
仏
法
を
特
徴
づ
け
る
言
葉
に
三
学
（
戒
・
定
・
慧
）
が
あ
る
。
戒
と
は
仏
教
者
と
し
て
の
戒
め
、
定
は
瞑
想
、
慧
は
定
よ
り
生
じ
る
智

慧
を
指
す
。
こ
の
三
学
は
、
仏
法
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
。
戒
は
本
来
は
習
慣
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
者
と
し
て
の
心

構
え
を
表
し
た
も
の
で
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
は
三
帰
依
戒
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ

ぞ
れ
「
仏
に
帰
依
し
ま
す
。
（
仏
の
説
か
れ
た
）
法
に
帰
依
し
ま
す
。
（
仏
の
説
か
れ
た
法
を
守
っ
て
い
る
）
僧
伽
に
帰
依
し
ま
す
。
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
次
の
段
階
と
し
て
五
戒
が
説
か
れ
る
。

五
戒
と
は
、
不
殺
生
、
不
倫
盗
、
不
邪
淫
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
の
五
つ
を
指
す
。
こ
れ
は
在
家
の
信
者
の
方
々
が
護
る
べ
き
も
の
と
な
っ

た
が
、
部
分
的
に
保
て
る
も
の
だ
け
を
保
て
ば
よ
い
と
い
う
分
戒
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
在
家
戒
は
柔
軟
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
出
家
の
僧
侶
の
方
々
が
護
る
も
の
と
し
て
具
足
戒
な
る
も
の
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
則
の
条
文
は
学
処
と
呼
ば
れ
、
律
蔵
の
中

に
説
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
規
則
は
、
悪
を
防
ぐ
と
い
う
側
面
が
強
く
、
善
を
勧
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
弱
い
面
が
存
在
す
る
。

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目

は
じ
め
に

蓑
輪

顕

量
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こ
の
菩
薩
戒
が
登
場
す
る
の
は
イ
ン
ド
か
ら
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
も
の
に
纏
め
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
的

な
も
の
が
「
梵
網
経
』
と
い
う
経
典
で
あ
り
、
そ
の
戒
は
梵
網
戒
と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
ら
の
戒
を
守
る
こ
と
は
、
悪
を
防
ぐ
と
共
に
善
を

修
す
る
こ
と
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
に
は
、
心
を
騒
が
せ
る
物
事
か
ら
修
行
者
を
遠
ざ
け
る
功
能
も
あ
っ

た
。
つ
ま
り
次
の
定
の
修
習
に
相
応
し
い
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
に
も
効
果
が
あ
っ
た
。

三
学
の
第
二
番
目
、
定
は
禅
定
の
定
で
あ
る
。
一
般
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、
瞑
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
心
の
観
察
と
置
き
換
え

て
も
良
い
。
第
三
番
目
の
慧
は
智
慧
の
こ
と
で
、
修
行
の
結
果
、
得
ら
れ
る
智
慧
を
指
す
。
と
こ
ろ
で
、
慧
は
様
々
な
経
典
の
中
に
説
か

れ
、
ま
た
多
く
の
研
究
の
蓄
積
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
第
二
番
目
の
定
は
あ
ま
り
具
体
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
多
く

は
な
い
。
定
は
個
人
の
体
験
の
世
界
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
仕
方
が
な
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
な
の
だ
が
、
な
ぜ
か
分
か
り
易
い
言
葉

で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
智
慧
が
生
ま
れ
て
く
る
背
景
に
は
、
瞑
想
と
い
う
体
験
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
り
、
瞑
想
は
と
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
釈
尊
の
悟
り
も
、
瞑
想
の
体
験
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
体
験
の
み
で
は
、
時
に
は
我
田
引
水
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
そ
の
体
験
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
、
経
論
は
重
要
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
中
に
は
経
典
を
受
持
す
る
者
と
瞑
想
を
受
特
す
る
者
と
が
併
存
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
婚
こ

の
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
体
験
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
他
者
に
伝
え
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
考
え
て
み
れ
ば
、

そ
れ
は
実
は
大
変
に
難
し
い
。
現
実
に
は
言
葉
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
沢
山
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
出
来
る
だ
け
平
易
な

言
葉
で
、
瞑
想
に
関
す
る
考
え
方
を
述
べ
て
み
た
い
。

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

そ
こ
で
、
イ
ン
ド
か
ら
、
精
神
的
な
内
容
を
持
ち
、
善
を
勧
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
戒
が
後
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が

や
が
て
は
菩
薩
戒
と
し
て
結
実
す
る
。
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イ
ン
ド
に
生
じ
た
瞑
想
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
瞑
想
は
イ
ン
ド
思
想
の
一
つ
で
あ
る
「
輪
廻
」

（
２
）

と
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
輪
廻
は
私
た
ち
人
間
を
含
め
、
生
き
と
し
生
き
る
者
が
生
存
を
繰
り
返
す
こ

と
を
意
味
す
る
。
で
は
そ
の
輸
廻
の
原
因
、
す
な
わ
ち
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
イ
ン
ド
の
人
た
ち
は
、
そ

れ
は
人
間
の
行
為
冨
崗
白
目
で
あ
る
と
考
え
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
苦
な
る
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
、
良
い
こ
と
を
す

れ
ば
楽
な
る
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
（
善
因
楽
果
悪
因
苦
果
）
と
い
う
因
果
律
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
き
わ
め
て
素
朴
な
考

え
方
で
あ
る
が
、
人
間
の
良
い
行
動
が
良
い
生
存
に
生
ま
れ
変
わ
る
原
動
力
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
古
代
イ
ン
ド
人
は
こ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
考
え
た
。
そ
の
よ
う
な
、
次
な
る
生
存
を
決
定
す
る
人
間
の
行

為
の
原
動
力
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
こ
の
問
に
対
す
る
答
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
心
に
生
じ
た
思
い
が
行
為
の

原
因
に
な
っ
て
い
る
、
と
。
心
に
生
じ
た
思
念
が
原
因
と
な
っ
て
、
行
動
が
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
卑
近

な
例
で
考
え
れ
ば
分
か
り
易
い
。
朝
起
き
て
お
腹
が
す
い
た
と
い
う
思
い
が
生
じ
れ
ば
、
ご
飯
を
食
べ
た
く
な
り
、
ご
飯
を
食
べ
る
。
仕

事
に
行
か
な
く
て
は
、
と
思
え
ば
仕
事
に
行
く
。
ち
な
み
に
昨
今
の
朝
食
を
取
ら
な
い
学
生
の
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
朝
、
食
欲
が
湧
か

な
い
の
で
食
べ
な
い
、
す
な
わ
ち
食
べ
た
い
と
い
う
気
さ
え
起
き
て
い
な
い
の
で
食
べ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
考
え

る
と
、
思
念
が
生
じ
な
け
れ
ば
行
動
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
心
に
思
い
、
す
な
わ
ち

意
思
が
生
じ
て
始
め
て
行
動
が
生
じ
る
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
行
為
の
原
因
が
心
に
生
じ
る
意
思
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
輪
廻
を
起
こ
し
て
い
る
根
元
は
、
行
い
の
元
に
な
っ
て
い

