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一

一
　
二
人
の
ひ
と
と
な
り

鈴
木
大
拙
と
西
田
幾
多
郎
、
こ
の
二
人
の
思
想
家
が
非
常
に
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
二
人
は
一
八
七

〇
年
に
石
川
県
に
（
ま
だ
加
賀
（
金
沢
）
藩
が
廃
さ
れ
金
沢
（
石
川
）
県
が
置
か
れ
る
前
で
あ
っ
た
が
）
生
ま
れ
た
。
二
人
が
出
会
っ

た
の
は
、
石
川
県
専
門
学
校
（
途
中
か
ら
第
四
高
等
中
学
校
と
改
称
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
拙
は
経
済
的
な
理
由
で
早

く
に
退
学
し
、
西
田
も
学
校
の
武
断
的
な
教
育
方
針
に
あ
わ
ず
、
中
途
退
学
を
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
い
っ
た
ん
別
の
道
を
歩
ん
だ

が
、
二
人
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
親
交
を
保
ち
続
け
た
。

大
拙
に
は
『
禅
と
日
本
文
化
』（
岩
波
新
書
、
一
九
四
〇
年
）
と
題
し
た
、
現
在
も
読
み
継
が
れ
て
い
る
著
作
が
あ
る
が
、
そ
れ
が

出
版
さ
れ
た
と
き
西
田
は
、
乞
わ
れ
て
そ
の
「
序
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
「
序
」
を
西
田
は
「
大
拙
君
は
私
の
中
学
時
代
か
ら
の

親
し
い
友
の
一
人
で
あ
る
。
七
十
の
老
翁
尚
当
時
の
事
を
思
ひ
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
め
て
い
る
。
一
方
大
拙
は

そ
の
五
年
後
、
西
田
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
訃
報
に
接
し
て
、
声
を
挙
げ
て
泣
き
、
敷
台
に
顔
を
伏
せ
た
ま
ま
長
い
間
立
ち
上
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二

が
ら
な
か
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
思
想
』
の
「
西
田
博
士
追
悼
号
」
に
大
拙
は
「
西
田
の
思
ひ
出
」

と
い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
「
年
を
と
つ
て
友
人
に
別
れ
る
こ
と
は
つ
ら
い
も
の
だ
。
老
木
の
枯
れ
て
行
く
や
う
に
、
彼

の
枝
が
枯
れ
、
此
の
枝
が
枯
れ
て
、
中
心
の
本
幹
は
ま
た
い
つ
の
間
に
か
倒
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
年
来
の
友
と
の
別
れ

に
つ
い
て
書
き
記
し
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
友
人
が
お
互
い
を
ど
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を 

― 

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
体
は
外
面
的
な
こ

と
で
、
思
想
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が 

― 

ま
ず
そ
の
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。

先
ほ
ど
西
田
が
大
拙
の
『
禅
と
日
本
文
化
』
と
い
う
本
に
序
文
を
書
い
て
い
る
と
言
っ
た
が
、
も
う
一
つ
、
一
九
四
二
年
（
昭
和
一

七
年
）
に
出
版
さ
れ
た
『
文
化
と
宗
教
』
に
も
西
田
は
序
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
大
拙
と
い
う
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。「
大
拙
君
は
高
い
山
が
雲
の
上
へ
頭
を
出
し
て
居
る
様
な
人
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
世
間
を
眺
め
て
居
る
、
否
、
自

分
自
身
を
も
眺
め
て
居
る
の
で
あ
る
。
全
く
何
も
な
い
所
か
ら
、
物
事
を
見
て
居
る
様
な
人
で
あ
る
。
そ
の
云
ふ
所
が
、
時
に
奇
抜
な

様
に
聞
え
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
君
の
自
然
か
ら
流
れ
出
る
の
で
あ
る
。
君
に
は
何
等
の
作
為
と
云
ふ
も
の
は
な
い
」（
一

