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公
民
科
教
育
教
材
と
し
て
の
『
臨
済
録
』

坂
内

栄
夫

《
は
じ
め
に
》

公
民
科
指
導
要
領
に
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
よ
り
よ
い
社

会
の
実
現
を
視
野
に
、
現
代
の
諸
課
題
を
主
体
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
態
度

を
養
う
と
と
も
に
、
多
面
的
・
多
角
的
な
考
察
や
深
い
理
解
を
通
し
て
涵
養
さ

れ
る
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
」
を
深
め
る
（「
公
民
」

目
標
）。
つ
ま
り
、「
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
」
を
深

め
る
事
。
そ
し
て
、「
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
関
わ
る
事
象
や
課
題
に

つ
い
て
主
体
的
に
追
究
し
た
り
、
他
者
と
共
に
よ
り
よ
く
生
き
る
自
己
を
形
成

し
よ
う
と
し
た
り
す
る
態
度
を
養
う
と
と
も
に
、
多
面
的
・
多
角
的
な
考
察
や

よ
り
深
い
思
索
を
通
し
て
涵
養
さ
れ
る
、
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の

在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
る
。」（「
倫
理
」
目
標
）。
即
ち
、「
人

間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
関
わ
る
事
象
や
課
題
に
つ
い
て
主
体
的
に
追
究

し
た
」
り
、「
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
る
」
事

が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自

覚
を
深
め
る
」
事
と
「
主
体
的
に
追
究
」
す
る
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
目
標
の

た
め
の
教
材
と
し
て
、『
臨
済
録
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
臨
済
録
』
に
つ
い
て
の
説
明
は
後
に
譲
る
が
、『
臨
済
録
』
は
禅
宗
と
い
う

宗
教
の
語
録
で
あ
る
か
ら
と
か
、
仏
教
の
教
え
を
説
い
た
書
で
あ
る
か
ら
、
教

材
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
先
入
観
を
除
い
て
、
虚
心
に
臨
済
の
こ
と

ば
に
耳
を
す
ま
せ
る
な
ら
ば
、
彼
の
主
張
は
「
仏
」
や
「
悟
り
」
や
「
経
典
」

な
ど
全
て
を
否
定
し
て
お
り
、
結
局
の
所
、
自
己
を
確
立
し
主
体
的
に
行
動
す

る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
強
調
す
る
事
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
現
在

の
我
々
の
生
き
方
の
指
針
と
な
り
得
る
事
柄
が
、
歯
切
れ
の
よ
い
こ
と
ば
で
説

か
れ
て
い
る
の
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
臨
済
の
説
い
た
こ
と
ば
を
、

現
在
の
我
々
の
指
針
と
な
る
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

凡
例
的
な
事
を
書
い
て
お
く
と
、
出
所
を
示
す
た
め
引
用
文
の
最
後
に
、
入

矢
義
高
訳
注
『
臨
済
録
』(

岩
波
文
庫)

の
頁
数
と
柳
田
聖
山
『
訓
注
臨
済
録
』

補
訂
本(
『
柳
田
聖
山
集
』
第
四
巻)

の
分
節
数
を
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
口
語

訳
は
入
矢
義
高
訳
に
よ
る
（
１
）
。

《
禅
と
は
》
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ま
ず
、
禅
宗
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
説
明
す
る
。
禅
宗
は
、
仏
教
の
宗
派
な

か
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
と
は
仏
陀
と
言
わ
れ
る
、
紀
元
前
５
世
紀

頃
の
人
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
説
い
た
教
え
が
広
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
。
仏
陀
自
身
が
説
い
た
教
え
を
、
学
問
的
に
明
ら
か
に
す
る
事
は
不
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
教
え
を
受
け
た
原
始
仏
教
の
教
義
か
ら
の
類
推
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
物
を
因
果
関
係
と
し
て
捉
え
る
縁
起
説
（
２
）

や
、
人
び
と
の
苦
し
み

を
癒
や
す
た
め
四
つ
の
真
理
で
あ
る
四
諦
説
（
３
）

は
説
い
た
の
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
て
い
る
。

釈
迦
の
死
後100

年
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
、
釈
迦
の
教
え
を
継
承
し
て
い
た
教

団
が
複
数
に
分
裂
し
た
。
こ
れ
を
部
派
仏
教
と
い
う
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
上
座
部
仏
教
は
、
釈
迦
以
来
の
伝
統
を
忠
実
に
継
承
し
、
自
ら
の
悟
り
の
成

就
に
務
め
る
仏
教
で
あ
り
、
東
南
ア
ジ
ア
地
方
、
主
に
ス
リ
ラ
ン
カ
・
タ
イ
・

ミ
ャ
ン
マ
ー
等
の
地
域
に
広
ま
り
、
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
紀
元
前

後
こ
ろ
、
イ
ン
ド
で
は
新
た
に
大
乗
仏
教
運
動
が
興
っ
た
。
大
乗
仏
教
と
は
、

自
ら
の
悟
り
を
求
め
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
悟
り
を
他
の
人
々
に
も
及
ぼ
し
救

済
し
よ
う
と
す
る
仏
教
運
動
で
あ
る
。
こ
の
大
乗
仏
教
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
越
え
て

北
方
に
伝
わ
り
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
東
の
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
な
ど
に

広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
大
乗
仏
教
の
中
か
ら
禅
仏
教
が
興
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
禅
と
は
禅
定
の
意
味
で
心
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
が

生
れ
る
以
前
か
ら
古
代
イ
ン
ド
で
行
わ
れ
て
い
た
修
行
法
で
あ
る
。
仏
教
も
そ

れ
を
取
り
入
れ
、
仏
教
徒
が
修
め
る
べ
き
三
学
（
戒
律
・
禅
定<

坐
禅>

・
智
慧<

学
問>

）
と
い
う
基
本
的
修
行
科
目
の
一
つ
組
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