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

一
瞑
想
の
持
つ
意
味
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る
も
の
、
ま
さ
し
く
人
の
心
に
生
じ
る
思
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
イ
ン
ド
の
人
た
ち
は
心
に
関
心
を
持
ち
、
心
を
観
察
す
る

伝
統
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
輪
廻
の
原
因
が
心
に
生
じ
る
思
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
て
っ
と
り
早

く
輪
廻
の
原
因
を
取
り
除
く
た
め
に
は
、
心
に
如
何
な
る
思
い
も
生
じ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
は
安
易
で
は
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
誰
に
で
も
思
い
つ
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
発
想
は
、
至
極
分
か
り
易
い
。
果
し
て
、
イ
ン
ド
の
人
々
は
心
に
生
じ

る
も
の
、
す
な
わ
ち
心
の
働
き
を
観
察
す
る
こ
と
に
精
神
を
集
中
さ
せ
、
心
の
働
き
を
静
め
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
探
求
す

さ
て
、
彼
ら
が
ま
ず
気
が
付
い
た
こ
と
は
、
心
は
様
々
に
働
き
を
起
こ
し
、
な
か
な
か
に
統
御
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
伝
統
の
中
に
も
、
仏
教
の
伝
統
の
中
に
も
同
じ
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
心
を
何
か

に
瞼
え
る
と
き
に
は
、
猿
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
警
嶮
に
も
見
て
取
れ
る
。
禅
観
経
典
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
漢
訳
『
坐

禅
三
昧
経
』
に
は
「
心
は
猿
の
如
し
」
と
の
表
現
が
出
て
く
る
。
心
は
常
に
動
き
回
り
、
ジ
ッ
と
し
て
い
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
心
を
観
祭
す
る
中
で
、
彼
ら
は
心
に
生
じ
る
思
い
を
一
つ
ず
つ
気
づ
き
続
け
て
い
く
と
、
次
第
に
心
の
働
き
が
静
か
に
な
っ

て
い
く
こ
と
を
発
見
し
た
。
心
に
生
じ
る
思
い
（
心
の
働
き
と
呼
ん
で
も
良
い
）
、
そ
れ
ら
は
総
称
し
て
「
情
識
」
と
伝
統
的
に
は
表
現

さ
れ
る
が
、
そ
の
心
に
生
じ
る
思
い
を
一
つ
ず
つ
生
じ
る
毎
に
気
づ
き
続
け
て
い
く
と
、
生
じ
る
思
い
は
頻
度
を
減
ら
し
、
ま
た
そ
の
思

い
自
体
も
消
失
し
、
心
の
働
き
が
静
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
何
故
、
そ
の
よ
う
に
な
る
の
か
は
説
明
が
つ
か
な

い
が
、
何
故
か
そ
の
よ
う
に
、
心
は
次
第
に
落
ち
着
い
て
静
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
知
は
、
現
代
的
に
い
え
ば
、
体
験
の
中
で
気

（
３
）

づ
い
た
智
慧
で
あ
る
の
で
、
臨
床
智
ま
た
は
体
験
智
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
心
の
働
き
を
静
め
る
こ
と
が
ま
ず
瞑
想
の
中
で
目
指
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
瞑
想
が
止

る
も
の
、
す
な
わ
↑

る
こ
と
に
な
っ
た
。
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（
閻
昌
胃
冨
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
、
心
を
静
め
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
練
習
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
心
に
生
じ
る
働
き
を
一
つ
ず
つ
気
づ

き
続
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
な
ん
と
言
っ
て
も
、
気
づ
く
対
象
を
数
少
な
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
気
づ
く
対
象
が
多
す
ぎ
る
と
心

は
忙
し
な
く
、
ま
た
疲
労
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
心
を
観
察
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
心
の
働
き
を
一
つ
の
対
象
に
振
り
向

け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
心
に
生
じ
る
思
い
に
意
識
を
集
中
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ

け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
心
が
様
々
な
働
き
を
起
こ
し
続
け
て
い
る
時
に
は
、
心
を
捉
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
心
を
一
つ

の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
心
は
捉
え
や
す
く
な
る
。
そ
こ
で
、
心
を
今
、
生
じ
て
い
る
こ
と
に
結
び
つ
け
る
練
習

が
ま
ず
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
「
心
一
境
性
」
と
呼
ば
れ
、
も
っ
と
も
基
本

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
心
一
境
性
」
は
瞑
想
の
全
て
の
段
階
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
い
る
。
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
、

そ
れ
は
、
「
倶
舎
論
」
の
記
述
に
従
え
ば
、
三
昧
（
閻
日
登
冨
）
と
呼
ば
れ
る
。
原
文
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

三
昧
の
表
記
が
少
し
異
な
る
が
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
三
味
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
余
談
に
な

る
が
、
『
法
華
経
』
方
便
品
に
出
て
く
る
「
そ
の
時
に
世
尊
は
三
昧
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
お
起
ち
に
な
ら
れ
て
．
．
（
爾
時
世
尊
、
従
三
味

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

三
摩
地
（
の
四
日
且
言
）
と
は
心
一
境
性
を
謂
う
。
様
々
な
心
に
所
有
さ
れ
る
心
の
働
き
は
、
姿
を
異
な
ら
せ
微
細
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
連
続
し
て
お
り
、
分
別
す
る
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
。
「
三
摩
地
謂
心
一
境
性
。
諸
心
心
所
異
相
微
細
。
二
相
績
分
別
尚
難
。
」

（
『
倶
舎
論
』
巻
第
四
、
大
正
二
九
、
一
九
ａ
）
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安
祥
而
起
．
．
）
」
と
の
記
述
は
、
「
そ
の
時
、
釈
尊
は
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
練
習
を
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
（
そ
れ

を
お
や
め
に
な
り
）
ゆ
っ
た
り
と
お
起
ち
に
な
ら
れ
て
．
．
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
、
心
に
生
じ
た
思
い
に
気
づ
き
続
け
て
い
る
と
、
心
は
次
第
に
静
か
に
な
っ
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
科
学
的
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
将
来
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
段
階
で
は
不
明
と
い
う
他

は
な
い
。
体
験
的
に
そ
の
よ
う
に
な
る
と
し
か
言
え
な
い
原
理
の
よ
う
で
あ
る
。
仏
典
で
は
そ
の
理
由
を
譽
嶮
で
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。

『
坐
禅
三
昧
経
』
に
戻
る
が
、
再
び
猿
の
瞼
え
が
登
場
す
る
。
動
き
回
っ
て
い
る
猿
の
首
に
紐
を
付
け
て
杭
に
縛
り
付
け
る
と
、
猿
は
最

初
は
逃
れ
よ
う
と
し
て
暴
れ
る
が
、
や
が
て
紐
で
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
を
観
念
し
て
、
諦
め
て
ジ
ッ
と
し
て
し
ま
う
。
心
は
こ
の
猿
と
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
経
典
で
は
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

頭
の
て
つ
ぺ
ん
、
額
、
眉
間
、
鼻
の
端
、
心
、
こ
の
よ
う
な
五
つ
の
場
処
に
意
を
住
ま
し
め
、
骨
を
観
察
し
て
外
（
ほ
か
）
を
思
わ

せ
な
い
。
外
に
様
々
な
縁
を
思
っ
た
の
な
ら
、
念
を
お
さ
め
て
、
も
と
に
還
さ
せ
る
。
い
つ
も
心
を
観
祭
す
る
こ
と
を
思
い
、
心
が

