 

司
 律
蔵
の
研
究
し
の
「
は
し
が
き
」
に
よ
る
と
、
資
料
に
関
 
す
る
研
究
 

と
 、
教
団
の
組
織
や
運
営
に
関
す
る
研
究
と
、
戒
律
の
 研
究
と
の
三
 つ
に
 

大
別
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
中
、
資
料
に
関
す
る
研
究
 を
 公
刊
し
 

た
の
が
㍉
律
蔵
の
研
究
 b
 で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
書
は
教
 団
の
内
容
 

的
な
研
究
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
は
そ
の
 す
べ
て
を
 

収
録
し
た
も
の
で
は
な
く
、
教
団
の
組
織
に
関
す
る
研
究
だ
け
 を
 収
め
た
 

も
の
で
あ
り
、
教
団
の
運
営
に
関
す
る
研
究
や
、
戒
律
の
研
究
 は
 、
本
書
 

の
 続
編
に
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
教
団
組
織
 の
 研
究
だ
 

け
で
も
、
前
著
「
律
蔵
の
研
究
し
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
 腱
 大
な
 分
量
と
な
 

平
川
杉
箸
「
原
始
仏
教
の
研
究
し
 藤

田
宏
 達
 

書
評
 

  からで するのどのよ かるん したが 来、原 てよい 研究に けで 自 書の独 そのた いるの は、そ ける資 書の続 研究 L 刊行さ のよう るであ 著者に 先の 成 別の機 追加し 章をお         
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活
 と
が
常
に
対
応
一
致
す
る
と
い
う
の
が
、
仏
教
本
来
の
立
場
 で
あ
る
か
 

ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
践
や
生
活
の
問
題
が
ま
と
ま
っ
て
 説
 か
れ
る
 律
 

蔵
を
研
究
す
る
こ
と
が
、
原
始
仏
教
の
研
究
に
お
い
て
、
極
め
 て
 大
き
な
 

位
置
を
占
め
る
こ
と
は
、
言
う
を
 侯
 た
な
い
。
し
か
る
に
、
今
 ま
で
こ
の
 

方
面
の
研
究
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
舌
口
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
 

ほ
 色
々
の
 

理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
わ
が
国
で
は
古
来
律
蔵
と
い
え
ば
、
   

二
百
五
十
戒
の
戒
律
の
研
究
で
あ
り
、
小
乗
仏
教
の
研
究
で
あ
 る
か
の
 如
 

く
見
徴
 さ
れ
て
き
た
の
が
、
大
き
な
理
由
の
一
 つ
 で
あ
ろ
う
。
 
確
か
に
、
 

律
蔵
の
研
究
に
は
こ
の
よ
う
な
戒
律
の
研
究
と
い
う
面
が
あ
る
 が
 、
し
か
 

し
 同
時
に
教
団
の
組
織
や
運
営
に
関
す
る
研
究
と
い
う
面
が
あ
 る
こ
と
を
 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
戒
律
の
研
究
に
先
行
す
 る
 重
要
な
 

問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
の
研
究
に
よ
っ
て
、
原
始
仏
教
の
実
 践
や
社
会
 

生
活
の
具
体
的
な
す
が
た
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 本
 書
は
、
ま
 

さ
し
く
こ
の
よ
う
な
問
題
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
纏
め
ら
れ
た
 労
 作
 で
あ
 

り
 、
原
始
仏
教
の
研
究
と
し
て
は
、
従
来
の
研
究
に
は
見
ら
れ
 な
い
新
し
 

い
 領
域
を
開
拓
し
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
サ
ン
ガ
の
組
織
の
研
究
と
し
 て
は
、
 

本
書
以
前
に
も
 幾
種
 か
の
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
。
外
国
で
は
 、
イ
ン
ド
 

の
 ダ
ッ
ト
 
G
 爵
 ヒ
ヨ
 き
し
ヒ
 （
（
）
が
出
版
し
た
 鰍
 （
モ
ロ
 屈
由
 
卸
す
 
一
の
（
 
呂
 0
 一
 

コ
 p
n
 
す
 @
 ヨ
，
 Ⅰ
 0
 コ
年
 
0
 コ
 ）
の
 
り
ミ
 
。
主
日
 ぃ
コ
 目
安
之
 0
 コ
 （
 
お
 4
@
0
 

口
）
 

，
 い
 。
ヨ
ヴ
 
い
 せ
 

評
し
き
・
が
恐
ら
く
最
良
書
と
見
な
さ
れ
る
が
、
し
か
し
 
全
 体
 と
し
て
一
八
 

0
 頁
に
も
満
た
な
い
小
冊
子
で
あ
り
、
資
料
も
パ
ー
リ
律
蔵
の
 み
に
よ
る
 

に
 過
ぎ
な
い
。
ダ
ッ
ト
は
近
年
 め
絹
年
ヰ
ま
 
件
目
 0
 コ
 %
 
ハ
 %
 
目
 。
 コ
 り
の
神
の
Ⅱ
 

-
l
 

圭
司
 8

Q
 

（
Ⅰ
 

コ
ロ
 
i
a
-
 
Ⅰ
 0
 コ
ウ
 
0
 口
お
総
 
と
い
う
好
著
を
出
し
た
が
、
 

こ
れ
は
 主
 

と
し
て
サ
ン
ガ
の
歴
史
的
展
開
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
 原
 姶
 サ
ン
ガ
 

0
 組
織
に
関
し
て
は
、
旧
著
を
越
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
 。
こ
れ
に
 

対
し
て
、
わ
が
国
で
は
パ
ー
リ
律
に
加
え
て
漢
訳
語
律
を
比
較
 研
究
し
う
 

る
と
い
う
利
点
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
伝
来
の
律
の
漢
訳
注
釈
 書
 や
シ
ナ
 
で
 

作
ら
れ
た
律
の
研
究
書
を
容
易
に
利
用
で
き
る
と
い
う
利
点
か
 ，
り
 
、
サ
ン
 

ガ
 0
 組
織
に
関
す
る
研
究
分
野
に
お
い
て
も
、
外
国
に
は
見
ら
 れ
な
い
す
 

ぐ
れ
た
成
果
が
現
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
昭
和
の
は
じ
め
 頃
よ
 り
、
 幾
つ
 

か
の
業
績
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
の
代
表
作
と
し
て
は
、
 佐
藤
 留
 雄
 

博
士
の
「
原
始
仏
教
教
団
の
研
究
 ヒ
 （
昭
和
三
十
八
年
）
が
挙
げ
 
ら
れ
る
。
 

こ
の
書
は
サ
ン
ガ
の
組
織
・
運
営
の
全
体
に
わ
た
っ
て
解
明
し
 た
 大
冊
で
 

あ
り
、
平
川
博
士
が
本
書
に
お
い
て
取
扱
っ
て
い
る
問
題
と
共
 通
す
る
と
 

こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
佐
藤
博
士
の
方
 作
が
 
サ
ン
ガ
の
組
織
 
運
営
の
 

仕
方
や
、
そ
の
行
事
・
服
務
等
の
す
べ
て
の
問
題
を
集
約
し
て
 一
冊
に
収
 

め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
平
川
博
士
の
本
書
は
 、
サ
ソ
ガ
 
の
 組
 織
 に
関
す
 

る
 問
題
だ
け
で
一
冊
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
に
 
関
す
る
 限
 

り
 、
当
然
そ
の
内
容
は
精
細
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
本
書
に
 お
い
て
 顕
 

著
 な
こ
と
は
、
佐
藤
博
士
の
労
作
を
は
じ
め
と
し
て
、
従
来
の
 東
西
学
者
 

の
 諸
研
究
を
す
べ
て
参
照
し
な
か
ら
、
し
か
も
律
蔵
を
中
心
と
 す
る
原
資
 

料
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
読
破
し
、
著
者
独
自
の
問
題
意
識
に
立
 っ
て
 サ
ソ
 

ガ
 0
 組
織
を
体
系
的
に
解
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 さ
ら
に
 
パ
 

｜
リ
 
・
 サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
・
チ
ベ
ッ
ト
・
漢
訳
の
諸
文
献
を
駆
 便
し
て
、
 