仏
教
徒
で
あ
る
限
り
は
イ
ン
ド
で
あ
る
と
中
国
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
だ
れ
で

も
が
坐
禅
を
組
み
（
禅
定
）、
精
神
集
中
の
修
行
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
中
国
で
は
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
き
た
逹
摩
が
伝
え
た
独
自
の
教
化
法
に

促
さ
れ
、
三
学
の
う
ち
の
禅
定
だ
け
を
特
に
重
視
し
、
他
の
二
つ
を
さ
ほ
ど
重

視
し
な
い
宗
派
が
興
っ
た
。
そ
れ
が
、
禅
宗
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
禅
宗
と
は
中

国
に
伝
わ
っ
た
大
乗
仏
教
の
中
か
ら
、
中
国
で
興
っ
た
独
自
の
宗
派
な
の
で
あ

る
。
な
お
、
禅
宗
が
中
国
で
生
れ
た
（
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
い
）
大
乗
仏
教

の
一
つ
で
あ
る
事
を
理
解
す
る
事
は
、
仏
教
思
想
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
点

だ
と
思
わ
れ
る
。

《
臨
済
の
生
涯
と
『
臨
済
録
』》

次
に
臨
済
の
伝
記
と
彼
の
語
録
『
臨
済
録
』
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。

臨
済
、
姓
は
刑
氏
、
諱
は
義
玄
（
？
～866

）、
曹
州
南
華
（
山
東
省
単
県
）
の

人
。
河
北
の
臨
済
院
に
住
持
し
て
い
た
た
め
、
臨
済
と
言
わ
れ
る
。
詳
し
い
伝

記
は
不
明
で
あ
る
が
、『
臨
済
録
』
に
述
べ
る
所
に
よ
る
と
、
長
安
で
唯
識
を
学

び
、
律
に
精
通
し
、
禅
の
教
え
を
求
め
て
各
地
を
遍
歴
の
の
ち
、
江
西
の
黄
檗

山
に
希
運
を
尋
ね
る
。
参
禅
す
る
こ
と
三
年
に
し
て
、
黄
檗
の
兄
弟
弟
子
た
る

大
愚
に
よ
り
悟
り
を
開
く
と
い
う
。
そ
の
後
、
武
宗
に
よ
る
会
昌
の
廃
仏
の
頃

（845

～846
）、
鎮
州
（
河
北
省
正
定
県
）
の
王
常
侍
（
王
紹
懿
か
？
）
に

迎
え
ら
れ
、
滹
沱
河
の
済
（
渡
し
場
）
に
臨
む
臨
済
小
院
に
道
場
を
構
え
る
。
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後
世
、
臨
済
禅
師
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
臨
済
院
で
説
法

し
た
期
間
は
比
較
的
短
く
、
恐
ら
く
五
十
代
で
没
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。

次
に
、『
臨
済
録
』
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
ま
ず
、
師
匠
の
言
葉
を
纏
め
た
禅

語
録
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
禅
の
世
界
で
は
一
般
に
師
匠
の
言
葉
を
後
生
大
事

に
抱
え
て
有
難
が
っ
て
い
る
事
は
、
望
ま
し
く
な
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
事
は
、『
臨
済
録
』
中
に
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
の
修
行
者
が
だ
め
な
の
は
、
言
葉
の
解
釈
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
か

ら
だ
。
大
判
の
ノ
ー
ト
に
老
い
ぼ
れ
の
坊
主
の
言
葉
を
書
き
と
め
、

四
重
五
重
と
丁
寧
に
ふ
く
さ
に
包
み
、
人
に
も
見
せ
ず
、
こ
れ
こ
そ

玄
妙
な
奥
義
だ
と
言
っ
て
後
生
大
事
に
す
る
。
大
間
違
い
だ
、
愚
か

者
ど
も
。
お
前
逹
は
干
か
ら
び
た
骨
か
ら
ど
ん
な
汁
を
吸
い
取
ろ
う

と
い
う
の
か
。

今
時
学
人
不
得
、
盖
為
認
名
字
為
解
。
大
策
子
上
、
抄
死
老
漢
語
、

三
重
五
重
複
子
裏
、
不
教
人
見
、
道
是
玄
旨
、
以
為
保
重
。
大
錯
。

瞎
屡
生
、
你
向
枯
骨
上
、
覓
什
麼
汁
。(P.121)

77

節

し
か
し
、
実
際
に
は
師
匠
の
制
止
に
も
関
わ
ら
ず
、
密
か
に
筆
記
さ
れ
た
師
匠

の
言
葉
が
輯
め
ら
れ
て
、
や
が
て
語
録
に
成
長
し
て
い
っ
た
例
が
多
数
存
在
し

て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
臨
済
の
語
録
に
つ
い
て
い
言
え
ば
、

臨
済
の
没
後
す
ぐ
に
、
最
初
は
王
常
侍
に
よ
っ
て
語
録
の
輯
録
が
命
じ
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
十
世
紀
の
後
半
頃
に
は
、『
臨
済
録
』
最
初
の
古
本
定

本
と
い
う
ベ
き
も
の
が
編
纂
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
在

資
料
は
存
在
せ
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
、
十
一
世
紀
前
半
に
は
、

先
の
古
本
定
本
と
は
異
な
る
、
現
行
の
『
臨
済
録
』
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
新
し

い
『
臨
済
録
』
新
定
本
（『
天
聖
広
灯
録
』
所
収
本
）
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
現

在
の
通
行
本
『
臨
済
録
』
は
、
こ
の
『
天
聖
広
灯
録
』
所
収
本
と
配
列
は
異
な

る
が
内
容
に
は
基
本
的
に
異
な
る
と
所
は
な
い
。

《
臨
済
の
思
想
》

次
に
、
臨
済
の
思
想
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
幾
つ
か
の
特
徴
的
な
言
葉

を
取
り
上
げ
て
、
彼
の
思
想
を
概
観
す
る
事
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
関
連
し
て