動
い
た
な
ら
ば
そ
れ
を
抑
え
て
保
ち
な
さ
い
。
も
し
、
心
が
疲
れ
た
の
な
ら
ば
、
縁
ず
る
と
こ
ろ
に
思
い
を
住
せ
し
め
て
、
ほ
か
を

捨
て
て
住
す
る
こ
と
を
守
り
な
さ
い
。
例
え
ば
猴
が
柱
に
繋
が
れ
れ
ば
、
つ
ま
り
は
落
ち
着
い
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
。
所
縁
は
柱

の
よ
う
な
も
の
、
念
は
縄
鎖
の
よ
う
な
も
の
。
心
は
猿
を
瞼
え
る
。
ま
た
乳
母
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
つ
も
乳
飲
み
子
を
観
て

落
と
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
行
者
が
心
を
観
祭
す
る
の
も
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
次
第
次
第
に
心
を
制
御
し
、
縁
ず
る

所
に
住
せ
し
め
る
。
も
し
心
が
久
し
く
住
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
禅
法
で
あ
る
。
も
し
禅
定
を
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
す

ぐ
さ
ま
三
つ
の
相
が
あ
る
。
身
体
が
和
ら
ぎ
悦
び
、
柔
軟
で
軽
や
か
、
自
骨
は
光
を
放
つ
こ
と
白
き
宝
石
の
よ
う
。
心
は
静
か
に
住
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理
由
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
紐
で
猿
を
杭
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
、
生
じ
た
思
い
を
一
つ
一
つ
気
づ
き
続
け
て
い
く
と
、
心

は
次
第
に
静
か
に
な
っ
て
い
く
と
説
明
し
て
切
り
抜
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瞑
想
の
最
初
は
心
の
働
き
を
静
め
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
、
す
な
わ
ち
「
心
一
境
性
」
を
確
保
す
る
た
め
の
練
習
が
な
さ
れ
、

そ
れ
が
三
昧
（
の
四
日
旦
冨
）
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
工
夫
が
様
々
に
考
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
上
座
仏
教
の
伝
統
の
中
で
は
、
目

の
前
に
土
の
円
盤
を
置
い
て
そ
れ
に
心
を
集
中
さ
せ
た
り
、
水
が
遍
満
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
て
、
そ
れ
に
心
を
集
中
さ
せ
た
り
も
し

た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
遍
に
よ
る
三
昧
（
舅
言
の
§
四
三
）
と
呼
ば
れ
篭
こ
れ
以
外
に
も
、
人
間
の
死
体
が
腐
敗
し
て
い
く
様

を
逐
一
観
察
さ
せ
た
不
浄
観
や
、
身
体
に
生
じ
る
痛
み
を
一
つ
一
つ
気
づ
き
続
け
た
り
、
心
に
生
じ
る
思
い
を
一
つ
一
つ
気
づ
き
続
け
た

り
な
ど
の
四
念
処
観
も
存
在
し
た
。
そ
の
何
れ
も
が
今
と
い
う
一
瞬
に
生
じ
て
い
る
情
識
を
、
一
つ
一
つ
気
付
き
続
け
て
い
る
の
で
あ

フ
（
》
○

い
づ
れ
に
し
ろ
、
瞑
想
の
一
番
の
基
本
は
．
つ
の
対
象
に
心
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
様
々
な
工
夫
が
存
在
す
る
が
、
そ
の

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

頂
額
眉
間
鼻
端
心
虚
、
如
是
五
虚
住
意
観
骨
不
令
外
念
。
外
念
諸
縁
攝
念
令
還
。
常
念
観
心
心
出
制
持
。
若
心
疲
極
住
念
所
縁
捨
外

守
住
。
譽
如
獺
猴
繋
在
柱
極
乃
住
息
。
所
縁
如
柱
。
念
如
繩
鎖
。
心
嶮
獺
猴
。
亦
如
乳
母
。
常
観
嬰
兒
不
令
堕
落
。
行
者
観
心
亦
復

如
是
。
漸
漸
制
心
令
住
縁
虚
。
若
心
久
住
是
應
輝
法
。
若
得
輝
定
即
有
三
相
。
身
禮
和
悦
柔
軟
輕
便
。
白
骨
流
光
猶
如
白
珂
。
心
得

靜
住
」
（
「
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
「
第
一
治
貧
欲
法
門
」
、
大
正
一
五
、
二
七
二
ａ
）

す
る
こ
と
を
得
る
。
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止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

ど
れ
も
が
基
本
と
な
る
「
心
一
境
性
」
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
、
「
心
一
境
性
」
は
簡
単
に
確
保
さ
れ
て
、
心
は
直
ぐ
に
静
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
実
際

に
は
そ
う
で
は
な
い
。
瞑
想
を
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
に
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
が
、
心
は
様
々
な
働
き
を
起
こ
し
、
な
か
な
か
静
か
に
な
ら
な

い
。
後
か
ら
後
か
ら
様
々
な
思
い
が
心
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
妄
念
と
呼
ん
で
も
大
過
は
な
い
と
思
う
が
、
こ
の
妄
念
も
一
つ
一

つ
気
づ
き
続
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
気
づ
き
続
け
て
い
る
内
に
、
次
第
次
第
に
生
じ
る
思
い
が
少
な
く
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

番
の
基
本
と
な
る
。

で
は
、
心
に
生
じ
る
思
い
を
待
っ
て
気
づ
き
続
け
て
い
く
以
外
に
、
心
一
境
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、

外
界
に
何
か
を
置
い
て
そ
れ
に
集
中
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
内
に
何
か
を
捉
え
て
、
そ
れ
に
集
中

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
内
に
お
け
る
典
型
的
な
捉
え
ら
れ
る
対
象
と
な
る
も
の
が
呼
吸
で
あ
る
。
こ
の
呼
吸
の
観
察
は
、
瞑
想
の
一

呼
吸
の
場
合
に
は
、
入
る
息
と
出
る
息
と
を
観
祭
し
て
、
一
つ
一
つ
気
づ
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
息
が
入
る
時
に
は
「
入

る
」
と
気
づ
き
、
出
る
時
に
は
「
出
る
」
と
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
入
息
出
息
念
は
も
っ
と
も
基
本
的
な
か
つ
観
察
に
便
利
な
も
の

で
あ
り
、
ど
こ
に
お
い
て
も
で
き
る
方
法
で
あ
る
。
仏
典
の
中
で
は
、
鼻
の
頭
に
精
神
を
集
中
さ
せ
、
風
の
動
き
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ

取
り
、
「
入
る
」
「
出
る
」
と
気
づ
き
続
け
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
現
代
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
鼻
の
頭
の
先
で
風
の
動
き
を
感

じ
取
る
こ
と
よ
り
も
、
お
腹
の
ふ
く
ら
む
、
へ
こ
む
で
観
祭
し
た
方
が
分
か
り
易
い
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
推
奨
し
て
い
る
グ

二
入
息
出
息
念
と
経
行
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
心
一
境
性
を
連
続
さ
せ
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
様
々
な
環
境
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
難
し
い
。
ち
な
み
に
「
行

住
坐
臥
す
べ
て
が
仏
法
」
と
い
う
表
現
は
、
「
心
一
境
性
」
の
練
習
が
一
日
中
の
動
作
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
用
い
れ