め
 

律
 特
有
の
難
解
な
術
語
や
教
説
を
正
確
に
理
解
し
、
こ
れ
を
 現
 

 
 

り
 易
く
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
   

 
 

い
て
、
本
妻
日
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
を
う
か
が
っ
 

て
み
る
こ
 

押
舟
・
 

 
 

 
 

 
 



            

と
に
し
よ
う
。
 

本
書
は
四
章
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
第
一
章
は
「
原
始
 仏
 数
 に
お
 

け
る
サ
ソ
ガ
 
の
意
義
」
と
題
し
て
、
序
論
的
考
察
が
行
な
わ
れ
 て
い
る
。
 

仏
教
の
教
団
は
、
そ
の
草
創
 期
 に
は
サ
ン
ガ
（
僧
伽
）
と
も
 ガ
 ナ
 と
も
 呼
 

ば
れ
て
い
た
が
、
教
団
法
と
し
て
の
律
が
確
立
し
た
頃
に
は
、
 サ
ン
ガ
が
 

正
式
の
呼
称
と
な
り
、
 

ガ
ナ
 は
不
完
全
な
集
団
、
あ
る
い
は
 か
 人
数
の
集
 

団
を
指
す
用
語
に
転
落
し
た
。
そ
こ
で
、
著
者
は
か
か
る
律
の
 専
門
用
語
 

と
し
て
の
サ
ン
ガ
 や
ガ
ナ
 の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
当
時
  
 

の
 
一
般
社
会
で
、
こ
の
よ
う
な
用
語
が
他
の
宗
教
団
体
や
商
工
 業
者
の
組
 

合
 、
政
治
団
体
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
 す
る
。
 
っ
 

い
で
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
以
前
の
サ
ン
ガ
の
組
織
内
容
は
必
ず
 し
も
明
ら
 

か
で
な
い
の
に
対
し
て
、
仏
教
の
サ
ン
ガ
に
は
明
確
な
特
質
が
   

る
と
し
て
、
そ
れ
は
第
一
に
は
「
平
等
」
で
あ
り
、
第
二
に
は
 「
平
和
 ニ
 

で
あ
る
と
説
く
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
平
等
の
原
則
に
つ
ら
ぬ
か
 ね
 、
平
和
 

の
 実
現
を
理
想
と
す
る
「
和
合
僧
」
の
組
織
を
解
明
す
る
こ
と
 が
 、
本
書
 

0
 日
的
な
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
本
書
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
 か
と
な
 

っ
 た
の
で
、
次
に
サ
ン
ガ
の
輪
郭
を
示
す
た
め
の
諸
論
説
が
 
展
開
さ
れ
 

る
 。
サ
ソ
 ガ
 は
現
実
社
会
と
一
線
を
劃
し
た
世
外
の
教
団
で
あ
 る
が
、
 し
 

か
ら
ば
そ
れ
は
現
実
の
国
家
権
力
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
 と
い
う
こ
 

と
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、
原
始
 サ
ソ
ガ
 の
 超
世
間
的
 

自
治
権
が
、
当
時
の
中
イ
ン
ド
の
国
家
権
力
の
自
発
的
放
棄
に
 よ
っ
て
 実
 

現
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
各
種
の
律
蔵
を
資
料
と
し
て
考
証
す
 る
 。
こ
れ
 

は
 、
著
者
に
よ
っ
て
始
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
 サ
ン
ガ
の
 

      

  

世
外
性
が
国
家
権
力
の
保
証
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
点
で
、
 か
え
っ
て
 

 
 

国
家
と
密
接
な
関
係
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
仏
教
の
歴
 
 
 

す
る
一
つ
の
鍵
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
著
者
は
、
仏
教
 教
団
に
お
り
 

 
 

け
る
 サ
ン
ガ
の
位
置
 ヰ
 論
究
し
、
 
阿
 含
め
律
の
用
例
で
は
、
 

サ
   

在
家
信
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
原
始
仏
教
の
教
団
の
研
 突
 と
し
て
 

は
 、
比
丘
僧
伽
と
比
丘
尼
僧
伽
と
を
研
究
対
象
と
し
て
取
上
げ
   

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
で
は
、
比
丘
僧
伽
と
比
丘
尼
僧
   

の
よ
う
な
成
立
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
占
が
次
に
 種
々
の
 
姿
 

料
 に
も
と
づ
い
て
究
明
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
律
蔵
の
中
で
最
も
 古
く
固
定
 

し
た
「
波
羅
提
木
叉
」
の
関
係
条
文
を
検
討
し
、
 サ
ソ
ガ
 の
 組
 織
は
 波
羅
 

提
木
 又
の
主
要
部
分
が
成
立
し
た
時
代
ま
で
に
、
か
な
り
の
 種
 支
に
 充
実
 

し
て
い
た
こ
と
 キ
 論
証
し
て
い
る
の
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。
 こ
の
よ
う
 

な
 論
証
は
、
 
著
 著
の
独
壇
場
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
サ
ン
 ガ
 こ
ま
 

１
 4
 、
 

特
定
の
統
率
者
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
関
心
の
 ま
と
に
な
 

る
 。
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
宇
井
博
士
や
佐
藤
博
士
や
ダ
ッ
ト
 な
ど
も
 取
 

上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
こ
と
を
単
に
仏
陀
 と
 サ
ソ
ガ
と
 

の
 関
係
ば
か
り
で
な
く
、
大
迦
葉
や
そ
の
後
の
伝
法
相
承
 説
に
 
つ
い
て
も
 

詳
し
く
検
討
し
、
原
始
仏
教
時
代
の
サ
ン
ガ
の
組
織
に
は
、
 統
 率
 者
が
出
 

現
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
断
じ
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
 、
 原
始
仏
教
 

に
お
け
る
サ
ン
ガ
の
意
義
は
論
じ
尽
く
さ
れ
た
の
で
、
次
に
 章
 を
 改
め
て
 

そ
の
内
容
に
関
す
る
研
究
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
章
に
お
い
て
は
「
サ
ン
ガ
結
合
の
精
神
的
紐
帯
」
と
し
て
 の
戒
と
 

律
 に
関
す
る
詳
細
な
研
究
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
サ
ン
ガ
 結
合
の
根
 

源
を
理
解
す
る
た
め
に
、
サ
ン
ガ
へ
の
入
団
の
問
題
を
取
上
げ
 、
入
団
を
 



 
  

 

決
意
す
る
こ
と
は
個
人
の
自
発
的
意
志
に
も
と
づ
く
こ
と
、
 そ
 れ
は
三
宝
 

に
対
す
る
信
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
信
か
ら
 戒
へ
 進
む
場
合
 

に
は
複
雑
な
様
相
が
あ
る
こ
と
、
そ
こ
に
仏
教
の
修
行
者
に
 区
 別
 が
生
じ
 

て
く
る
こ
と
が
詳
述
せ
ら
れ
る
。
つ
い
で
、
 

戒
と
 律
の
間
頭
 に
 入
っ
て
 行
 

く
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
「
戒
律
」
と
い
う
用
語
の
検
討
か
ら
 始
め
る
。
 

こ
の
用
語
は
、
シ
ナ
・
日
本
で
は
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
 が
 、
本
来
 

イ
ン
ド
仏
教
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
漢
訳
語
 に
は
一
定
 

の
 原
語
が
求
め
ら
れ
な
い
点
や
、
「
 

戒
 」
の
原
語
の
の
 H
-
p
 
と
「
 律
 」
の
 原
 

語
の
づ
号
い
 と
を
結
合
し
た
合
成
語
が
見
当
た
ら
な
い
点
か
 ら
 明
ら
か
 

で
あ
る
。
意
味
の
上
か
ら
い
っ
て
も
、
「
 戒
 」
は
サ
ン
ガ
 へ
 の
 入
団
を
願
 

う
 比
丘
個
人
の
主
観
的
な
意
志
を
指
す
の
に
対
し
て
、
「
 律
 」
 は
 サ
ン
ガ
 

と
い
う
団
体
の
客
観
的
な
規
則
を
指
し
、
相
互
に
相
反
す
る
 意
 味
を
含
ん
 

で
い
る
か
ら
、
「
戒
律
」
と
い
う
合
成
語
は
成
立
し
難
い
。
 

し
 か
し
、
 
実
 

際
に
は
 シ
ナ
 で
戒
律
と
い
う
語
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
主
と
し
て
 サ
ン
ガ
の
 