い
る
た
め
に
、
各
用
語
の
み
で
完
結
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
行
論
の
都
合

上
便
宜
的
処
置
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
た
い
。

で
は
先
ず
、
臨
済
が
説
法
の
時
に
強
調
し
て
や
ま
な
い
、「
人
惑
を
受
く
る
な

か
れ
」（「
莫
受
人
惑
」）
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
「
莫
受
人
惑
」

の
語
は
「
人
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
る
な
」
の
意
で
、『
臨
済
録
』
で
は
頻
繁
に
見

ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
幾
つ
か
例
を
あ
げ
る
。

【
莫
受
人
惑
】(

「
人
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
る
な
」)

今
わ
し
が
君
た
ち
に
言
い
含
め
た
い
こ
と
は
、
た
だ
他
人
の
こ
と
ば

に
ま
ど
わ
さ
れ
る
な
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
自
力
で
や
ろ
う
と
思
っ

た
ら
、
す
ぐ
に
や
る
こ
と
だ
。
决
し
て
た
め
ら
う
な
。
こ
の
ご
ろ
の

修
行
者
た
ち
が
駄
目
な
の
は
、
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
の

病
因
は
自
ら
を
信
じ
き
れ
ぬ
点
に
あ
る
の
だ
。
自
ら
を
信
じ
き
れ
ぬ
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と
、
あ
た
ふ
た
と
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
つ
い
て
ま
わ
り
、
す
べ
て
の
外

的
条
件
に
翻
弄
さ
れ
て
自
由
に
な
れ
な
い
（
自
ら
に
由
る
こ
と
が
で

き
な
い
？
）。
も
し
君
た
ち
が
外
に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
る
心
を
断
ち

切
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
と
お
な
じ
で
あ
る
。
君

た
ち
、
そ
の
祖
仏
と
会
い
た
い
と
お
も
う
か
。
今
わ
し
の
面
前
で
こ

の
説
法
を
聴
い
て
い
る
君
こ
そ
が
そ
れ
だ
。
君
た
ち
は
そ
れ
を
信
じ

き
れ
な
い
た
め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
る
。
し
か
し
何
か
を
求
め

得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
れ
も
こ
と
ば
の
上
の
響
き
の
よ
さ
だ
け

で
、
生
き
た
祖
仏
の
心
は
絶
対
に
つ
か
め
ぬ
。

如
山
僧
指
示
人
処
、
祇
要
你
不
受
人
惑
。
要
用
便
用
、
更
莫
遅
疑
。

如
今
学
者
不
得
、
病
在
甚
処
。
病
在
不
自
信
処
。
你
若
自
信
不
及
、

即
便
忙
忙
地
徇
一
切
境
転
、
被
他
万
境
囘
換
、
不
得
自
由
。
你
若
能

歇
得
念
念
馳
求
心
、
便
与
祖
仏
不
別
。
你
欲
得
識
祖
仏
麼
。
祇
你
面

前
聴
法
底
是
。
学
人
信
不
及
、
便
向
外
馳
求
。
設
求
得
者
、
皆
是
文

字
勝
相
、
終
不
得
他
活
祖
意
。（P.33

）27

節

諸
君
、
も
し
君
た
ち
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
修
行
者
で
あ
り
た
い
な
ら
、

ま
す
ら
お
の
気
概
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
の
い
い
な
り
な
ぐ
ず
で

は
駄
目
だ
。
ひ
び
の
入
っ
た
陶
器
に
は
醍
醐
を
貯
え
て
お
け
な
い
の

と
同
じ
だ
。
大
器
の
人
で
あ
れ
ば
、
何
よ
り
も
他
人
に
惑
わ
さ
れ
る

ま
い
と
す
る
も
の
だ
。
ど
こ
で
で
も
自
ら
主
人
公
と
な
れ
ば
、
そ
の

場
そ
の
場
が
真
実
だ
。

道
流
、
你
若
欲
得
如
法
、
直
須
是
大
丈
夫
児
始
得
。
若
萎
萎
随
随
地
、

則
不
得
也
。
夫
如
｛
斯
瓦
｝
嗄
之
器
、
不
堪
貯
醍
醐
。
如
大
器
者
、

直
要
不
受
人
惑
。
随
処
作
主
、
立
処
皆
真
。（P.70

）49

節>

諸
君
、
ま
と
も
な
見
地
を
得
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
人
に
惑
わ
さ
れ

て
は
な
ら
ぬ
。
内
に
お
い
て
も
外
に
お
い
て
も
、
逢
っ
た
も
の
は
す

ぐ
に
殺
せ
。
仏
に
逢
え
ば
仏
を
殺
し
、
祖
師
に
逢
え
ば
祖
師
を
殺
し
、

羅
漢
に
逢
っ
た
ら
羅
漢
を
殺
し
、
父
母
に
逢
っ
た
ら
父
母
を
殺
し
、

親
類
に
逢
っ
た
ら
親
類
を
殺
し
、
そ
う
し
て
始
め
て
解
脱
す
る
こ
と

が
で
き
、
な
に
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
ず
、
自
在
に
突
き
抜
け
た
生
き

方
が
で
き
る
の
だ
。

道
流
、
你
欲
得
如
法
見
解
、
但
莫
受
人
惑
。
向
裏
向
外
、
逢
著
便
殺
。

逢
仏
殺
仏
、
逢
祖
殺
祖
、
逢
羅
漢
殺
羅
漢
、
逢
父
母
殺
父
母
、
逢
親

眷
殺
親
眷
、
始
得
解
脱
、
不
与
物
拘
、
透
脱
自
在
。（P.96

）63

節

ま
と
も
な
修
行
者
で
あ
れ
ば
、
一
念
一
念
が
と
ぎ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

逹
磨
大
師
が
は
る
ば
る
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
来
た
の
は
、
人
に
惑
わ