ば
、
確
か
に
そ
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
禅
宗
で
は
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
最
初
か
ら
全
て

の
行
動
を
仏
行
と
し
て
位
置
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
る
。
日
常
の
行
住
坐
臥
を
そ
の
ま
ま
仏
行
と
認
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
馬
祖
道
一
の
有
名
な
「
平
常
心
是
道
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
常
の
心
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
内
容
で
あ
り
、
別

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

さ
ら
に
は
、
歩
く
動
作
も
心
一
境
性
を
確
保
す
る
た
め
の
良
い
手
だ
て
と
な
る
。
歩
く
と
き
に
は
「
右
」
、
「
左
」
、
「
右
」
、
「
左
」
と
気

づ
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
細
か
く
動
作
を
分
断
し
、
（
足
が
）
「
上
が
る
」
、
「
進
む
」
、
「
止
ま
る
」
、
「
降
り
る
」
な
ど
と
細
分

化
し
な
が
ら
気
づ
き
続
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
歩
く
瞑
想
は
経
行
（
き
ん
ひ
ん
）
と
呼
ば
れ
る
。
何
故
か
こ
の
歩
く
瞑
想
法
は
、

心
を
一
つ
の
対
象
に
集
中
さ
せ
る
の
に
も
っ
と
も
効
果
的
な
方
法
の
よ
う
で
あ
る
。
動
き
が
一
つ
ず
つ
次
の
も
の
へ
と
変
化
し
、
捉
え
や

す
い
の
が
そ
の
原
因
か
と
思
わ
れ
る
が
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
と
き
に
は
絶
大
な
効
果
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
動
作
も
「
心
一
境
性
」
の
対
象
と
し
て
す
べ
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
日
常
の
動
作
す
べ
て

を
観
察
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
朝
起
き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
夜
眠
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
動
作
を
一
つ
ず

つ
気
づ
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
六
時
中
、
心
一
境
性
を
確
保
す
る
練
習
が
可
能
に
な
る
。
朝
か
ら
晩
ま
で
三
昧
に
入
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
文
字
通
り
に
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
瞑
想
の
実
習
の
と
き
に
は
、
一
つ
一
つ
の
動
作
を

気
づ
け
る
よ
う
に
細
切
れ
に
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
、
他
者
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
人
の
動
作
は
、
全
体
と
し
て
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の

に
見
え
る
。

（
５
）

ル
ー
プ
も
あ
る
。
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止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

の
原
理
が
働
い
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
法
の
文
脈
か
ら
は
大
き
く
飛
躍
し
て
お
り
、
中
国
的
な
発
想
で
あ
る
「
道
」
の
考
え

方
が
入
っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
世
界
に
は
老
荘
の
伝
続
が
存
在
し
、
世
界
の
根
源
が
「
道
」
と
表
現
さ
れ
、
道
か
ら
全
て
が
生
じ
る
と
考

え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
世
界
も
ま
た
人
間
も
「
道
」
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
真
実
の
「
道
」
を
分
有
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
真
実
で
あ
り
仏
行
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
理
解
に
抵
抗
は
無
く
な

る
の
で
あ
る
。

坐
っ
て
居
る
と
き
に
心
を
結
び
つ
け
る
対
象
と
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
呼
吸
ま
た
は
心
に
生
じ
る
様
々
な
思
い
、
あ
る
い

は
身
体
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
ど
五
感
の
対
象
が
可
能
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
そ
の
修
習
の
果
て
に
得
ら
れ
る
も
の
は
、
心
の
静
寂

さ
で
あ
る
と
い
う
。
時
に
は
全
く
心
に
如
何
な
る
情
識
も
生
じ
な
い
と
い
う
状
態
が
現
出
さ
れ
る
。
こ
の
状
態
が
「
止
滅
」
の
状
態
で
あ

り
、
中
国
禅
宗
で
は
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
南
宗
禅
の
荷
沢
神
会
は
、
「
情
り
の
境
地
は
無
念
の
境
地
で
あ
る
」

と
さ
え
言
っ
て
の
け
、
釈
尊
の
悟
り
そ
の
も
の
が
、
心
に
如
何
な
る
働
き
（
情
識
）
も
生
じ
な
い
状
態
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。

日
本
で
も
そ
の
傾
向
は
否
め
な
く
、
た
と
え
ば
鎌
倉
時
代
の
渡
来
僧
で
あ
る
蘭
渓
道
隆
の
「
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
で
は
、
「
禅
法
は
無

相
無
念
に
し
て
・
・
」
（
「
国
訳
禅
宗
叢
書
』
一
輯
十
二
巻
、
五
七
九
頁
）
と
表
現
さ
れ
、
心
の
働
き
が
一
切
生
じ
な
い
状
態
が
禅
で
あ
る

よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
止
の
究
極
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
釈
尊
の
目
指
し
た
悟
り
そ
の
も

の
で
あ
る
と
は
、
残
念
な
が
ら
言
い
難
い
。
と
い
う
の
は
、
仏
法
の
瞑
想
に
お
い
て
は
も
う
一
つ
の
瞑
想
、
す
な
わ
ち
観
風
宮
ｍ
３
ｐ
ｐ

の
方
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
無
念
の
境
地
は
体
験
で
き
て
も
、
坐
禅
の
状
態
か
ら
出
た
と
き
に
は
、
直

四
止
の
瞑
想
が
も
た
ら
す
も
の
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観
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
観
乱
富
め
の
画
息
は
、
も
と
も
と
は
「
見
る
」
の
意
で
あ
り
、
呼
吸
の
観
祭
か
ら
導
か
れ
る
も

の
と
言
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
先
の
止
の
修
習
の
時
と
同
じ
く
、
入
る
息
と
出
る
息
と
を
観
察
す
る
こ
と
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
先

に
止
の
修
行
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
入
息
出
息
念
と
形
式
上
は
全
く
同
じ
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
気
づ
き
方
は
同
一
で
あ
る
が
、

若
千
、
質
的
に
異
な
る
展
開
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
入
る
息
の
場
合
に
は
、
実
際
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
入
る
」
と
い
う
風
の
動
き
と
、

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

ぐ
に
様
々
な
心
の
働
き
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
一
時
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
止
の
瞑
想
で
は
次
第
に
心
が
静
ま
っ
て
い
き
、
や
が
て
情
識
が
生
じ
な
い
状
態
が
現
出
す
る
。
そ
の
深
化
の
過
程
は
、
初

禅
、
二
禅
、
三
禅
、
四
禅
、
空
無
辺
処
、
識
無
辺
処
、
無
所
有
処
、
非
想
非
非
想
処
、
滅
尽
定
と
い
う
「
九
次
第
定
」
と
の
名
称
で
伝
統

（
６
）

的
に
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
九
次
第
定
の
内
、
後
半
の
五
つ
自
体
は
、
禅
観
経
典
の
幾
つ
か
は
、
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
そ

の
理
由
は
、
坐
禅
の
状
態
か
ら
離
れ
れ
ば
心
は
様
々
な
情
識
を
生
み
出
す
、
普
通
の
状
態
に
戻
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
止

の
修
習
は
、
そ
の
始
ま
り
が
釈
尊
以
前
の
伝
統
に
起
困
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
空
無
辺
処
以
降
の
四
つ