規
則
、
す
な
わ
ち
 待
 と
同
じ
意
味
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
 

そ
の
た
 

め
、
 戒
の
原
意
が
見
失
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
、
在
来
の
 解
釈
を
離
 

れ
て
、
こ
の
語
が
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
用
例
を
検
討
し
て
、
 そ
の
意
味
 

内
容
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
著
者
 は
、
 戒
の
 

用
例
を
 、
 広
く
原
始
の
経
蔵
に
当
た
っ
て
調
査
す
る
。
戒
の
原
 語
 と
し
て
 

は
自
寸
が
 最
も
重
要
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
そ
れ
に
よ
っ
て
 み
 る
と
、
 
戒
 

評
は
単
な
る
禁
止
的
な
条
文
を
い
う
の
で
は
な
く
、
自
発
的
 

に
 悪
を
離
れ
ん
 

と
す
る
精
神
力
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
ま
た
 、
 戒
の
原
 

語
 と
し
て
は
の
 ヨ
李
 豊
臣
 ぃ
 （
 
宇
処
 ）
が
あ
り
、
こ
れ
は
律
の
 学
処
が
戒
 

書
の
立
場
で
守
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
何
台
以
来
の
考
え
 

方
を
示
し
て
お
 

り
 、
こ
こ
に
 
戒
と
律
 と
の
結
合
す
る
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
。
 

 
 

来
か
ら
い
え
ば
、
 
戒
と
律
 と
は
立
場
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
 、
そ
れ
は
 

戒
が
 自
発
的
な
性
格
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
律
が
強
制
的
な
性
 洛
を
持
っ
 

て
い
る
点
に
表
わ
れ
て
い
る
。
戒
は
自
発
的
で
あ
る
か
ら
、
 融
   

る
け
れ
ど
も
、
堕
落
の
危
険
が
あ
り
、
律
は
強
制
的
で
あ
る
か
，
 
り
 、
妥
協
 

は
 許
さ
ぬ
け
れ
ど
も
、
劃
一
的
な
欠
点
が
あ
る
。
故
に
 、
戒
と
 律
 と
が
 栢
 

互
に
補
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の
正
し
い
実
践
が
実
現
さ
 れ
る
と
い
 

う
の
が
、
著
者
の
見
解
と
見
て
よ
い
。
著
者
は
、
以
上
の
こ
と
 を
 多
数
の
 

例
証
を
挙
げ
て
裏
づ
け
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
 ス
ッ
 タ
ニ
パ
 @
 

タ
に
 款
識
さ
れ
る
 戒
や
ヴ
ラ
タ
 
寡
言
 戒
 ）
を
考
察
し
、
ま
た
 大
 乗
 仏
教
の
 

戒
 と
し
て
後
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
十
善
戒
を
取
上
げ
て
、
 そ
の
 許
 し
 

い
 検
討
を
試
み
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
そ
、
こ
の
よ
う
に
サ
ン
ガ
結
合
の
精
神
的
紐
帯
は
戒
 と
 律
 で
あ
 

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
、
著
者
は
進
ん
で
、
戒
の
本
質
す
な
   

が
 何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
追
究
す
る
。
ま
ず
、
何
故
に
 戒
 休
講
が
生
 

じ
て
く
る
か
と
い
う
点
か
ら
説
き
起
こ
し
、
パ
ー
 り
 仏
教
の
 
サ
 下
 @
 
ガ
ガ
ア
屈
 

l
 

ヴ
す
岡
蕊
 （
比
丘
性
）
 ほ
 成
体
と
関
係
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
け
れ
 ど
も
、
 
イ
 

ン
ド
 に
は
「
成
体
し
に
相
当
す
る
原
語
は
求
 叶
 難
く
、
し
た
が
 っ
て
 、
い
 

わ
ゆ
る
成
体
 論
は
シ
ナ
 ・
日
本
の
仏
教
に
お
け
る
 
諭
馳
 で
あ
る
 こ
と
を
 明
 

ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
、
 

天
 ム
ロ
 
智
顎
や
 
適
宜
の
所
説
を
手
が
か
  
 

て
 、
シ
ナ
仏
教
の
戒
体
を
討
究
し
、
そ
れ
は
 々
ソ
ド
 仏
教
に
お
 い
て
は
、
 

の
 

 
 

有
部
で
い
え
ば
「
燕
麦
 色
 」
で
あ
り
、
成
実
論
で
い
え
ば
「
 紬
 作
 」
に
 
当
ぴ
 

た
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
し
か
し
、
戒
体
論
の
基
本
と
な
る
の
 
 
 

 
 

の
 
「
燕
麦
 色
 」
で
あ
る
か
ら
、
つ
ぎ
に
こ
の
色
法
城
体
調
を
申
 心
と
し
て
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成
体
の
 性
 絡
を
究
明
す
る
。
ま
ず
「
無
毒
」
を
説
く
諸
資
料
を
 検
討
し
、
 

燕
麦
（
無
作
）
と
い
え
ば
無
表
業
の
意
味
と
理
解
す
べ
き
で
あ
 る
が
、
 
こ
 

の
 無
毒
 業
 を
無
表
白
と
な
す
の
は
、
有
部
の
解
釈
で
あ
り
、
 舎
 利
弗
阿
毘
 

曇
 論
の
所
説
も
部
分
的
に
こ
れ
に
準
ず
る
と
な
し
、
ま
た
 正
量
部
 の
 「
下
夫
 

法
 」
や
大
衆
部
系
の
「
増
長
」
と
の
同
異
を
明
ら
か
に
す
る
。
 つ
い
で
、
 

倶
舎
論
に
よ
っ
て
、
無
表
色
の
種
類
と
そ
の
 得
捨
 の
問
題
 を
、
 
舟
橋
博
モ
 

等
の
所
論
に
留
意
し
つ
つ
紹
介
し
、
さ
ら
に
か
か
る
無
表
白
 を
 否
定
し
て
 

「
思
の
種
子
」
を
説
い
た
 
経
 童
部
の
成
体
読
に
ま
で
論
及
し
て
い
  
 

の
よ
う
に
成
体
読
が
本
格
的
に
論
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
本
書
を
も
 っ
て
鳴
矢
 

と
す
る
。
 

以
上
で
、
戒
の
本
質
論
は
終
わ
っ
た
の
で
、
次
に
律
の
本
質
的
 性
格
と
 

し
て
の
罰
則
を
究
明
す
る
。
比
丘
は
サ
ン
ガ
よ
り
無
条
件
に
退
 去
 し
う
 ら
 

自
由
を
持
っ
て
い
巧
か
ら
、
サ
ン
ガ
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は
 自
 発
 的
道
心
 

に
よ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
・
し
か
し
サ
ン
ガ
と
い
う
団
体
  
 

維
持
す
る
た
め
に
は
、
客
観
的
な
規
則
を
設
け
る
必
要
が
あ
 石
 。
こ
こ
に
 

律
 が
強
制
的
性
格
を
持
っ
所
以
が
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
も
の
が
 古
く
か
ら
 

「
 五
篇
 
・
七
衆
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
罰
則
で
あ
る
。
そ
れ
 故
 、
著
 

者
は
こ
の
分
類
に
つ
い
て
 諸
 律
の
異
同
を
比
較
し
、
さ
ら
に
そ
 の
 一
々
 の
 

意
味
を
 、
 次
の
項
目
に
わ
け
て
検
討
す
る
。
「
波
羅
夷
 罪
 、
 附
 波
羅
夷
 学
 

悔
 」
「
僧
残
 罪
 」
「
 
捨
 堕
罪
と
波
 逸
提
罪
 」
「
 
波
 雑
損
 堤
舎
 尾
と
 罪
 や
繊
悔
の
 

意
味
」
「
英
吉
 羅
と
 要
説
」
「
 越
毘
尼
と
越
 民
居
心
 悔
 」
「
 楡
蘭
遮
 罪
 」
。
 こ
 

れ
る
の
罪
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
 り
と
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 
で
は
異
な
 