さ
れ
ぬ
こ
う
正
念
の
人
を
求
め
ん
が
た
め
こ
そ
で
あ
っ
た
。

如
真
正
作
道
人
、
念
念
心
不
間
断
。
自
逹
磨
大
師
従
西
土
来
、
祇
是

覓
箇
不
受
人
惑
底
人
。（P.124

）79

節

こ
の
よ
う
に
臨
済
は
何
度
も
「
人
惑
を
受
く
る
こ
と
莫
か
れ
」（
人
に
惑
わ
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
）
と
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
人
の
説
く
教
え
な
ど
を

信
じ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
よ
う
と
す
る
考
え
は
過
ち
で
あ
る
、
と
そ

の
よ
う
な
心
構
え
の
修
行
者
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
。
こ
れ
は
、
人

に
頼
っ
て
は
い
け
な
い
、
自
ら
を
信
じ
て
「
自
律
的
存
在
で
あ
れ
」
、「
主
体
的
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に
行
動
せ
よ
」
と
臨
済
は
説
い
て
い
る
と
理
解
す
る
事
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、

も
し
君
た
ち
が
外
に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
る
心
を
断
ち
切
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
と
お
な
じ
で
あ
る
。
君
た
ち
、
そ
の

祖
仏
と
会
い
た
い
と
お
も
う
か
。
今
わ
し
の
面
前
で
こ
の
説
法
を
聴

い
て
い
る
君
こ
そ
が
そ
れ
だ
。
君
た
ち
は
そ
れ
を
信
じ
き
れ
な
い
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
る
。
し
か
し
何
か
を
求
め
得
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
ど
れ
も
こ
と
ば
の
上
の
響
き
の
よ
さ
だ
け
で
、
生
き
た

祖
仏
の
心
は
絶
対
に
つ
か
め
ぬ
。（P.33

）27

節

な
ど
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
我
々
は
「
人
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
な
い
」
で
い
な
く

て
は
な
ら
ず
、
そ
し
て
次
の
段
階
と
し
て
「
自
ら
を
信
じ
よ
」
と
臨
済
は
説
く

の
で
あ
る
。

【
自
信
】(

「
自
ら
を
信
じ
よ
」)

い
っ
た
い
法
と
は
何
か
。
法
と
は
心
で
あ
る
。
心
は
形
な
く
し
て
十

方
世
界
を
貫
き
、
目
の
前
に
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

人
び
と
は
こ
の
事
を
信
じ
き
れ
ぬ
た
め
、文
句
を
目
当
て
に
し
て
、（
菩

提
だ
の
涅
槃
だ
の
と
い
う
）
言
葉
の
中
に
仏
法
を
推
し
量
ろ
う
と
す

る
。
天
と
地
の
取
り
違
え
だ
。

云
何
是
法
。
法
者
是
心
法
。
心
法
無
形
、
通
貫
十
方
、
目
前
現
用
。

人
信
不
及
、
便
乃
認
名
認
句
、
向
文
字
中
、
求
意
度
仏
法
。
天
地
懸

殊
。（P.47

）33

節

自
分
を
信
じ
切
れ
な
い
た
め
に
、
お
経
を
頼
り
に
し
て
仏
法
を
求
め
よ
う
と

す
る
（
自
分
の
外
に
求
め
よ
う
と
す
る
）。
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
臨
済
は
言
う
。

諸
君
、
偉
丈
夫
た
る
者
は
、
今
こ
そ
自
ら
が
本
来
無
事
の
人
で
あ
る

と
知
る
は
ず
だ
。
残
念
な
が
ら
君
た
ち
は
そ
れ
を
信
じ
き
れ
な
い
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
せ
か
せ
か
と
求
め
ま
わ
り
、
頭
を
見
失
っ
て

更
に
頭
を
探
す
と
い
う
愚
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

道
流
、
大
丈
夫
児
、
今
日
方
知
本
来
無
事
。
祇
為
你
信
不
及
、
念
念

馳
求
、
捨
頭
覓
頭
、
自
不
能
歇
。（P.56

）40

節

今
、
仏
道
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
た
ち
は
、
と
も
か
く
自
ら
を
信
じ
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
决
し
て
自
己
の
外
に
求
め
る
な
。
そ
ん
な
こ
と
を

し
て
も
、
あ
の
く
だ
ら
ぬ
型
に
乗
っ
か
る
だ
け
で
、
邪
正
を
見
分
け

る
こ
と
は
全
然
で
き
ぬ
。
祖
師
が
ど
う
の
、
仏
が
ど
う
の
と
い
う
の

は
、
す
べ
て
経
典
の
文
句
の
上
だ
け
の
こ
と
だ
。

如
今
学
道
人
、
且
要
自
信
、
莫
向
外
覓
。
総
上
他
閑
塵
境
、
都
不
辨

邪
正
。
祇
如
有
祖
有
仏
、
皆
是
教
迹
中
事
。（P.67

）47

節

諸
君
、
ほ
か
な
ら
ぬ
君
自
身
が
現
に
い
ま
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い

る
は
た
ら
き
が
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
な
の
だ
。
そ
れ
を
信
じ
き
れ
ぬ
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
る
。
勘
違
い
し
て
は
な
ら
ぬ
。
外

に
法
は
な
く
、
内
に
も
見
つ
か
ら
ぬ
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
わ
し
の

言
葉
に
飛
び
つ
く
よ
り
は
、
先
ず
何
よ
り
も
静
か
に
安
ら
い
で
、
の

ほ
ほ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
一
番
だ
。

道
流
、
是
你
目
前
用
底
、
与
祖
仏
不
別
。
祇
麼
不
信
、
便
向
外
求
。

莫
錯
。
向
外
無
法
、
内
亦
不
可
得
。
你
取
山
僧
口
裏
語
、
不
如
休
歇
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無
事
去
。（P.99