（
四
無
色
禅
と
呼
ば
れ
る
）
は
、
釈
尊
が
出
家
し
た
後
の
修
業
時
代
に
、
学
ん
だ
と
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
印
度
で
長
ら

く
使
用
さ
れ
た
伝
記
資
料
で
あ
る
「
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
一
こ
の
中
で
は
、
第
四
禅
に
入
ら
れ
た
後
に
釈
尊
は
悟
り
を
開
か
れ
た
と
さ
れ
る

（
７
）

の
で
、
第
四
禅
ま
で
は
（
こ
ち
ら
は
四
静
盧
と
呼
ば
れ
る
）
、
そ
れ
な
り
に
評
価
す
る
伝
統
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
釈
尊
が
大
切
に
さ
れ
た
瞑
想
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
止
も
大
切
に
は
さ
れ
て
い
る
が
、

も
つ
と
も
重
視
さ
れ
た
も
の
は
、
観
ぐ
ぢ
ゆ
め
の
画
愚
の
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
観
に
つ
い
て
考
祭
し
よ
う
。

五
観
の
目
持
し
た
も
の
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
名
称
を
付
し
て
い
る
心
の
働
き
と
、
捉
ま
え
ら
れ
る
対
象
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
何
が
見
え
て
く
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
次
第
に
こ
の
色
と
名
と
は
生
じ
て
は
す
ぐ
に
減
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
。
生
じ
て
は
す
ぐ
に

減
す
る
、
と
い
う
の
は
、
当
た
り
前
の
事
の
よ
う
で
あ
る
が
、
、
心
に
生
じ
る
働
き
が
、
生
じ
て
は
す
ぐ
に
減
す
る
こ
と
を
把
捉
す
る
と
、

心
の
働
き
す
べ
て
に
そ
れ
が
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
心
の
働
き
の
す
べ
て
が
生
滅
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
心
に
生
じ
る
も
の
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
連
続
し
て
確
固
た
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る

自
己
そ
の
も
の
ま
で
も
が
、
生
滅
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
す
べ
て
の
も
の
が
（
と
い
っ
て
も
最
初
は
心
に
生
じ
る
も
の
と
い
う
限
定
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
）
生
じ
て
は
滅
す
る
も
の
で
あ

り
、
一
つ
と
し
て
留
ま
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
無
常
と
表
現
し
た
。
ま
た
私
た
ち
は
、
ふ
つ
う
の
心
で
は
何
か
永
遠
に
持
続
す
る
も
の
を

良
い
も
の
と
し
て
そ
れ
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
無
常
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
も
の
を
苦
と
認

識
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
も
の
は
、
永
遠
を
保
つ
実
体
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
実
体
で
は

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

そ
れ
を
捉
え
て
い
る
心
の
働
き
と
し
て
の
「
入
る
」
と
が
、
分
離
さ
れ
て
捕
ま
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
心
の
働
き
と

し
て
の
「
入
る
」
は
、
あ
た
か
も
何
か
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
か
の
如
く
に
、
捉
ま
え
ら
れ
た
動
き
に
附
さ
れ
た
心
の
働
き
で
あ
る
。
あ
る

心
の
働
き
が
、
対
象
と
し
て
の
「
入
る
風
の
動
き
」
を
捕
ま
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
単
純
に
集
中
し
て
い
た
働

き
が
、
実
は
「
捕
ま
え
ら
れ
る
動
き
」
と
「
捕
ま
え
る
心
の
働
き
」
と
に
分
離
さ
れ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
捉
え

ら
れ
る
対
象
で
、
色
昌
冨
で
あ
り
、
後
者
が
捉
え
る
心
の
働
き
で
忌
日
四
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
名
と
色
と
に
、
一
つ
の
動
作

が
分
離
さ
れ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
観
の
特
徴
の
一
つ
と
な
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
、
気
づ
き
の
内
容
が
名
と
色
と
に
分
か
れ
て
い
く
の

で
、
名
色
分
離
智
と
呼
ば
れ
る
。

－58－



で
は
、
も
う
一
歩
進
め
て
、
こ
の
よ
う
な
体
験
を
通
じ
て
何
が
体
得
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
生
活
の
中

で
は
、
い
つ
の
間
に
か
自
己
を
中
心
に
物
を
み
る
見
方
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
自
己
を
中
心
と
す
る
見
方
を
超
え
る
体
験
を
す

（
８
）

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
ま
ず
最
初
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
己
中
心
性
を
超
え
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
も
良
い

と
思
わ
れ
る
が
、
生
ま
れ
て
か
ら
こ
の
方
、
身
に
つ
け
て
き
た
自
己
を
中
心
に
み
る
見
方
以
外
の
、
も
の
の
見
方
を
体
験
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
こ
か
ら
、
新
た
な
人
間
性
の
一
歩
が
築
け
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
も
っ
と
も
、
日
常
の
生
活
の
中
で
は
、
自
己
を
中
心
に
み
る
見

方
は
続
い
て
い
る
の
で
、
自
己
中
心
性
を
超
え
る
と
い
う
の
は
、
非
日
常
的
な
経
験
の
一
つ
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

日
常
以
外
の
体
験
を
す
る
こ
と
が
、
人
間
性
に
と
っ
て
は
大
切
な
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
性
の
向
上
に
一
歩
近
づ
く
と
い
う

の
が
、
観
と
い
う
行
法
の
一
番
の
目
的
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
観
か
ら
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
考
え
方
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
縁
起
」
と
い
う
も
の
の
見
方
で
あ
る
。
観
察
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
名
目
日
四
と
色
目
富
に
分
離
さ
れ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
表
現
し
た
が
、
実
際
の
観
祭
の
中
で
は
、

捉
ま
え
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
色
目
富
が
先
に
生
じ
る
。
次
に
そ
れ
を
捉
ま
え
る
名
忌
日
四
が
生
じ
る
。
こ
の
順
番
は
つ
ね
に
色

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

教
説
が
実
感
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
い
と
の
意
味
で
、
無
我
と
も
表
現
さ
れ
る
。
ま
た
、
心
は
次
か
ら
次
へ
と
様
々
な
心
の
働
き
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
、
そ
の
心
の
働
き
を

統
御
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
に
思
い
通
り
に
は
進
ま
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
心
の
働
き
は
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い

存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
、
こ
れ
が
無
我
と
い
う
言
葉
で
も
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
名
と
色
と
の
生
滅
を
観
祭
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
心
の
働
き
が
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
り
、
無
我
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
原
始
仏
教
の
基
本
的
な
教
説
と
な
る
。
と
く
に
阿
含
部
の
中
部
経
典
に
頻
出
す
る
、
無
常
・
苦
・
無
我
の
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止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

昌
冨
の
方
が
先
で
、
名
忌
日
四
が
後
に
な
る
。
つ
ま
り
色
が
生
じ
た
と
き
に
、
初
め
て
名
が
生
じ
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
関
係
を
抽
象
化
し
た
表
現
が
「
こ
れ
あ
る
時
、
彼
あ
り
。
こ
れ
減
す
る
と
き
、
彼
滅
す
」
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
表
現
に
な
っ
て