る
も
の
も
あ
る
の
で
、
著
者
は
こ
れ
ま
で
の
学
者
の
研
究
を
参
 照
し
、
漢
 

訳
や
 チ
ベ
ッ
ト
 
訳
 、
あ
る
い
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
用
例
な
ど
に
 照
 ら
し
て
、
 

そ
の
原
意
を
尋
ね
、
適
切
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
難
解
な
用
 語
の
内
容
 
6
 

を
 正
確
か
つ
平
易
に
解
釈
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
成
果
は
貴
重
 
 
 

第
三
章
は
「
僧
伽
の
二
重
構
造
１
１
現
前
僧
伽
と
四
方
僧
伽
」
 と
 題
し
の
 

て
い
る
よ
う
に
、
サ
ン
ガ
の
組
織
を
二
重
構
造
と
い
う
形
で
と
，
 

 
 

の
 各
々
に
つ
い
て
詳
し
い
研
究
が
為
さ
れ
て
い
る
。
「
現
前
借
 伽
 」
と
は
 

「
い
ま
こ
こ
に
成
立
し
て
い
る
 

サ
ソ
ガ
 」
の
意
味
で
、
時
間
的
・
 

空
間
的
 

に
 限
定
さ
れ
た
サ
ン
ガ
を
指
す
の
に
対
し
て
、
「
四
方
僧
伽
」
 と
は
「
 四
 

方
 に
拡
大
す
る
サ
ン
ガ
」
の
意
味
で
、
こ
の
よ
う
な
限
定
を
受
 け
な
い
 サ
 

ン
ガ
 を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
現
前
僧
伽
と
は
違
っ
て
、
四
方
 僧
伽
は
具
 

体
 的
に
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
サ
ン
ガ
で
あ
る
が
、
し
か
 し
 個
々
の
 

現
前
僧
伽
が
活
動
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
と
し
て
四
方
 僧
 伽
が
 存
在
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
二
重
構
造
を
具
体
的
に
明
ら
 か
に
す
る
 

た
め
に
、
著
者
は
律
蔵
に
お
け
る
「
和
合
僧
」
の
定
義
を
足
場
 と
し
て
、
 

現
前
僧
伽
の
考
察
を
進
め
て
行
く
。
 

諸
 律
の
定
義
は
必
ず
し
も
 会
同
で
は
 

な
い
が
、
和
合
僧
と
は
、
サ
ン
ガ
の
宗
教
行
事
を
共
に
す
る
と
 

う
占
 

と
 、
生
活
を
共
に
す
る
と
い
う
点
と
の
二
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
 い
る
。
 ま
 

ず
 、
宗
教
行
事
を
共
に
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
宗
教
 行
 事
 に
参
加
 

す
る
比
丘
た
ち
の
地
域
的
限
界
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
 こ
れ
が
す
 

な
わ
ち
「
 界
 」
（
 絡
ョ
 ぜ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
 
具
体
的
に
 

は
 
「
布
薩
 界
 」
を
意
味
し
、
こ
の
よ
う
な
「
界
に
立
つ
サ
ン
ガ
 」
が
 現
ぷ
叩
 

僧
伽
成
立
の
地
域
的
単
位
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
 著
者
は
律
 

蔵
に
 表
わ
れ
る
「
現
前
僧
伽
」
の
用
例
を
い
ち
い
ち
吟
味
し
て
 論
証
し
、
 

さ
ら
に
宗
教
行
事
の
主
体
と
し
て
の
現
前
僧
伽
の
律
法
的
性
格
 を
 、
布
薩
 

鵜
 磨
を
中
心
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。
 

朔
磨
父
リ
ヨ
ョ
と
 
の
 詳
し
い
 
研
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Ⅰ
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究
は
 、
本
書
の
続
編
に
ゆ
ず
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
本
書
の
記
 述
 に
よ
っ
 

て
も
、
そ
の
概
略
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
 。
次
に
 、
 

サ
ン
ガ
の
生
活
を
共
に
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
生
活
 共
 同
体
と
し
 

て
の
現
前
僧
伽
の
経
済
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
 サ
ン
ガ
の
 

経
済
生
活
は
信
者
の
布
施
に
よ
る
が
、
そ
の
財
産
は
比
丘
個
人
 、
現
前
借
 

伽
 、
四
方
僧
伽
の
三
種
に
区
別
さ
れ
る
。
「
 住
 」
は
四
方
僧
伽
 0
 所
有
物
 

で
あ
り
、
「
 衣
 」
は
布
施
者
の
意
向
に
よ
っ
て
比
丘
個
人
、
現
 -
 
刊
 僧
伽
、
 

四
方
僧
伽
の
い
ず
れ
で
も
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
 食
 」
は
 比
丘
個
人
 

で
 受
け
る
が
、
し
か
し
 サ
ソ
ガ
 に
布
施
さ
れ
た
場
合
は
、
現
前
 僧
伽
で
 分
 

配
す
る
。
こ
れ
が
原
始
 サ
ソ
ガ
 の
原
則
で
あ
る
が
、
著
者
は
 

「
四
方
 僧
 

物
 」
に
つ
い
て
は
、
比
丘
で
あ
れ
ば
何
人
で
も
僧
院
を
公
平
に
 利
用
し
得
 

た
占
 、
「
現
前
僧
物
」
に
つ
い
て
は
、
比
丘
た
ち
が
食
物
と
衣
 服
 と
を
 公
 

平
に
分
配
し
た
点
を
、
 諸
律
 に
よ
っ
て
細
説
し
て
い
る
。
 

以
上
の
論
述
の
中
で
、
す
で
に
四
方
僧
伽
の
理
念
は
断
片
的
に
 触
れ
る
 

れ
て
い
る
が
、
著
者
は
こ
こ
で
 諸
律
 に
表
わ
れ
た
四
方
僧
伽
の
 用
例
を
一
 

括
し
て
検
討
し
、
こ
の
理
念
が
部
派
分
裂
以
前
す
な
わ
ち
原
始
 仏
教
時
代
 

に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
、
つ
い
で
サ
ン
ガ
成
立
の
人
 数
と
 戒
壇
 

0
 間
 題
 に
進
む
。
現
前
僧
伽
成
立
の
地
域
的
限
界
は
「
 界
 」
に
 あ
る
が
、
 

こ
の
中
に
四
人
以
上
の
比
丘
が
い
る
時
、
 サ
ソ
ガ
 が
成
立
す
る
 。
し
か
し
 

四
人
で
は
完
全
な
 サ
ソ
ガ
 と
は
言
え
な
く
、
二
十
人
以
上
に
な
 っ
て
始
め
 

評
て
 完
全
と
な
る
。
し
か
し
さ
ら
に
サ
ン
ガ
の
人
数
が
多
く
 な
る
と
、
全
比
 

丘
 た
ち
が
 翔
磨
 に
い
ち
い
ち
出
席
す
る
こ
と
は
修
行
の
妨
げ
 
と
な
る
の
 

 
 

る
こ
と
に
な
戒
壇
と
い
う
 

便
法
 は
 、
原
始
仏
教
時
代
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
 %
 派
 分
裂
 

ま
で
に
確
固
た
る
存
在
性
を
得
て
い
な
か
っ
た
と
論
じ
、
さ
ら
 に
 戒
壇
の
 

構
造
を
究
明
し
、
シ
ナ
・
日
本
に
お
け
る
戒
壇
に
ま
で
及
ん
で
 い
る
。
 そ
 

の
精
 敵
な
議
論
は
刮
目
に
値
い
す
る
。
 

第
四
章
は
「
僧
伽
の
構
成
員
」
に
関
す
る
内
容
的
研
究
で
あ
る
 。
原
始
 

サ
ン
ガ
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
在
家
信
者
を
含
ま
な
い
が
、
 し
 か
し
サ
ン
 