）65

節

わ
し
は
一
日
中
す
ぱ
り
と
説
い
て
や
っ
て
い
る
の
に
、
お
前
逹
は
一

向
に
気
に
と
め
な
い
。
千
べ
ん
も
万
べ
ん
も
自
分
の
足
の
下
に
践
ん

で
い
る
そ
れ
は
、
真
っ
黒
け
で
姿
形
は
全
く
な
く
て
、
し
か
も
独
自

の
輝
き
を
発
し
て
あ
り
あ
り
と
存
在
し
て
い
る
。
お
前
逹
は
こ
れ
を

信
じ
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
た
ず
ら
に
観
念
の
上
で
理
解
し
よ
う

と
し
て
、
年
が
五
十
近
く
に
な
っ
て
も
、
ひ
た
す
ら
そ
の
屍
骸
を
脇

道
へ
か
つ
ぎ
、
そ
の
荷
物
を
背
に
し
て
天
下
を
走
り
回
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
事
で
は
死
ん
だ
後
、
閻
魔
に
草
鞋
銭
を
請
求
さ
れ
る
日
が
き

っ
と
く
る
で
あ
ろ
う
。

山
僧
竟
日
与
他
説
破
、
学
者
総
不
在
意
。
千
徧
万
徧
、
脚
底
踏
過
、

黒
没
焌
地
、
無
一
箇
形
段
、
歴
歴
孤
明
。
学
人
信
不
及
、
便
向
名
句

上
生
解
。
年
登
半
百
、
祇
管
傍
家
負
死
屍
行
、
担
卻
担
子
天
下
走
。

索
草
鞋
銭
有
日
在
。（P.109

）70

節

今
の
自
分
自
身
の
心
の
働
き
が
祖
仏
と
変
ら
な
い
、
完
全
に
充
足
し
て
欠
け

る
も
の
が
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
分
で
自
分
を
信
じ
切
れ
な
い

た
め
に
、
お
経
を
頼
り
に
し
て
仏
法
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
自
分
の
外
に
求
め

よ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
修
行
者
を
批
判
し
て
い
て
、
自
ら
の
価
値
に
気
付
け
と

臨
済
は
言
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
臨
済
は
、
他
に
自
分
の
外
に
よ
る
こ
と
な

く
、
自
分
自
身
を
信
じ
て
行
動
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

即
ち
、「
自
律
的
に
行
動
す
る
こ
と
」
が
第
一
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

一
方
、
自
分
を
信
じ
き
れ
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
外
に
向
か
っ
て
拠
り
所
を

求
め
る
事
に
な
る
。
先
に
引
い
た
よ
う
に
、
臨
済
は
以
下
の
様
に
説
い
て
い
た
。

も
し
君
た
ち
が
外
に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
る
心
を
断
ち
切
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
と
お
な
じ
で
あ
る
。
君
た
ち
、
そ
の

祖
仏
と
会
い
た
い
と
お
も
う
か
。
今
わ
し
の
面
前
で
こ
の
説
法
を
聴

い
て
い
る
君
こ
そ
が
そ
れ
だ
。
君
た
ち
は
そ
れ
を
信
じ
き
れ
な
い
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
る
の
だ
。（P.33

）28

節

【
莫
受
人

惑
】
参
照

そ
こ
で
臨
済
は
、「
外
に
求
め
ま
わ
る
心
を
な
く
せ
」（
「
歇
得
念
念
馳
求
心
」）

と
強
調
す
る
。

【
歇
得
念
念
馳
求
心
】(

「
外
に
求
め
ま
わ
る
心
を
な
く
せ
」)

も
し
君
た
ち
が
外
に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
る
心
を
断
ち
切
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
と
お
な
じ
で
あ
る
。
君
た
ち
、
そ
の

祖
仏
と
会
い
た
い
と
お
も
う
か
。
今
わ
し
の
面
前
で
こ
の
説
法
を
聴

い
て
い
る
君
こ
そ
が
そ
れ
だ
。
君
た
ち
は
そ
れ
を
信
じ
き
れ
な
い
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
る
。
し
か
し
何
か
を
求
め
得
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
ど
れ
も
こ
と
ば
の
上
の
響
き
の
よ
さ
だ
け
で
、
生
き
た

祖
仏
の
心
は
絶
対
に
つ
か
め
ぬ
。

你
若
能
歇
得
念
念
馳
求
心
、
便
与
祖
仏
不
別
。
你
欲
得
識
祖
仏
麼
。

祇
你
面
前
聴
法
底
是
。
学
人
信
不
及
、
便
向
外
馳
求
。
設
求
得
者
、

皆
是
文
字
勝
相
、
終
不
得
他
活
祖
意
。（P.33

）27

節

【
莫
受
人

惑
】
参
照



- 7 -

わ
し
が
こ
の
よ
う
に
説
く
目
的
は
ど
こ
に
あ
る
と
思
う
か
。
君
た
ち

が
あ
れ
こ
れ
求
め
ま
わ
る
心
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
古
人
の

つ
ま
ら
ぬ
仕
掛
け
に
取
り
付
い
て
い
る
か
ら
だ
。

山
僧
与
麼
説
、
意
在
什
麼
処
。
祇
為
道
流
一
切
馳
求
心
不
能
歇
、
上

他
古
人
間
機
境
。（P.40

）31

節

君
た
ち
は
、
脇
道
の
方
に
探
し
に
行
っ
て
手
助
け
を
得
よ
う
と
す
る
。

大
間
違
い
だ
。
君
た
ち
は
仏
を
求
め
よ
う
と
す
る
が
、
仏
と
は
た
だ

の
名
前
で
あ
る
。
君
た
ち
は
そ
の
求
め
廻
っ
て
い
る
当
人
（
が
だ
れ

で
あ
る
か
）
を
知
っ
て
い
る
か
。
三
世
十
方
の
仏
や
祖
師
が
世
に
出

ら
れ
た
の
も
、
や
は
り
法
を
求
め
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
今
の
修
行

者
諸
君
も
、
や
は
り
法
を
求
め
ん
が
た
め
だ
。
法
を
得
た
ら
、
そ
れ

で
終
わ
り
だ
。
得
ら
れ
ね
ば
、
今
ま
で
通
り
五
道
の
輪
迴
を
繰
り
返

す
。

你
擬
向
外
傍
家
求
過
、
覓
脚
手
。
錯
了
也
。
祇
擬
求
仏
、
仏
是
名
句
。

你
還
識
馳
求
底
麼
。
三
世
十
方
仏
祖
出
来
、
也
祇
為
求
法
。
如
今
参

学
道
流
、
也
祇
為
求
法
。
得
法
始
了
。
未
得
、
依
前
輪
廻
五
道
。（P.