し
ま
う
が
、
実
際
に
「
こ
れ
」
に
色
を
当
て
は
め
、
「
彼
」
に
名
を
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
わ
か
り
易
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
の
心
の
中

で
は
、
実
際
に
は
色
が
常
に
先
に
生
じ
て
名
と
い
う
心
の
働
き
が
後
に
生
じ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
う
が
、
呼
吸
の
観
察
の

中
で
は
、
こ
の
関
係
は
成
立
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
観
と
い
う
心
の
観
祭
か
ら
後
に
縁
起
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
仏
法
の
重
要
な

教
説
が
生
ま
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
体
験
の
中
か
ら
縁
起
の
理
法
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
縁
起
の
考
え
方
は
、
様
々
な
状
況
に
応
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
最
初
は
心
を
観
察
す
る
行
為
の
中
か
ら
生
じ
た
、
心
の
働
き
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
い
つ
の
ま
に
か
外
界
の
事
物
の
存
在
の
有
り
様
な
ど
も
説
明
す
る
原
理
と
し
て
応
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
縁
起
と
い
う
と
、
関
係
性
と
い
う
言
葉
で
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
的
関
係
性
の
場
合
に
は
ま
だ
そ
の

始
源
を
残
し
た
表
現
で
あ
る
と
思
う
が
、
時
に
は
相
互
関
係
性
な
ど
と
説
明
さ
れ
、
哲
学
的
な
教
理
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

も
な
る
。
こ
の
段
唾

戻
れ
ば
、
そ
の
成
一

う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
縁
起
思
想
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
紹
介
さ
れ
る
と
大
き
な
展
開
を
見
せ
る
。
中
国
の
華
厳
教
学
の
中
で
は
、
「
重
々
無
尽
」

と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
同
士
が
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

も
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
縁
起
は
事
物
の
複
雑
な
関
係
性
を
述
べ
る
原
理
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
始
仏
教
の
文
脈
に

戻
れ
ば
、
そ
の
成
立
の
当
初
は
具
体
的
な
内
容
を
持
っ
た
、
「
心
の
あ
り
よ
う
」
に
関
す
る
、
も
っ
と
分
か
り
易
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言

ブ
（
》
○

も
う
一
つ
付
言
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
界
の
刺
激
を
受
け
た
時
、
刺
激
の
み
を
受
け
止
め
、
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
心
の
働
き
を
防
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こ
こ
で
漸
く
日
蓮
宗
の
お
題
目
と
の
関
連
を
考
え
て
み
た
い
。
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
法

華
経
』
の
功
徳
が
一
身
に
備
わ
る
と
教
学
的
に
は
説
明
さ
れ
る
が
、
瞑
想
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
題
目
を

唱
え
る
こ
と
は
、
実
は
唱
え
る
と
い
う
行
為
に
注
目
す
る
と
、
唱
え
る
と
い
う
一
つ
の
行
為
に
専
心
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
瞑

想
の
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
「
心
一
境
性
」
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
訓
練

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
心
を
集
中
さ
せ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
「
止
」
の

た
め
の
訓
練
の
一
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
日
常
的
に
止
の
訓
練
を
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
お
題
目
を
唱
え
る
こ

と
が
簡
単
な
止
の
訓
練
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
こ
で
、
日
蓮
聖
人
の
瞑
想
に
対
す
る
考
え
を
御
遺
文
の
中
か
ら
拾
い
出
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
、
止
観
と

題
目
と
の
対
比
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
着
目
さ
れ
る
も
の
は
、
「
観
心
本
尊
抄
』
の
観
心
の
定
義
で
あ
る
。
「
観
心
本
尊
抄
』

で
は
「
観
心
の
心
、
如
何
」
と
の
質
問
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
心
が
次
か
ら
次
へ
と
働
き
を
起
こ
し
て
ゆ
く
状
態
か
ら
脱
却
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
も
、
大
切
な
観
の

（
９
）

働
き
と
思
わ
れ
る
。

（
、
）

観
心
と
は
我
が
己
心
を
観
じ
て
十
法
界
を
見
る
。
是
を
観
心
と
云
う
な
り
。

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

六
瞑
想
と
お
題
目
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止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

、
心
の
観
祭
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
「
観
心
」
と
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
自
己
の
心
を
観
察
し
、
そ
こ
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・

（
中
略
）
・
菩
薩
・
仏
の
十
の
法
界
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
の
定
義
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
具
体
的
に
そ
の
よ
う
な
十
界
の
境
地
が
ど
の
よ
う

な
内
容
な
の
か
を
指
し
示
す
記
述
は
、
同
じ
『
観
心
本
尊
抄
』
の
次
の
答
の
文
章
に
見
ら
れ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
貧
、
腹
、
痴
、
詣
曲
、
喜
、
平
な
る
六
つ
の
言
葉
は
、
人
間
の
心
に
生
み
出
さ
れ
る
情
動
作
用
を
指
し
示
す
用
語
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
心
を
観
察
す
る
こ
と
が
「
観
心
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
但
し
、
こ
こ
に
は
声
聞
、
縁

覚
、
菩
薩
、
仏
の
四
聖
に
対
応
す
る
情
動
作
用
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
『
立
正
観
抄
」
に
も
興
味
深
い
記
述
が
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
天
台
の
一
心
三
観
（
一
心
に
空
・
仮
・
中
の
三
諦
を
観
祭

す
る
こ
と
）
に
対
す
る
、
次
の
よ
う
な
言
及
を
見
い
だ
せ
る
。

数
し
ば
他
面
を
見
る
に
、
或
る
時
は
喜
び
或
る
時
は
順
り
或
る
時
は
貧
り
現
じ
或
る
時
は
痴
現
じ
、
或
る
時
は
諮
曲
な
り
。
愼
る
時

は
地
獄
、
貧
る
は
餓
鬼
、
痴
は
畜
生
、
詣
曲
は
修
羅
、
喜
ぶ
は
天
、
平
ら
か
な
る
は
人
な
り
。
他
面
の
色
法
に
於
い
て
は
六
道
共
に

（
、
）

之
有
り
。
四
聖
は
冥
伏
し
て
現
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
委
細
に
之
を
尋
ぬ
れ
ば
之
有
る
べ
し
。

一
心
三
観
は
所
詮
、
妙
法
を
成
就
せ
ん
が
た
め
の
修
行
の
方
法
な
り
。
三
観
は
困
の
義
、
妙
法
は
果
の
義
な
り
。
但
し
因
の
所
に
果

有
り
、
果
の
所
に
因
有
り
。
困
果
倶
時
の
妙
法
を
観
ず
る
が
故
に
是
く
の
如
き
功
能
を
得
る
な
り
。
差
に
知
ん
ぬ
、
天
台
の
至
極
の

（
吃
）

法
門
は
法
華
本
迩
未
分
の
処
に
無
念
の
止
観
を
立
て
、
最
秘
の
大
法
と
す
と
云
え
る
邪
義
、
大
い
な
る
僻
見
な
り
と
云
う
事
を
。
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天
台
の
重
要
な
教
説
と
し
て
不
変
真
如
・
随
縁
真
如
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
一
言
の
妙
法
」
に

こ
れ
ら
両
種
の
真
如
が
備
わ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
．
言
の
妙
法
」
す
な
わ
ち
題
目
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
最
大