九
・
三（

1
）

）。

大
拙
は
多
く
の
講
演
を
行
い
、
そ
れ
が
テ
ー
プ
な
ど
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
聞
く
と
、
自
分
と
聞
き
手
と
の
あ
い
だ
に

垣
根
を
作
ら
な
い
、
じ
か
に
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
話
し
ぶ
り
で
、
聞
く
も
の
の
誰
に
も
「
親
し
み
」
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る

人
柄
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
む
し
ろ
、
普
通
の
人
が
抱
く
囚
わ
れ
や
執
着
か
ら
ま
っ
た
く
解
き
放
た
れ

た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、「
高
い
山
が
雲
の
上
へ
頭
を
出
し
て
居
る
様
な
人
で
あ
る
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
し
か
し
そ
の
高
さ
は
孤
高
峻
厳
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、「
作
為
の
な
さ
」
の
故
に
む
し
ろ
す
ぐ
に
「
親
し
さ
」
に
転
化

す
る
よ
う
な
高
さ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
方
、
大
拙
の
方
は
『
文
化
と
宗
教
』
の
戦
後
に
出
さ
れ
た
版
の
中
に
収
め
た
「
わ
が
友
西
田
幾
多
郎
」
と
い
う
文
章
（
一
九
四
六
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三

年
執
筆
）
の
な
か
で
、
西
田
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
、「
彼
を
一
言
で
評
す
る
と
「
誠
実
」
で
つ
き
る
。
彼
に
は
詐
り
と
か
飾
り
と
か

い
ふ
も
の
は
不
思
議
に
な
か
つ
た
。
自
分
等
は
人
前
へ
出
る
と
何
か
に
つ
け
本
来
の
自
己
の
上
に
何
か
を
付
け
加
へ
た
が
る
も
の
で
あ

る
。
が
、
西
田
君
は
ど
こ
へ
出
し
て
も
同
じ
人
間
で
あ
つ
た
」（
一
九
・
二
九
二
）
と
述
べ
て
い
る
。

二
人
が
と
も
に
「
作
為
の
な
さ
」、
あ
る
い
は
「
誠
実
さ
」
と
い
う
点
を
相
手
の
特
徴
と
し
て
見
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
も
ち
ろ

ん
外
か
ら
見
る
と
二
人
の
人
柄
は
大
き
く
違
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
西
田
の
も
と
で
学
ん
だ
西
谷
啓
治
は
、
大
拙
の
方
に
「
飄
々
と
し

た
風
姿
」
を
認
め
、
他
方
西
田
の
方
に
「
秋
霜
烈
日
の
気
象
」
を
認
め
て
い
る
。
秋
霜
烈
日
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
に
は
、
秋
の
寒

い
日
の
霜
と
激
し
く
暑
い
夏
の
日
差
し
の
こ
と
で
あ
り
、
非
常
に
激
し
い
も
の
を
西
谷
は
西
田
の
な
か
に
認
め
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
違
っ
た
も
の
を
も
ち
な
が
ら
、
二
人
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
に
「
飾
り
の
な
さ
」、「
作
為
の
な

さ
」
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

大
拙
は
、
第
四
高
等
中
学
校
を
中
退
し
た
後
、
高
等
小
学
校
で
英
語
な
ど
を
教
え
た
が
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
、
二
〇
歳
の

と
き
に
上
京
し
、
東
京
専
門
学
校
に
席
を
置
く
と
と
も
に
、
鎌
倉
円
覚
寺
の
今
北
洪
川
の
も
と
で
禅
の
修
行
を
始
め
た
。
翌
年
、
洪
川

が
遷
化
し
て
の
ち
は
、
そ
の
あ
と
を
引
き
継
い
だ
釈
宗
演
に
つ
い
て
参
禅
し
た
。
釈
宗
演
は
、
シ
カ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
宗
教
会
議

で
知
り
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
東
洋
学
者
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
か
ら
、
彼
が
関
係
し
て
い
た
イ
リ
ノ
イ
州
の
オ
ー
プ
ン
・
コ
ー