ガ
 経
済
が
在
家
信
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
以
上
、
広
義
 の
 教
団
に
 

は
 含
ま
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、
著
者
は
サ
ン
ガ
 の
 構
成
員
 

を
 考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
在
家
信
者
の
あ
り
方
か
ら
筆
を
起
 こ
す
。
 ま
 

ず
 在
家
信
者
を
表
わ
す
 ウ
 パ
ー
サ
 カ
 
（
優
婆
塞
）
や
そ
の
他
の
 
名
称
を
検
 

試
 し
、
つ
い
で
 ウ
 パ
 l
 サ
 カ
 に
な
る
条
件
と
し
て
の
三
帰
依
、
 

終
生
受
持
 

す
べ
き
五
戒
、
布
薩
の
日
に
守
る
べ
き
八
斎
戒
を
検
討
す
る
。
 五
戒
や
八
 

斎
戒
の
取
扱
い
や
解
釈
は
、
文
献
に
よ
っ
て
 異
伝
が
 
認
め
ら
れ
 る
の
で
、
 

こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
 は
 詳
し
い
考
証
を
行
な
っ
て
い
る
。
 

次
 に
 、
出
家
 

者
の
あ
り
方
に
移
っ
て
、
ま
ず
沙
弥
と
沙
弥
尼
に
つ
い
て
、
 そ
 0
 名
称
、
 

成
立
の
事
情
、
出
家
作
法
な
ど
を
攻
究
 し
 、
つ
い
で
比
丘
の
入
 回
 に
関
す
 

る
 諸
問
題
に
入
る
。
正
規
の
出
家
修
行
者
と
し
て
の
比
丘
・
 比
 丘
尼
 に
な
 

る
た
め
に
は
、
具
足
戒
（
 E
D
p
 

の
の
 

ヨ
つ
い
宙
自
 

）
を
受
け
ね
ば
な
ら
 ぬ
が
、
 こ
 

0
 具
足
戒
の
儀
式
は
複
雑
で
あ
り
、
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
 容
易
で
は
 

な
い
。
著
者
は
、
 
諸
 律
の
異
同
に
留
意
し
つ
つ
比
丘
の
具
足
 
戒
を
詳
説
 

し
 、
初
学
者
に
も
理
解
し
う
る
形
に
お
い
て
、
そ
の
全
容
を
一
 小
 し
て
い
の
 

 
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
作
業
も
ま
た
著
者
の
律
に
対
す
る
学
殖
の
深
 さ
を
表
わ
㏄
 

す
も
の
で
あ
る
。
比
丘
の
具
足
戒
に
続
い
て
は
比
丘
尼
の
具
足
 戒
が
 論
ぜ
 

7
0
 

ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
比
丘
尼
に
な
る
前
の
二
年
間
の
正
字
 女
 に
つ
い
て
 

ュ
 



 
 

        

の
 考
察
も
含
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
比
丘
尼
の
具
足
戒
に
つ
い
て
 委
細
を
極
は
見
事
な
結
実
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
 であ

ろ
う
。
 

ズ
 5
 版
、
 

8
 

め
る
こ
と
は
、
比
丘
の
具
足
戒
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
 
以
 上
に
よ
っ
は
し
が
き
目
次
一
一
頁
、
本
文
五
四
 セ
頁
 、
 索
 利
二
三
頁
、
春
秋
社
、
昭
 
1
 

 
  
 

て
、
 広
い
意
味
の
サ
ン
ガ
の
構
成
員
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
 検
討
を
終
 

和
 三
十
九
年
 セ
 月
刊
、
定
価
二
、
三
 0
0
 
円
 ）
 

 
 
 
 
 
 

わ
っ
た
が
、
な
お
最
後
に
、
サ
ン
ガ
の
和
尚
 と
依
 上
の
阿
 闇
梨
 ほ
 つ
い
て
 

の
 考
察
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
二
種
類
の
教
育
者
の
 役
割
が
 、
 

律
蔵
で
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
、
サ
ン
 ガ
の
 構
成
 

員
 に
関
す
る
研
究
は
、
部
分
的
に
は
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
 こ
 の
よ
う
に
 

全
体
に
わ
た
っ
て
徹
底
的
な
研
究
を
行
な
っ
た
の
は
、
本
書
が
 は
じ
め
て
 

で
あ
る
。
 

以
上
、
本
書
の
内
容
を
、
評
者
の
理
解
に
従
っ
て
素
描
し
て
み
 -
@
 

十
八
カ
 

卜
ヰ
 

こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
本
書
は
原
始
仏
教
の
サ
ン
ガ
 0
 組
織
の
 

全
貌
を
あ
ま
ね
く
解
明
し
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
始
 仏
 教
の
実
践
 

生
活
の
形
態
が
余
 離
 な
く
明
快
に
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
 

根
 本
 資
料
と
 

し
て
の
律
蔵
は
も
と
よ
り
、
阿
含
経
を
は
じ
め
と
す
る
数
知
れ
 な
い
関
係
 

資
料
を
縦
横
無
尽
に
引
証
し
、
論
述
の
公
正
を
期
し
、
信
頼
 す
 べ
き
解
釈
 

を
 与
え
、
随
処
に
新
説
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
研
究
と
 し
て
は
 劃
 

期
 的
な
も
の
で
あ
り
、
今
日
望
み
う
る
最
高
の
水
準
に
あ
る
、
 と
時
曙
 な
 

く
 言
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
大
部
分
は
、
今
回
新
し
く
 発
 表
せ
ら
れ
 

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
界
を
稗
益
す
る
こ
と
の
甚
大
仁
る
は
 、
 言
 う
ま
 

で
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
本
書
は
、
難
解
な
律
蔵
の
内
容
を
 、
現
代
的
 

視
点
に
立
っ
て
平
明
に
叙
述
し
 、
 単
に
専
門
学
者
ば
か
り
で
な
 く
 、
一
般
 

識
者
に
も
近
づ
き
易
い
形
で
紹
介
す
る
こ
と
に
も
、
十
分
 意
が
 払
わ
れ
て
 

い
る
。
こ
れ
は
、
著
者
の
よ
う
に
、
律
蔵
に
透
徹
し
、
仏
教
学
 一
般
に
 暁
 

達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成
功
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
 こ
 の
点
本
重
日
 



  

  

                  

「
鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
」
 

玉
城
 康
 
四
郎
 

日
本
仏
教
は
 、
 種
々
の
角
度
か
ら
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
 。
近
年
 

は
と
く
に
、
国
史
の
資
料
や
仏
教
の
資
料
を
併
せ
用
い
て
、
 歴
 史
的
、
文
 

北
 史
的
、
社
会
学
的
な
見
方
が
開
拓
さ
れ
っ
 っ
 あ
る
。
日
本
仏
 教
が
、
こ
 

の
よ
う
な
新
し
い
視
野
で
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
く
研
究
業
績
は
 、
今
後
ま
 

す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
仏
教
 思
 想
 自
体
の
 

問
題
と
し
て
、
日
本
仏
教
が
思
想
的
に
究
明
さ
れ
て
い
く
研
究
 は
 、
あ
ま
 

り
 進
ん
で
き
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
に
著
者
に
よ
っ
て
 、
 「
 鎌
倉
新
仏
 

教
 思
想
の
研
究
」
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
学
界
 の
事
情
の
 

な
か
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

本
書
の
掛
色
は
 、
 い
ろ
い
ろ
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
 も
っ
と
 

も
 大
き
な
も
の
は
、
鎌
倉
新
仏
教
を
日
本
仏
教
の
思
想
史
的
 皿
   

で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
従
来
は
、
鎌
倉
 
仏
 教
 と
い
え
 

ば
、
 直
ち
に
 親
俺
 ，
 逝
元
 ，
日
蓮
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
そ
れ
 ら
は
、
中
小
 

派
 が
異
な
る
よ
う
に
別
々
に
論
ぜ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
 し
か
し
 著
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本
書
に
現
わ
れ
て
い
る
い
ま
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
本
覚
 思
 想
 を
背
 