47

）33

節

諸
君
、
偉
丈
夫
た
る
者
は
、
今
こ
そ
自
ら
が
本
来
無
事
の
人
で
あ
る

と
知
る
は
ず
だ
。
残
念
な
が
ら
君
た
ち
は
そ
れ
を
信
じ
き
れ
な
い
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
せ
か
せ
か
と
求
め
ま
わ
り
、
頭
を
見
失
っ
て

更
に
頭
を
探
す
と
い
う
愚
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

道
流
、
大
丈
夫
児
、
今
日
方
知
本
来
無
事
。
祇
為
你
信
不
及
、
念
念

馳
求
、
捨
頭
覓
頭
、
自
不
能
歇
。（P.56

）40

節

【
自
信
】
参
照

君
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
へ
求
め
ま
わ
る
心
を
捨
て
き
れ
ぬ
か
ら

だ
。
だ
か
ら
祖
師
も
言
っ
た
。「
こ
ら
、
立
派
な
男
が
何
を
う
ろ
た
え

て
、
頭
が
あ
る
の
に
さ
ら
に
頭
を
探
し
ま
わ
る
の
だ
」
と
。
こ
の
人

一
言
に
、
君
た
ち
が
自
ら
の
光
を
内
に
差
し
向
け
て
、
も
う
外
に
求

め
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
己
の
身
心
は
そ
の
ま
ま
祖
仏
と
同
じ
で
あ
る

と
知
っ
て
、
即
座
に
無
事
大
安
楽
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ

が
法
を
得
た
と
い
う
も
の
だ
。

為
你
向
一
切
処
馳
求
心
不
能
歇
。
所
以
祖
師
言
、
咄
哉
丈
夫
、
将
頭

覓
頭
。
你
言
下
便
自
囘
光
返
照
、
更
不
別
求
、
知
身
心
与
祖
仏
不
別
、

当
下
無
事
、
方
名
得
法
。P.126

80

節

人
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
自
分
自
身
を
信
じ
る
こ
と
か
ら
、
自
分
以
外
の

権
威
を
求
め
る
・
頼
る
心
を
な
く
す
よ
う
に
臨
済
は
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、

外
在
的
権
威
を
否
定
し
て
、「
自
律
的
生
き
方
」、「
自
律
的
人
間
」
を
指
向
押
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
求
め
る
心
」（
馳
求
心
）
と
い
う
の
は
、

自
分
の
外
に
拠
り
所
を
求
め
る
事
を
意
味
す
る
の
で
、「
外
に
向
っ
て
求
め
る
心
」

(
「
向
外
」)

を
戒
め
る
事
も
、
臨
済
は
し
き
り
に
言
う
。

【
向
外
不
求
】(

「
外
に
向
っ
て
求
め
る
な
」)

先
に
述
べ
た
「
人
惑
」「
自
信
」「
馳
求
心
」
と
言
う
こ
と
と
、「
向
外
不
求
」

と
は
内
容
的
に
重
な
る
事
に
な
る
の
で
、「
人
惑
」「
馳
求
心
」
等
で
引
い
た
例

と
重
複
す
る
が
、
以
下
の
様
に
「
外
に
向
っ
て
求
め
る
な
」
と
見
え
て
い
る
。

君
た
ち
、
そ
の
祖
仏
と
会
い
た
い
と
お
も
う
か
。
今
わ
し
の
面
前
で
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こ
の
説
法
を
聴
い
て
い
る
君
こ
そ
が
そ
れ
だ
。
君
た
ち
は
そ
れ
を
信

じ
き
れ
な
い
た
め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
る
。
し
か
し
何
か
を
求

め
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
れ
も
言
葉
の
上
の
響
き
の
よ
さ
だ
け

で
、
生
き
た
祖
仏
の
心
は
絶
対
に
つ
か
め
ぬ
。

你
欲
得
識
祖
仏
麼
。
祇
你
面
前
聴
法
底
是
。
学
人
信
不
及
、
便
向
外

馳
求
。
設
求
得
者
、
皆
是
文
字
勝
相
、
終
不
得
他
活
祖
意
。P.33

27

節

諸
君
、
正
し
い
見
地
を
つ
か
ん
で
天
下
を
の
し
歩
き
、
そ
こ
い
ら
の

狐
憑
き
禅
坊
主
ど
も
に
惑
わ
さ
れ
ぬ
こ
と
が
絶
対
肝
要
だ
。
な
に
ご

と
も
し
な
い
人
こ
そ
が
高
貴
の
人
だ
。
絶
対
に
計
ら
い
を
し
て
は
な

ら
ぬ
。
た
だ
あ
る
が
ま
ま
で
あ
れ
ば
よ
い
。
君
た
ち
は
、
脇
道
の
方

に
探
し
に
行
っ
て
、
手
助
け
を
得
よ
う
と
す
る
。
大
間
違
い
だ
。

道
流
、
切
要
求
取
真
正
見
解
、
向
天
下
横
行
、
免
被
這
一
般
精
魅
惑

乱
。
無
事
是
貴
人
、
但
莫
造
作
、
祇
是
平
常
。
你
擬
向
外
傍
家
求
過
、

覓
脚
手
。
錯
了
也
。P.46
33

節

今
、
仏
道
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
た
ち
は
、
と
も
か
く
自
ら
を
信
じ
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
决
し
て
自
己
の
外
に
求
め
る
な
。
そ
ん
な
こ
と
を