の
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
は
『
一
念
三
千
法
門
」
に
も
、
天
台
は
因
縁
、
約
教
、
本
迩
、
観
心
の
四
種
方
面
か
ら
仏
法
を
解
釈
す
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の

一
面
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
の
不
備
を
指
摘
し
、
「
知
者
は
読
調
に
観
念
を
も
並
ぶ
べ
し
。
愚
者
は
題
目
ば
か
り
を
唱
う
と
も
此
の
理

（
Ｍ
）

に
会
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
『
法
華
経
」
を
取
り
上
げ
る
に
際
し
、
教
門
、
観
門
の
両
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
を

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

天
台
の
止
観
に
関
し
、
そ
の
究
極
は
無
念
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
是
非
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
も
、
無
念

と
い
う
の
は
止
の
修
習
の
最
後
に
現
出
す
る
と
考
え
ら
れ
た
境
地
で
あ
り
、
伝
統
的
な
用
語
に
随
え
ば
「
滅
尽
定
」
に
相
当
す
る
。
滅
尽

定
で
は
止
に
留
ま
り
、
観
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
「
大
い
な
る
僻
見
な
り
（
大
き
く
誤
っ
た
見
解
で
あ
る
こ
と
捉
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
理
解
も
示
さ
れ
る
。

夫
れ
天
台
の
観
法
を
尋
ぬ
れ
ば
、
大
蘇
道
場
に
三
昧
開
発
せ
し
よ
り
已
来
、
目
を
開
き
て
妙
法
を
思
え
ば
随
縁
真
如
な
り
。
目
を
閉

じ
て
妙
法
を
思
え
ば
不
変
真
如
な
り
。
こ
の
両
種
の
真
如
は
只
一
言
の
妙
法
に
有
り
。
我
れ
妙
法
を
唱
ふ
る
時
、
万
法
弦
に
達
し
、

一
代
の
修
多
羅
一
言
に
含
す
。
所
詮
迩
門
を
尋
ぬ
れ
ば
通
は
広
く
、
本
門
を
尋
ぬ
れ
ば
本
高
し
。
己
心
の
妙
法
を
観
ぜ
ん
に
は
如
じ

（
画
）

と
思
し
食
さ
れ
ん
と
な
り
。
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こ
こ
に
示
さ
れ
る
「
観
心
の
釈
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
言
及
は
聖
人
の
理
解
の
一
端
を
物
語
り
、
題
目
の
観
心
の
立
場
か
ら
の
位
置
づ
け
を

意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
観
心
の
釈
で
は
題
目
と
弥
陀
の
名
号
が
同
じ
働
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
言
外
に
予
測
さ
せ
る
言

及
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
口
に
題
目
を
唱
え
る
こ
と
が
、
一
面
で
は
観
心
の
一
種
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
最
終
的
に
は
、
日
蓮
聖
人
は
念
仏
と
題
目
、
そ
し
て
止
観
と
題
目
等
を
対
比
さ
せ
、
題
目
が
教
理
的
に
も
ま
た
実
習
的
（
観

心
的
）
に
も
勝
れ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
止
観
を
最
重
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
蓮
聖
人
の
位
置
づ
け
に
一
歩
、
距
離
を
お
い
て
、
そ
の
唱
題
と
い
う
行
為
を
み
た
場
合
、
唱
題
三
昧
と
い
う
言
葉
が
示
す

と
お
り
、
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
は
止
の
側
面
が
強
い
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
専
念
す
る
こ
と
は
、

心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
、
す
な
わ
ち
瞑
想
の
基
本
で
あ
る
「
心
一
境
性
」
の
訓
練
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
三
味
と
位
置
づ
け

き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
観
法
に
対
す
る
言
及
の
中
で
「
妙
法
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
妙
法
を
体
得
す
る
た
め
に
は
観
法
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で

で
は
題
目
と
観
法
と
の
関
係
を
考
祭
す
る
上
で
参
考
に
な
る
記
事
と
し
て
、
次
の
も
の
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
は
「
題
目
弥
陀
名
号

勝
劣
事
』
に
見
え
る
記
事
で
あ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
弥
陀
の
名
号
を
唱
え
れ
ば
法
華
経
を
一
部
読
む
の
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に

対
す
る
、
日
蓮
聖
入
自
身
の
見
解
で
あ
る
。

（
脂
）

設
ひ
大
師
先
徳
の
釈
の
中
よ
り
出
で
た
り
と
も
、
且
は
観
心
の
釈
歎
、
且
は
あ
て
事
歎
、
な
ん
ど
心
得
く
し
。
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ま
た
唱
題
と
結
び
つ
け
て
相
前
後
し
て
、
観
の
行
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
方
策
も
考
え
ら
れ
る
。
唱
題
を
し
て
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結

び
つ
け
る
訓
練
を
し
た
後
に
、
静
か
に
黙
座
し
呼
吸
の
「
入
る
」
「
出
る
」
を
観
察
し
、
そ
こ
に
生
・
滅
を
観
察
す
る
と
い
う
方
法
で
あ

る
。
こ
の
場
合
は
、
止
の
行
と
し
て
の
唱
題
行
と
、
観
の
行
と
し
て
の
入
息
出
息
の
観
察
と
い
う
二
つ
に
分
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
ち
ら
の
方
が
実
際
に
は
行
い
や
す
い
。
但
し
、
生
滅
の
実
感
を
体
得
で
き
る
か
ど
う
か
は
個
人
の
努
力
に
よ
っ
て
異
な
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
口
に
唱
え
る
行
と
、
心
を
静
か
に
観
察
す
る
行
と
が
併
存
し
た
修
行
法
を
、
現
代
の
台
湾
仏
教
界
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
仏
七
」
（
「
仏
こ
「
仏
二
」
「
仏
三
」
な
ど
も
有
る
）
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
、
手
段
は
大
い
に
異
な
っ

（
躯
）

て
い
る
が
、
修
行
道
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
興
味
深
い
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
観
へ
の
移
行
は
若
干
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
イ
ン
ド
仏
教
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
止
か

ら
観
へ
、
つ
ま
り
生
滅
を
観
察
す
る
と
い
う
原
則
に
立
ち
返
る
の
で
あ
れ
ば
、
題
目
に
は
新
た
な
観
点
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
唱
題
そ
の
も
の
か
ら
生
滅
を
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
位
置
づ
け
も
可
能
か
も
知
れ
な

い
。
と
い
う
の
は
、
唱
え
る
言
葉
は
音
声
と
し
て
発
つ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
音
声
が
生
じ
て
は
減
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

を
観
察
す
る
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
音
声
が
生
じ
て
は
減
し
て
い
き
、
そ
れ
を
自
ら
が
自
ら
の
耳
で
聞
い
て
い
る
と
こ

ろ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
観
の
一
つ
と
な
り
う
る
。
但
し
こ
の
場
合
は
自
ら
音
声
を
発
し
て
い
る
の
で
、
心
の
働
き
と
し
て

は
発
声
の
た
め
の
働
き
、
音
声
を
聞
く
と
い
う
働
き
な
ど
種
々
の
心
の
働
き
が
生
じ
て
い
て
、
心
の
働
き
の
観
祭
に
は
不
向
き
で
あ
る
点