景
 と
す
る
鎌
倉
仏
教
に
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
的
な
立
場
に
お
 い
て
、
 さ
 

ま
ざ
ま
な
絶
対
性
を
主
張
し
実
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
 き
る
。
 そ
 

の
よ
う
な
絶
対
性
の
主
張
は
 、
 実
は
日
本
近
代
の
哲
 字
界
 の
な
 か
で
復
活
 

し
て
い
る
点
に
、
著
者
は
注
目
し
た
。
西
田
幾
太
郎
、
田
辺
元
 、
高
橋
 里
 

見
な
ど
の
哲
学
説
を
丁
寧
に
紹
介
し
な
が
ら
、
日
本
仏
教
の
主
 題
 と
無
関
 

係
 で
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
 、
ま
 た
 必
然
的
 

に
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
苗
字
者
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ベ
ル
グ
 ソ
ソ
 

ハ
イ
デ
 

ガ
ニ
 
ヤ
ス
パ
 l
 ス
な
ど
に
も
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
 

著
 者
は
、
 仏
 

数
 に
お
け
る
空
や
無
の
思
想
と
、
こ
れ
ら
 ョ
 ー
ロ
ッ
 バ
 の
哲
学
 者
た
ち
と
 

の
 連
関
に
も
注
目
し
て
い
る
。
 

こ
と
に
著
者
が
、
近
代
日
本
の
右
の
よ
う
な
哲
学
者
た
ち
の
 見
 解
 の
な
 

か
に
、
日
本
仏
教
の
基
本
的
な
主
題
の
復
活
を
見
出
し
た
こ
と
 は
 、
将
来
 

0
 日
本
思
想
の
展
開
に
一
つ
の
大
き
な
暗
示
を
与
え
て
い
る
 
と
い
え
よ
 

う
 。
近
代
日
本
の
哲
学
は
、
も
と
よ
り
西
洋
哲
学
の
素
材
に
も
 と
づ
く
も
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
発
想
 法
 、
思
索
の
水
路
な
ど
 も
 、
徹
底
 

的
に
西
洋
哲
学
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
な
か
に
 、
お
の
ず
 

か
ら
日
本
人
的
な
哲
学
者
の
性
格
、
な
か
で
も
仏
教
的
な
考
え
 万
や
目
標
 

が
 、
根
底
に
流
れ
て
い
る
。
西
田
哲
 字
が
 、
仏
教
こ
と
に
禅
林
 験
を
、
思
 

索
の
本
質
的
な
基
盤
と
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
 あ
る
が
、
 

必
ず
し
も
西
田
哲
学
に
同
調
し
な
い
田
辺
氏
の
哲
学
も
 、
 広
く
 仏
教
の
各
の
 

 
 

字
源
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
高
橋
 氏
 、
和
辻
 
ぴ
 

氏
 、
三
木
氏
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
次
大
戦
一
 
即
の
日
本
 

9
0
 

 
 

の
 有
力
な
哲
学
は
、
き
わ
め
て
近
代
的
な
形
に
お
い
て
仏
教
に
 っ
 な
が
り
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を
 存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
、
仏
教
の
学
 的
な
究
明
 

者
と
し
て
、
鎌
倉
仏
教
に
至
る
日
本
仏
教
の
共
通
な
地
盤
を
掘
 り
 お
こ
す
 

こ
と
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
日
本
近
代
の
思
想
界
の
風
潮
を
 想
起
せ
し
 

め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
遠
い
日
本
の
伝
統
か
ら
将
来
 の
 思
想
を
 

想
望
す
る
上
に
お
い
て
、
重
要
な
視
点
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
章
一
・
日
本
天
台
に
お
け
る
一
乗
開
会
の
思
想
」
に
お
い
て
 

は
、
絶
 

対
 開
会
と
相
対
開
会
の
二
概
念
を
区
別
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
 一
乗
開
会
 

で
は
あ
る
が
、
そ
の
仕
方
に
よ
っ
て
相
違
が
生
ず
る
。
絶
対
 開
 会
 と
は
、
 

開
会
さ
れ
た
諸
経
の
ま
ま
が
法
華
一
乗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 
、
す
な
わ
 

ち
 、
同
門
 皆
妙
 ・
円
融
不
二
、
い
わ
ぬ
る
 
約
 数
字
釈
の
一
乗
 観
 で
あ
り
、
 

相
対
開
会
と
は
、
開
会
さ
れ
た
諸
経
の
外
に
法
華
一
乗
を
立
て
 る
と
い
う
 

こ
と
、
す
な
 
ね
 ち
、
 純
円
 猫
砂
，
超
凡
醍
醐
、
い
わ
ゆ
る
約
部
 奪
釈
 の
 一
 

乗
額
 で
あ
る
。
 

こ
 の
二
つ
の
見
解
が
 、
 互
い
に
対
立
し
合
っ
て
お
り
、
そ
の
 極
 端
 に
現
 

わ
れ
た
も
の
が
、
日
蓮
な
ら
び
に
日
蓮
宗
と
天
台
 側
 と
の
論
難
 抗
争
で
あ
 

る
 。
日
蓮
の
側
は
、
一
乗
開
会
の
う
ち
の
相
対
開
会
で
あ
り
、
 天
ム
ロ
 
の
 側
 

は
 、
絶
対
開
会
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
相
対
開
会
に
立
つ
は
ず
 の
天
ム
ロ
 
の
 

側
に
 、
 実
は
、
超
八
的
・
陶
部
内
一
乗
を
強
調
す
る
文
献
が
数
 多
く
見
出
 

さ
れ
る
。
著
者
は
、
こ
の
矛
盾
に
注
目
し
、
そ
の
解
決
に
努
め
 て
い
る
。
 

す
 な
 む
 ち
、
最
澄
、
円
仁
、
円
珍
、
安
然
、
良
源
な
ど
の
見
解
 を
 検
討
し
 

て
い
る
が
、
結
論
的
に
は
、
法
華
経
が
他
宗
か
ら
論
破
さ
れ
た
 と
き
は
、
 

そ
れ
に
対
決
す
る
た
め
に
、
約
部
 奪
 釈
の
法
華
の
超
人
性
を
強
 訳
 し
、
 し
 

か
し
世
界
観
と
し
て
は
、
約
款
的
な
円
融
不
二
の
思
想
を
進
め
 た
、
と
見
 

て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
著
者
の
推
考
，
論
議
は
委
曲
を
 尽
く
し
て
 

お
り
、
著
者
独
特
の
思
索
的
な
特
徴
が
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
 。
そ
し
て
ひ
 

著
者
は
最
後
に
、
 
対
他
判
 と
世
界
観
と
の
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
 を
 
想
定
Ⅱ
 

し
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
な
人
物
に
そ
の
型
を
対
応
せ
し
め
て
 い
る
。
こ
の
 

 
 

れ
は
、
日
本
天
台
か
ら
新
鎌
倉
へ
い
た
る
重
要
な
諸
人
物
の
思
 想
 を
埋
 
解
ぴ
 

す
る
上
に
、
興
味
あ
る
導
き
手
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

第
三
章
は
、
「
鎌
倉
新
仏
教
に
お
け
る
相
対
的
絶
対
 観
 」
で
あ
 る
 。
 い
 

わ
ば
絶
対
的
な
絶
対
 観
 で
あ
る
 天
 ム
ロ
本
覚
思
想
の
ま
ま
で
は
、
 
も
は
や
 時
 

代
 と
社
会
に
適
応
し
な
く
な
る
と
、
こ
こ
に
時
機
相
応
の
新
 鎌
 倉
の
仏
教
 

が
 強
い
要
請
と
な
っ
て
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
 平
 安
 末
期
か
 

ら
 鎌
倉
に
か
け
て
の
、
社
会
の
腐
敗
と
混
乱
が
あ
り
、
そ
の
な
 か
か
ら
 生
 

ま
れ
て
く
る
人
の
心
の
宗
教
的
な
願
い
が
、
新
し
い
形
態
を
つ
 く
り
な
し
 

た
と
い
え
よ
う
。
著
者
の
こ
と
は
に
し
た
が
え
ば
、
不
二
絶
対
 の
 思
想
的
 

た
か
み
か
ら
両
三
相
対
に
お
り
た
つ
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
く
 る
の
で
あ
 