ト
社
で
雑
誌
の
編
集
な
ど
を
担
当
す
る
人
物
の
派
遣
に
関
す
る
依
頼
を
受
け
た
と
き
、
そ
の
英
語
の
力
を
買
っ
て
大
拙
を
推
薦
し
た

（
大
拙
は
釈
宗
演
の
万
国
宗
教
会
議
で
の
発
表
原
稿
を
英
訳
し
て
い
た
）。
大
拙
は
宗
演
の
勧
め
に
従
っ
て
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年

に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
一
〇
年
あ
ま
り
滞
在
し
た
。
そ
の
間
に
『
大
乗
起
信
論
』
な
ど
の
英
訳
を
行
い
、
一
九
〇
七
年
に
は
英
語
で

『
大
乗
仏
教
概
論
』（O

utlines of M
ahayana B

uddhism
, L

ondon, Luzac and C
om

pany

）
を
出
版
し
て
い
る
。
一
九
〇
九
年
に
帰

国
、
最
初
学
習
院
で
一
〇
年
間
、
そ
の
後
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
か
ら
は
西
田
幾
多
郎
や
佐
々
木
月
樵
ら
の
勧
め
に
従
っ
て
大

谷
大
学
で
教

を
執
っ
た
。
そ
の
あ
い
だ
に
膨
大
な
禅
思
想
に
関
す
る
、
ま
た
禅
思
想
史
に
関
す
る
著
作
を
著
し
た
。
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一
方
、
西
田
は
東
京
大
学
を
卒
業
後
（
正
規
の
課
程
で
は
な
く
、
選
科
の
卒
業
生
）、
一
年
間
、
中
学
校
の
教
員
を
務
め
た
あ
と
、

一
八
九
六
年
に
金
沢
の
第
四
高
等
学
校
の
講
師
と
な
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
禅
に
対
し
て
強
い
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
第
四
高
等

学
校
に
移
る
直
前
に
友
人
の
山
本
良
吉
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。「
小
生
は
今
に
し
て fam

ily life 

を
後
悔
い
た
し
居

り
候
…
…
金
沢
へ
行
け
は
雪
門
禅
師
に
参
し
て
妙
話
を
き
か
ん
と
思
ふ
な
り
」（
一
九
・
四
二
）。
一
年
後
、
西
田
は
突
然
こ
の
四
高
講

師
の
職
を
解
か
れ
た
が
、
幸
い
そ
の
あ
と
山
口
高
校
で
教

を
執
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
金
沢
・
山
口
時
代
に
西
田
は
も
っ
と
も
熱

心
に
参
禅
を
し
た
。
家
庭
や
仕
事
の
問
題
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
四
高
の
教
授
と
し

て
再
び
金
沢
に
戻
っ
た
が
、
そ
の
折
り
に
山
本
良
吉
に
宛
て
て
「
ヨ
シ
幾
年
無
益
に
星
霜
を
送
る
と
も
こ
の
事
た
け
は
遂
け
度
念
願
に

御
座
候
」（
一
九
・
五
二
）
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
参
禅
へ
と
強
く
突
き
動
か
す
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
熱
心
な
修
行
が

認
め
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
九
〇
一
年
に
は
禅
の
師
で
あ
っ
た
雪
門
玄
松
か
ら
「
寸
心
」
と
い
う
居
士
号
を

与
え
ら
れ
て
い
る
。
西
田
と
大
拙
と
は
別
々
の
道
を
歩
ん
だ
が
、
共
通
し
て
い
た
の
は
禅
へ
の
強
い
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
人
の

思
想
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
。

二
　
西
田
と
大
拙
の
書
簡
交
換

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
大
拙
は
一
〇
年
あ
ま
り
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
た
が
、
そ
の
あ
い
だ
に
西
田
と
の
あ
い
だ
で
何
度
か
手
紙
の
や