は
否
め
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）
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以
上
、
簡
潔
に
、
瞑
想
の
基
本
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
唱
題
の
考
察
を
試
み
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
教
理
的
な
側
面
か
ら
焦
点
が
当
て

ら
れ
、
教
理
上
の
意
味
が
強
調
さ
れ
が
ち
な
お
題
目
に
対
し
、
修
行
道
の
観
点
か
ら
見
た
ら
ど
う
な
る
か
を
考
え
て
み
た
。
イ
ン
ド
仏
教

か
ら
伝
え
ら
れ
た
瞑
想
修
行
法
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
唱
題
に
は
止
の
側
面
が
濃
厚
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
唱
題
に

は
確
か
に
仏
法
の
伝
続
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
ま
た
、
日
蓮
聖
人
は
題
目
に
対
し
て
、
教
門
に
お
け
る
意
義
と
観
門
に

お
け
る
意
義
と
い
う
双
方
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
教
理
上
だ
け
で
は
な
く
修
行
道
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
唱

題
を
も
う
一
度
、
位
置
づ
け
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

（
躯
）

な
お
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
促
進
の
道
」
と
「
止
滅
の
道
」
で
あ
る
。
仏
法
は
、

そ
の
ど
ち
ら
に
入
る
の
か
と
い
え
ば
、
原
始
仏
教
は
明
ら
か
に
「
止
滅
の
道
」
で
あ
っ
た
。
心
の
高
揚
を
め
ざ
す
「
促
進
の
道
」
的
な
要

素
が
仏
法
の
中
に
入
り
込
む
よ
う
に
な
る
の
は
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
唱
題
が
心
の
高
揚
に
繋
が
る
よ
う
な
唱
え
方

に
な
る
の
は
肌
か
問
題
な
し
と
し
な
い
。

仏
法
が
古
来
、
伝
え
て
き
た
自
ら
の
心
の
観
祭
と
心
の
統
御
、
そ
の
観
祭
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
無
常
・
苦
・
無
我
の
価
値
観
が
自
ら

の
も
の
に
な
り
、
今
の
現
代
社
会
の
中
で
も
っ
と
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
己
中
心
性
の
超
克
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
仏
法
が
現

代
社
会
に
再
び
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
や
ま
な
い
。

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

お
わ
り
に
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、、

汗
（
７
）
田
中
公
明
『
性
と
死
の
密
教
』
（
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（
８
）
羽
矢
辰
夫
夛
－
タ
マ
ブ
ッ
ダ
の
仏
教
』
（
春
秋
社
、
二
○
○
三
年
）
を
参
照
。
な
お
、
自
己
中
心
性
の
超
克
な
ど
、
羽
矢
氏
の
見
解
は
示
唆
に

富
み
、
多
く
を
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。

（
９
）
地
橋
秀
雄
「
ブ
ッ
ダ
の
瞑
想
法
』
（
春
秋
社
、
二
○
○
六
年
）
。

（
蛆
）
『
昭
和
定
本
』
七
○
四
頁
二
’
三
。

（
Ⅱ
）
『
昭
和
定
本
』
七
○
五
頁
一
○
’
一
二
。

（
岨
）
『
昭
和
定
本
』
八
四
九
頁
一
○
’
一
二
。

（
咽
）
『
昭
和
定
本
』
八
五
○
頁
一
四
’
八
五
一
頁
三
。

（
Ｍ
）
「
昭
和
定
本
』
二
○
三
八
頁
五
。

（
焔
）
『
昭
和
定
本
」
二
九
四
頁
八
’
九
。

（
随
）
仏
七
は
正
式
に
は
「
念
仏
打
七
」
と
呼
ば
れ
る
。
中
国
大
陸
に
お
け
る
仏
七
の
報
告
と
し
て
嘉
木
揚
凱
朝
「
中
国
に
お
け
る
「
念
仏
打
七
』
信
仰

止
観
の
立
場
か
ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
５
）
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
現
代
仏
教
教
団
の
う
ち
、
マ
ハ
、
ン
Ｉ
・
サ
ヤ
ド
ゥ
ー
（
三
号
四
ｍ
割
蟹
］
且
画
言
）
の
流
派
が
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
仏
教
の
現
状
に
関
し
て
は
、
金
宰
晟
「
南
方
上
座
仏
教
に
お
け
る
修
行
の
理
論
と
実
践
ｌ
タ
イ
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
現
地
調
査
に
基
づ
い
て
ｌ
」

（
『
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
」
一
○
号
、
一
九
九
七
年
）
、
の
望
四
国
四
国
画
ｇ
喫
璽
且
三
里
三
の
９
ｓ
守
５
国
画
ａ
ｏ
の
具
の
『
の
旨
二
宮
四
国
日
胃
‐
‐
‐

国
画
の
ａ
ｏ
ｐ
国
の
丘
三
○
島
の
‐
‐
‐
（
『
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
』
第
一
九
号
、
二
○
○
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
３
）
臨
床
の
知
を
再
評
価
す
る
代
表
者
は
中
村
雄
二
郎
氏
で
あ
ろ
う
。
中
村
雄
二
郎
『
臨
床
の
智
と
は
何
か
』
（
岩
波
文
庫
二
○
三
）
を
参
照
。

（
４
）
。
届
ご
画
因
画
冒
画
》
己
尉
弓
昌
具
軍
国
呈
凰
品
豈
ａ
愚
息
ざ
ご
言
国
葬
①
、
巨
昌
号
団
屡
曼
ミ
の
ミ
、
蟹
ロ
置
き
】
二
○
○
一
、
二
二
’
一

（
１
）
た
と
え
ば
中
村
元
監
修
更
リ
ァ
ー
デ
仏
教
事
典
』
（
法
蔵
館
、
二
○
○
五
年
）
「
第
四
部
生
活
と
実
践
」
、
四
七
九
頁
な
ど
。

（
２
）
宮
元
啓
一
「
苦
楽
中
道
ｌ
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
何
を
発
見
し
た
か
」
阿
部
慈
園
恩
博
士
追
悼
論
集
『
仏
教
の
修
行
法
』
（
春
秋
社
、
二
○
○
二

年
）
所
収
、
五
’
一
六
。

四
○『

国
訳
一
切
経
』
解
題
。
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止
観
の
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ら
見
た
お
題
目
（
蓑
輪
）

の
復
興
と
現
状
」
（
『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
○
、
二
○
○
○
年
）
が
あ
る
。
台
湾
の
も
の
は
、
拙
論
「
台
湾
に
お
け
る
仏
七
簡
介

西
連
浄
苑
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
禅
研
究
所
紀
要
』
三
四
号
、
愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
、
二
○
○
五
年
）
で
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
た
。
及
び
拙
論

「
台
湾
に
お
け
る
修
行
「
仏
七
」
と
門
派
化
の
進
む
寺
院
ｌ
西
蓮
浄
苑
・
慧
日
講
堂
、
南
普
陀
寺
、
霊
山
巖
山
寺
、
仏
光
寺
ｌ
」
（
『
人
間
文
化
」

二
一
号
、
愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
、
二
○
○
六
年
）
を
参
照
。

（
Ⅳ
）
立
川
武
蔵
、
第
一
章
「
イ
ン
ド
密
教
の
歴
史
的
背
景
」
『
シ
リ
ー
ズ
密
教
一
イ
ン
ド
密
教
』
（
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
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