る
 。
本
書
は
、
鎌
倉
仏
教
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
法
然
、
親
 
鸞
 、
 
道
 

元
 、
日
蓮
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
思
想
や
風
格
の
 な
か
に
、
 

共
通
の
時
機
 栢
応
 性
を
論
究
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
点
は
共
 通
 で
あ
っ
 

て
も
、
む
し
ろ
そ
の
現
わ
れ
方
に
互
い
に
異
な
っ
た
性
格
を
突
 い
て
い
る
 

点
が
興
味
深
い
。
そ
し
て
こ
の
間
短
に
は
、
日
本
仏
教
の
き
わ
 め
て
重
要
 

な
 メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
も
考
え
ら
れ
る
道
理
法
木
・
自
然
法
木
の
 観
念
が
ま
 

つ
 わ
り
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
っ
さ
り
と
二
つ
 に
 分
け
て
 

し
ま
え
 ぱ
 、
自
然
法
水
を
現
実
否
定
的
に
と
る
か
、
現
実
対
向
 的
に
と
る
 

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
 

毘
驚
 ・
道
元
・
 日
 蓮
 の
な
か
 

に
 、
現
実
へ
の
積
極
的
な
対
向
の
存
す
る
こ
と
を
読
み
と
っ
て
 い
る
。
 こ
 

れ
は
、
実
に
重
要
な
着
眼
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
後
の
日
本
 仏
教
の
思
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想
 的
な
動
向
は
、
こ
の
方
面
の
態
度
が
急
角
度
に
弱
ま
っ
て
き
 た
か
ら
で
 

あ
る
。
ど
う
か
こ
の
著
 限
る
 、
著
者
の
心
頭
に
か
か
っ
て
い
る
 本
覚
思
想
 

鎌
倉
仏
教
１
１
近
代
日
本
哲
学
を
通
じ
て
、
将
来
の
創
造
 め
 建
設
へ
 

伸
ば
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
や
ま
な
い
。
 

第
四
章
「
鎌
倉
新
仏
教
の
背
景
と
し
て
の
 
天
 ム
ロ
本
覚
思
想
」
 は
、
ま
 

ず
 、
本
覚
思
想
に
関
す
る
種
々
の
文
献
を
検
討
し
た
後
に
 、
こ
 れ
を
時
代
 

的
に
六
つ
の
形
態
に
区
別
し
て
い
る
。
第
一
次
的
形
態
を
平
安
 後
期
か
ら
 

平
安
末
期
、
第
二
次
形
態
を
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
、
第
二
一
 

次
 形
態
を
 

鎌
倉
初
期
か
ら
鎌
倉
中
期
、
第
四
次
形
態
を
鎌
倉
中
期
か
ら
 鎌
 倉
 末
期
、
 

第
五
次
形
態
を
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
 期
 、
第
六
次
形
態
を
南
 北
朝
朗
 か
 

ら
 室
町
時
代
と
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
を
対
応
せ
し
め
て
 考
 察
し
て
お
 

り
 、
そ
の
よ
う
な
論
究
を
も
と
に
、
本
覚
思
想
の
六
つ
の
特
徴
 を
 挙
げ
て
 

い
る
。
す
 な
 れ
 ち
 、
永
遠
観
、
一
元
論
、
事
本
論
、
本
門
事
 円
 、
観
心
頭
 

本
 、
四
重
興
廃
で
あ
る
。
 

第
五
章
「
鎌
倉
新
仏
教
と
天
台
本
覚
思
想
」
は
、
本
書
の
中
心
 的
な
主
 

額
 で
あ
り
、
い
わ
ば
総
鰭
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
 て
は
、
 ま
 

ず
 、
鎌
倉
仏
教
に
い
た
る
ま
で
の
浄
土
思
想
と
本
覚
思
想
を
 
論
じ
た
の
 

ち
 、
法
然
，
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
本
覚
 思
想
と
の
 

関
連
を
追
求
し
て
い
る
。
鎌
倉
仏
教
ま
で
の
浄
土
思
想
は
 、
い
 ろ
 い
ろ
な
 

形
で
現
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
叡
山
の
仏
教
に
は
、
最
初
か
 ら
 多
少
な
 

平
 

り
と
も
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
円
仁
で
は
そ
の
伝
承
が
 残
 
っ
て
お
り
、
 さ
 

 
 

ら
に
良
源
、
源
信
、
 

覚
運
 が
出
て
急
速
度
に
強
ま
っ
て
き
て
い
 る
 。
そ
の
 

 
 

ぐ
こ
と
に
注
目
と
本
覚
思
想
と
 

が
混
離
 し
て
い
る
傾
向
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
真
 @
=
 

ロ
 宗
 の
 覚
鍍
 

に
も
浄
土
思
想
が
み
ら
れ
る
。
か
れ
は
、
臨
終
正
念
や
西
方
柱
 生
を
述
べ
 

て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、
弥
陀
は
大
白
の
智
用
で
あ
り
、
 大
 白
は
弥
陀
 

の
 理
体
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
本
覚
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
 る
こ
と
が
 

知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
南
都
・
三
論
宗
に
お
い
て
は
、
た
と
え
 ぱ
 永
観
の
 

づ
い
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
法
然
と
異
な
っ
て
、
不
二
 

ご
と
き
は
、
称
名
念
仏
を
強
調
し
、
法
然
の
浄
土
教
に
い
ち
じ
 本

覚
の
絶
 

る
し
く
 近
 

対
 観
に
立
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
同
じ
く
三
論
宗
の
珍
 海
に
は
、
 

「
菩
提
心
裏
」
や
「
決
定
往
生
 

実
 し
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
 

つ
ぎ
に
法
然
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
 本
覚
 思
 

想
の
不
二
絶
対
論
と
浄
土
教
の
而
 二
栢
 対
論
の
関
係
が
注
目
さ
 れ
る
。
 著
 

者
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
然
自
身
と
独
立
し
た
浄
土
教
 と
の
相
違
 

に
 注
意
し
て
い
る
。
こ
の
着
眼
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
 は
 法
然
 だ
 

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
開
示
 者
 と
そ
の
後
継
者
と
の
間
に
見
ら
れ
 る
 一
つ
の
 

共
通
的
柱
根
本
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
法
然
 
の
場
 ム
ロ
 
に
 

は
、
祝
ド
 に
く
ら
べ
て
、
一
般
に
は
他
力
精
神
の
不
徹
底
て
あ
 る
と
見
ら
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
必
ず
し
も
そ
う
は
考
え
な
 
ぃ
 。
む
し
 

ろ
 、
法
然
が
数
の
念
仏
を
説
き
、
臨
終
正
念
を
示
し
て
い
る
こ
 と
は
、
 自
 

力
 聖
道
門
の
残
存
で
は
な
く
、
絶
対
か
ら
相
対
へ
向
か
う
と
こ
 ろ
の
、
 他
 

力
 浄
土
門
の
推
進
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

面
工
相
対
論
に
お
り
た
っ
た
法
然
に
比
し
て
親
鸞
は
、
信
心
 即
 往
生
、
 

り
 

 
 

平
生
業
成
を
強
調
し
、
不
二
絶
対
論
に
逆
転
し
た
感
が
あ
る
。
 し
か
し
、
㏄
 

新
撰
の
世
界
は
 、
 全
く
絶
対
他
力
に
 惨
透
 さ
れ
た
お
も
む
き
を
 
 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
、
自
力
に
対
す
る
他
力
で
は
な
く
、
自
他
相
対
を
 破
っ
た
も
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の
で
あ
り
、
如
来
等
同
の
見
解
の
な
か
に
如
実
に
現
わ
れ
て
い
 る
 、
と
い
 

う
 。
著
者
の
基
本
的
な
気
持
か
ら
い
え
ば
、
現
化
は
、
法
然
の
 他
力
を
徹
 

底
 し
た
の
で
は
な
く
 法
 殊
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
他
力
思
想
 