し
て
も
、
あ
の
く
だ
ら
ぬ
型
に
乗
っ
か
る
だ
け
で
、
邪
正
を
見
分
け

る
こ
と
は
全
然
で
き
ぬ
。

如
今
学
道
人
、
且
要
自
信
、
莫
向
外
覓
。
総
上
他
閑
塵
境
、
都
不
辨

邪
正
。P.67

47

節

諸
君
、
ほ
か
な
ら
ぬ
君
自
身
が
現
に
い
ま
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い

る
は
た
ら
き
が
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
な
の
だ
。
そ
れ
を
信
じ
き
れ
ぬ
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
る
。
勘
違
い
し
て
は
な
ら
ぬ
。
外

に
法
は
な
く
、
内
に
も
見
つ
か
ら
ぬ
。

道
流
、
是
你
目
前
用
底
、
与
祖
仏
不
別
。
祇
麼
不
信
、
便
向
外
求
。

莫
錯
。
向
外
無
法
、
内
亦
不
可
得
。P.99

65

節

偉
丈
夫
と
も
あ
ろ
う
者
が
、
偉
丈
夫
の
気
概
を
示
し
も
せ
ず
、
自
己

に
備
わ
っ
て
い
る
本
来
の
も
の
を
信
じ
よ
う
と
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
外

に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
り
、
古
人
の
く
だ
ら
な
い
言
葉
を
追
っ
か
け
、

縁
起
を
か
つ
ぎ
ま
わ
っ
て
、
独
立
独
歩
で
き
ず
、
境
に
逢
え
ば
境
に

引
か
れ
、
物
に
逢
え
ば
物
に
執
ら
わ
れ
、
行
く
先
々
で
お
ろ
お
ろ
し

て
、
さ
っ
ぱ
り
腰
が
定
ま
ら
ぬ
。

大
丈
夫
漢
、
不
作
丈
夫
気
息
、
自
家
屋
裏
物
不
肯
信
、
祇
麼
向
外
覓
、

上
他
古
人
閑
名
句
、
倚
陰
博
陽
、
不
能
特
逹
逢
境
便
縁
、
逢
塵
便
執
、

触
処
惑
起
、
自
無
准
定
。。P.137

86

節

以
上
の
よ
う
に
、
臨
済
は
「
人
に
惑
わ
さ
れ
ず
」「
自
ら
を
信
じ
」「
求
め
ま

わ
る
心
」
を
な
く
し
、「
外
に
向
か
っ
て
求
め
」
な
い
人
で
あ
れ
と
説
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
律
的
・
主
体
的
に
生
き
よ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
後
に
修
行
者
が
取
る
べ
き
態
度
と
し
て
は
、「
自
分
の
内
部
に
も
権
威
を
措

定
せ
ず
」
、「
外
部
に
も
法
を
求
め
な
い
」。
た
だ
、「
あ
た
り
ま
え
に
」（
「
平
常

無
事
」）
に
過
ご
し
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
と
説
い
て
い
る
。

わ
し
の
見
地
が
格
別
で
、
外
に
凡
聖
の
枠
を
認
め
ず
、
内
は
根
本
の

悟
り
に
腰
を
す
え
ず
、
そ
う
徹
見
し
て
さ
ら
さ
ら
疑
わ
な
い
か
ら
だ
。
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祇
為
我
見
処
別
、
外
不
取
凡
聖
、
内
不
住
根
本
、
見
徹
更
不
疑
謬
。

P.49法
は
心
外
に
も
な
く
、
ま
た
心
内
に
も
な
い
。
い
っ
た
い
何
を
求
め

よ
う
と
い
う
の
か
。

心
外
無
法
、
内
亦
不
可
得
、
求
什
麼
物
。P.73

諸
君
、
ほ
か
な
ら
ぬ
君
自
身
が
現
に
い
ま
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い

る
は
た
ら
き
が
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
な
の
だ
。
そ
れ
を
信
じ
き
れ
ぬ
た

め
に
、
外
に
向
か
っ
て
求
め
ま
わ
る
。
勘
違
い
し
て
は
な
ら
ぬ
。
外

に
法
は
な
く
、
内
に
も
見
つ
か
ら
ぬ
。
し
か
し
、
こ
う
言
う
わ
し
の

言
葉
に
飛
び
つ
く
よ
り
も
、
先
ず
静
か
に
安
ら
い
で
の
ほ
ほ
ん
と
し

て
い
る
事
が
一
番
だ
。

道
流
、
是
你
目
前
用
底
、
与
祖
仏
不
別
。
祇
麼
不
信
、
便
向
外
求
。

莫
錯
。
向
外
無
法
、
内
亦
不
可
得
。
你
取
山
僧
口
裏
語
、
不
如
休
歇

無
事
去
。P.99

65

節

諸
君
、
わ
し
が
外
に
は
法
は
な
い
と
言
う
と
、
そ
の
真
意
を
理
解
し

な
い
で
、
今
度
は
内
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
さ
っ
そ
く
壁
に
向
か
っ

て
坐
禅
を
し
、
舌
で
上
の
齶
を
支
え
て
じ
っ
と
し
て
動
か
ず
、
そ
れ

を
祖
師
門
下
の
仏
法
だ
と
思
っ
て
い
る
。
大
間
違
い
だ
。

大
徳
、
山
僧
説
向
外
無
法
、
学
人
不
会
、
便
即
向
裏
作
解
、
便
即
倚

壁
坐
、
舌
拄
上
齶
、
湛
然
不
動
、
取
此
為
是
祖
門
仏
法
也
。
大
錯
。

P.109
70

節

諸
君
、
仏
法
は
造
作
の
加
え
よ
う
は
な
い
。
た
だ
平
常
の
ま
ま
で
あ

り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
糞
を
た
れ
た
り
小
便
を
し
た
り
、
着
物