り
と
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
を
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
。
一
つ
は
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
の
手
紙
で
あ
る
。
そ

こ
で
大
拙
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
予
は
近
頃
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
の
旨
を
少
し
く
味
ひ
得
る
や
う
に
思
ふ
、
大
乗
仏
教
が

此
一
句
を
四
誓
願
の
劈
頭
に
か
ゝ
げ
た
る
は
、
直
に
人
類
生
存
の
究
竟
目
的
を
示
す
、
げ
に
無
辺
の
衆
生
の
救
ふ
べ
き
な
く
ば
、
此
の

一
生
何
の
半
文
銭
に
か
値
ひ
す
と
せ
ん
、
…
…
真
誠
の
安
心
は
衆
生
誓
願
度
に
安
心
す
る
に
在
り
、
之
を
は
な
れ
て
外
に
個
人
の
安
心

な
る
も
の
あ
る
こ
と
な
し
、
も
し
あ
り
と
せ
ば
其
安
心
は
我
執
の
窠
窟
に
逃
げ
込
み
て
黒
闇
々
の
処
に
死
坐
せ
る
安
心
な
り
、
功
名
に



西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙 

― 

生
誕
一
五
〇
年
を
記
念
し
て

五

奔
走
す
る
の
徒
と
何
ぞ
択
ば
ん
…
…
君
は
余
り
こ
ん
な
こ
と
に
心
配
せ
ら
れ
ざ
る
か
も
知
れ
ざ
れ
ど
、
余
は
始
め
て
四
句
〔
弘
〕
の
願

を
聞
き
し
と
き
、「
煩
悩
無
尽
誓
願
断
」
が
第
一
に
来
て
其
次
に
「
衆
生 

― 

」
が
く
る
の
が
当
然
か
と
思
ひ
な
り
き
、
今
に
し
て
之

を
考
ふ
れ
ば
予
は
大
に
誤
れ
り
、「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
の
た
め
に
「
煩
悩
無
尽
誓
願
断
」
な
り
、
も
し
第
一
願
な
く
ん
ば
煩
悩
何
が

た
め
に
断
ず
る
必
要
あ
ら
ん
、
否
、
煩
悩
を
断
じ
得
る
最
要
件
は
実
に
度
衆
生
の
願
に
在
り（

2
）

」。

「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
菩
薩
が
修
行
に
入
る
前
に
立
て
る
四
つ
の
誓
い
で
あ
る
「
四
弘
誓
願
」

の
最
初
に
来
る
も
の
で
あ
る
。
大
拙
は
近
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
「
四
弘
誓
願
」
の
本
来
の
趣
旨
に
、
つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
煩

悩
を
断
つ
と
い
う
誓
い
の
前
に
、
衆
生
救
済
の
願
が
置
か
れ
て
い
る
意
味
が
分
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
衆
生
の
救
済
を
願
う
か
ら

こ
そ
、
煩
悩
を
断
つ
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
大
拙
が
禅
と
い
う
も
の
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
文
章
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
の
ち
に
『
金
剛

経
の
禅
』
を
刊
行
し
た
折
り
に
大
拙
は
そ
の
第
六
章
「
禅
概
観
」
で
「
四
弘
誓
願
」
と
い
う
節
を
設
け
、
禅
者
が
往
々
に
し
て
「
大
慈

大
悲
を
忘
れ
る
」
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

大
拙
の
真
剣
な
思
い
は
、
西
田
に
強
く
響
い
た
。
そ
れ
に
対
す
る
西
田
の
感
想
は
、
翌
月
の
「
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
引
用
す

る
と
、「
大
拙
居
士
よ
り
手
紙
来
る
。
衆
生
誓
願
度
を
も
っ
て
安
心
と
な
す
と
の
語
胸
裡
之
高
潔
偉
大
可
羨
可
羨
。
余
の
如
き
は
日
々