の
 相
対
性
 

を
 、
不
二
絶
対
の
本
覚
に
よ
っ
て
補
整
し
た
と
見
て
い
る
。
 
と
い
う
の
 

は
 、
法
然
は
、
末
法
救
済
の
た
め
に
絶
対
か
ら
 栢
射
 へ
お
り
た
 が
 、
そ
れ
 

が
 定
着
す
る
と
、
た
ん
な
る
相
対
性
と
な
り
、
周
囲
の
高
度
な
 不
二
絶
対
 

論
 に
よ
っ
て
補
強
す
る
恰
好
に
な
る
。
同
時
に
現
 牡
は
 、
時
代
 の
 勢
い
に
 

動
か
さ
れ
て
、
現
実
へ
の
積
極
的
な
態
度
に
出
た
、
と
著
者
は
 考
え
て
い
 

る
 。
 

道
元
に
つ
い
て
も
、
本
覚
思
想
と
類
似
し
て
い
る
点
が
数
多
く
 指
摘
さ
 

れ
る
。
か
れ
は
、
天
台
の
文
献
を
引
用
し
て
い
な
い
が
、
本
覚
 思
想
に
対
 

す
る
意
識
は
十
分
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
批
判
・
反
論
 と
い
う
 形
 

に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
 

本
 重
日
は
、
数
多
く
の
 引
 用
 を
な
し
 

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 開
宗
 者
の
特
徴
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
 
て
い
る
 

 
 

ず
 、
き
わ
め
て
公
平
に
、
か
つ
追
求
的
に
日
本
仏
教
の
根
本
間
 権

威
を
超
 

題
 を
と
ら
 

越
し
て
、
仏
法
 個
 の
 体
 的
な
修
行
に
徹
底
し
よ
う
と
し
た
の
に
 対
し
て
、
 

日
蓮
は
、
理
想
と
し
て
の
 仏
 と
法
を
能
統
一
的
に
高
く
か
か
げ
 、
王
者
 

世
法
を
ひ
く
く
 見
 お
ろ
し
、
歴
史
的
現
実
の
改
革
、
仏
国
土
建
 訓
 
躁
の
実
践
 

活
動
を
お
こ
し
た
、
と
考
え
て
い
る
。
 

以
上
、
こ
の
宏
大
な
著
作
の
要
点
を
挙
げ
て
述
べ
て
き
た
の
 
で
あ
る
 

が
 、
著
者
は
、
定
着
し
た
宗
派
意
識
や
そ
の
考
え
方
に
は
 
全
 
く
と
ら
れ
 

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
す
で
に
論
じ
た
ご
と
く
、
 多
く
の
 重
 

要
な
 暗
示
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
線
が
 、
天
 ム
ロ
本
覚
 
思
 

想
鎌
 

骨
 仏
教
１
１
日
本
近
代
哲
学
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
課
題
 は
 、
仏
教
 
2
 

 
 

だ
け
で
は
な
く
日
本
の
 ナ
シ
，
 
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
特
徴
に
も
つ
な
 が
っ
て
く
 
1
 

 
 

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
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Turning Points and their Meaning 
in the First Half of Dbgen's Life 

Reiho MASUNAGA 

(1) At three years old, Dogen (1200-1253) lost his father, Koga Michichika. 

Moreover, his mother also died a t  eight. Deeply sensing the world's transience, 

he left his home. His serlse of the world's transience does not mean pessimism 

or escape from this world, but seeking to find the way to live in truth through 

ceaseless trainings. 

(2) At about eighteen years old, D6gen arrived a t  a period of Great Doubt and 

knocked the door of the temple of the Zen sect. Later, he accompanied Myazen, 

a disciple of Eisai, to Sung China. The  solution of this Doubt depended on how 

to solve the conflict of ideal and reality, actually through his own experiences. 

(3) Finally, Dogen met Jii-tsing, the chief abbot of the Keitoku Temple on 

Mt. Tend& Under this Zen master, he continued his training with utmost effort. 

Late one night a t  the monastery, he was deeply moved by Jii-tsing's words of 

encouragement to one of the trainees who was napping. I t  was a t  ,this moment 

that he was enlightened; dualistic attachment to body ,and mind fell away, leaving 

him vital and free. 



Faith and its Mechanism in G.Marce1 
-- . 

Wataru TAKAHASHI 

The main theme in G.Marcel is lying in elucidating the conditions of "faith". 

Though his method of reflective description of the human reality makes his phi- 

losophy rather anti-systematic, there can be found out a direction from "avoir" 

to "Btre". We may seize his thought more orderly by following [this direction, 

which is, moreover, from :human non-primary existing] mode to primary mode, 

from anxiety or despair to hope. 

Anxiety or  despair i s  said to have i ts  basis originally on the temporal condi- 



tion of human being, i.e., human existent possibility. However, it is not anxiety 

in itself but it  can be anxiety only through the " avoir" which is the opposite 

. relation of the subject with the other being, or, subject's putting a polarity of 

"himself and the other ", in the ultimate sense. So we may say the " avoir " 
I 

is derived from the cognitive or understanding self of the subject. 

The "&re " is the negation of this " avoir ", whereat hope rises. And his 

"faith ", that is said "participation A l'&tre ", comes into existence by transcen- 

ding the ': aveir ", the sphere of the subject and the object, on giving up "my- 

self" for "Thou ". The faith is therefore seen, in its ultimate form, as the 

denial of the cognitive or understanding self of the subject. 

A believer goes on with his temporal being. Hence "fidelity to Being" in  

Marcel is to continue the "testimony" which we can deny every moment, and to 

' ,  keep the " supratemporal identity of the subject ". 



Buddhistic Medicine in China 

R yoshu MICHIBATA 

We recognize two systems of medical science, Europian and Asian. And the 

Asian medicine has  two branches, Chinese and Buddhistic. The Chinese medicine 

developed in China, based on natural phenomena and Chinese philosophy, while 

the Buddhistic one came about in India, based on Buddhistic dogma. 

The  au thor .  now intends to study how this Buddhistic medicine has been 

accepted in China and how utilized. 

At first, the author examines the books of the Buddhistic medicine published 

by Chinese Buddhists. Then, he resarches how these books view the causes of 

various illnesses and how they suggest the methods of remedy, which are unique. 

The author adds the introduction of some Buddhists, who practised this medicine. 



~ b e r  die Lehre vom "Durchbruchn 

bei Meister Eckhart 

Shizuteru UEDA 

Um die Einigung der] Seele mit Gott zu ergrunden, bedient sich Meister 

Eckhart neben dem Geburtsmotiv eines anderen, namlich des Durchbruchsmotivs. 

" Ebenso, wie Gott mich durchbricht,! so [wiederum durchbreche ich ihn. '* "Die 

Seele will in den einfaltigen Grund Gottes, wo e r  weder Vater noch Sohn noch 

Heiliger Geist ist, eindringen." "Hier ist  Gottes Grund mein Grund und mein Grund 

Gottes Grund. Hier lebe ich aus  meinem Eigenen wie Gott aus  seinem Eigenen 

lebt. In seiner Lehre vom "Durchbruch ", der die Begriffe 'qSeelengrund" bzw. 
8' nuda essentia animae " und " eine Kraft  in der Seele " bzw. " scintilla animae " 

zugrunde liegen, betont Eckhart i) die Aktivitlit der Seele, ii) die Erreichung , 

der radikalen Lauterkeit Gottes und der Seele und iii) die vollkommene Riickkehr 

der Seele zu ihrem eigenen Grund. Es gilt nun, zu untersuchen, ob Eckhart mit 

diesem Durchbruchsmotiv dasselbe meint wie seine Lehre von der Gottesgeburt in 

der Seele, oder etwas mehr. Dazu mussen wir uns seine dynamische Seelenmeta- 

physik mit der Eckhart eigentiimlichen Verschlungenheit des Gottesbegriffs und des 

Seelenkgriffs und des Seelenbegriffs herausarbeiten, wie sie in den beiden Motiven , 
zum Ausdruck gebracht ist. 
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