を
着
た
り
飯
を
食
っ
た
り
、
疲
れ
た
な
ら
横
に
な
る
だ
け
。
愚
人
は

笑
う
で
あ
ろ
う
が
、
智
者
な
ら
そ
こ
が
分
か
る
。
古
人
も
、
自
己
の

外
に
造
作
を
施
す
の
は
、
み
ん
な
愚
か
者
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

道
流
、
仏
法
無
用
功
処
、
祇
是
平
常
無
事
。
屙
屎
送
尿
、
著
衣
喫
飯
、

困
来
即
臥
。
愚
人
笑
我
、
智
乃
知
焉
。
古
人
云
、
向
外
作
工
夫
、
総

是
痴
頑
漢
。P.50

36

節

わ
し
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
。
な
に
も
く
だ
く
だ
し
い
こ
と
は
な
い
。

た
だ
ふ
だ
ん
通
り
に
着
物
を
着
た
り
飯
を
食
っ
た
り
、
の
ほ
ほ
ん
と

時
を
過
ご
す
だ
け
だ
。

約
山
僧
見
処
、
無
如
許
多
般
、
祇
是
平
常
。
著
衣
喫
飯
、
無
事
過
時
。

P.101
65

節

こ
の
よ
う
に
当
た
り
前
に
、
何
も
特
別
な
こ
と
な
ど
な
く
普
通
に
暮
ら
し
て

行
け
ば
よ
い
、
と
説
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
臨
済
が
強
調
し
て
い
た
の
は
、「
人
惑
」

「
自
信
」「
馳
求
心
」「
向
外
不
求
」
と
い
う
用
語
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
自
分

の
外
に
法
・
教
え
を
求
め
る
な
」
と
い
う
態
度
で
あ
る
。「
自
分
の
外
に
法
は
な

い
」、「
経
典
の
文
句
は
唯
の
言
葉
だ
け
の
も
の
だ
」。
だ
か
ら
「
自
ら
を
信
じ
よ
」

「
外
に
求
め
る
な
」「
他
人
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
る
な
」
と
何
度
も
繰
り
返
し
て

言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
臨
済
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、「
自
分
を
信
じ
て
行

動
せ
よ
」
、「
他
人
に
頼
ら
な
い
で
自
立
的
に
行
動
せ
よ
」
と
い
う
事
で
、
今
の

言
葉
で
言
う
と
「
自
律
的
精
神
」
を
持
て
、「
主
体
的
に
行
動
せ
よ
」
と
い
う
事
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を
説
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
、
主
体
的
に
行
動
し
た
り
、

他
人
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
行
動
す
る
と
い
う
事
を
認
識
す
る
事
が
則
ち
、「
在
り
方

生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
る
」
事
に
つ
な
が
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
『
臨
済
録
』
を
見
て
ゆ
く
な
ら
、
臨
済
の
こ
の
主
張
は
現
在

の
我
々
に
も
納
得
で
き
る
主
張
で
あ
り
、「
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を

深
め
る
」
事
と
「
主
体
的
に
追
究
」
す
る
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
の
公
民
科
教
材
と
し
て
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
の
資
料
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

以
上
、「
自
律
的
精
神
の
確
立
」
と
「
主
体
的
行
動
」
と
い
う
視
点
か
ら
『
臨

済
録
』
を
読
解
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
、
十
分
に
公
民
科
教
材
と
し
て
の
役
割

を
果
た
す
事
が
で
き
る
文
献
だ
と
い
え
る
事
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
全
く
検
討

す
ら
さ
れ
て
い
な
い
資
料
で
あ
っ
た
た
め
、
今
回
敢
え
て
公
民
科
教
育
と
し
て

教
材
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
一
文
を
草
し
た
所
以
で
あ
る
。

注（
１
）
本
稿
を
起
こ
す
に
当
た
っ
て
の
、
主
な
参
考
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
』

公
民
編

文
部
科
学
省

2018

年

柳
田
聖
山
『
訓
注
臨
済
録
』

大
蔵
出
版

1972

同

『
訓
注
臨
済
録
』
補
訂
版

『
柳
田
聖
山
集
』
第
四
巻

法
蔵
館

2017

同

『
臨
済
録
』

中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス

中
央
公
論
社

2004

同

「
義
玄
」『
中
国
思
想
史
』
上

ぺ
り
か
ん
社

1987

入
矢
義
高
『
臨
済
録
』

岩
波
文
庫

1991

小
川

隆
『
臨
済
録

―

禅
の
こ
と
ば
と
思
想

―
』

岩
波
書
店

2008

衣
川
賢
次
「
臨
済
録
テ
ク
ス
ト
の
系
譜
」

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
研
紀
要162

2012

野
口
善
敬
他
『
臨
済
禅
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

妙
心
寺
宗
務
本
所

2018

馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
』

岩
波
新
書

2018

石
井
公
成
『
東
ア
ジ
ア
仏
教
史
』

岩
波
新
書

2019

（
２
）
縁
起
説
と
は
、「
因
」(

直
接
的
原
因)

と
「
縁
」(

間
接
的
原
因)

と
が
関
わ

り
合
っ
て
、
「
果
」(

結
果)

が
生
じ
る
た
め
、
「
因
」
と
「
縁
」
と
が
な
く
な
れ

ば
、「
果
」
も
自
ず
か
ら
な
く
な
る
と
説
く
。
こ
の
縁
起
説
を
踏
ま
え
て
、
四
諦

説
が
説
か
れ
た
。

（
３
）
四
諦
と
は
、
苦
諦(

生
き
る
こ
と
は
苦
し
み
で
あ
る)

・
集
諦(

苦
の
原
因

は
煩
悩
で
あ
る)

・
滅
諦(

煩
悩
を
消
す
こ
と
で
苦
が
滅
す
る)

・
道
諦(

八
つ
の
正

し
い
実
践
に
よ
り
煩
悩
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る)

と
い
う
こ
の
世
の
四
つ
の
真

理
。