に
私
欲
之
為
め
此
の
心
身
を
労
す
。
慚
愧
々
々
。
余
は
道
を
思
ふ
の
志
薄
く
し
て
少
〔
小
〕
故
之
為
め
又
は
些
々
の
肉
欲
の
為
め
道
を

忘
る
こ
と
日
々
幾
回
な
る
を
知
ら
す
」（
一
七
・
五
八
）。

当
時
西
田
は
も
っ
と
も
熱
心
に
禅
に
打
ち
込
ん
で
い
た
。
彼
が
い
か
に
禅
と
取
り
組
ん
で
い
た
か
を
示
す
資
料
を
紹
介
し
た
い
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
大
拙
の
手
紙
が
到
着
す
る
直
前
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
参
禅
之
要
は
実
地
の
辛
苦
に
あ
り
。
人
往
々
禅
を
以

て
他
に
資
せ
ん
と
欲
す
大
な
る
誤
な
り
。
参
禅
之
眼
目
は
生
死
解
脱
に
あ
り
こ
の
外
他
事
あ
る
な
し
」（
一
七
・
五
三
）。
ま
た
一
九
〇

三
（
明
治
三
六
）
年
の
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
西
田
は
京
都
大
徳
寺
の
広
州
宗
澤
禅
師
の
も
と
で
修
行
に
励
ん
で
い
た
が
、
そ
の
折
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第
六
百
五
号

六

の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
余
は
禅
を
学
の
為
に
な
す
は
誤
な
り
。
余
か
心
の
為
生
命
の
為
に
な
す
へ
し
。
見
性
ま

て
は
宗
教
や
哲
学
の
事
を
考
へ
す
」（
一
七
・
一
二
六
）。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
懸
命
に
禅
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
は
、「
参
禅

之
眼
目
は
生
死
解
脱
に
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
の
解
脱
を
目
ざ
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
考
え
を
も
っ
て
い
た
西
田
に
と
っ
て
、
大
拙
の
言
葉
は
大
き
な
衝
撃
を
も
っ
て
受
け
と
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
も
う
一
点
、
西
田
と
大
拙
の
手
紙
の
や
り
と
り
の
な
か
で
注
目
し
た
い
の
は
、
大
拙
が pure experience 

と
い
う
概
念
を

使
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
仕
事
を
紹
介
し
た
点
で
あ
る
。
ま
ず
一
九
〇
二
年
九
月
の
書
簡
で
大
拙
は

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の T

he Varieties of R
eligious E

xperience 

を
読
ん
で
深
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
を
報
告
し
、
こ
の
書

を
読
む
こ
と
を
西
田
に
勧
め
て
い
る
。
こ
の
書
を
受
け
取
っ
た
西
田
は
、
翌
月
の
返
書
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
御
申

越
の
ゼ
ー
ム
ス
教
授
の T

he Varieties of R
eligious E

xperience 

と
か
申
す
書
物
余
程
面
白
き
も
の
の
由
、
小
生
も
ど
う
か
一
読
し

た
き
者
に
御
座
候
」（
一
九
・
六
二
―
六
三
）。

当
時
西
田
は
四
高
で
倫
理
学
を
教
え
て
い
た 
― 

倫
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
論
理
学
や
心
理
学
、
ま
た
ド
イ
ツ
語
や
英
語
も
教
え
て

い
た
が
、
倫
理
学
が
そ
の
主
要
な
担
当
科
目
で
あ
っ
た 

― 

。
そ
の
た
め
に
多
く
の
倫
理
学
書
を
読
ん
で
い
た
が
、
そ
の
ど
れ
も
西
田

を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
大
拙
宛
の
手
紙
の
な
か
で
、
西
田
は
先
の
箇
所
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。「
余
は
昨
年
よ
り
学
校
に
於
て
倫
理
の
講
義
を
な
し
居
り
候
。
自
救
う
事
の
漢
〔
難
〕
に
し
て
人
に
向
つ
て
道
を
説
く
。
君
乞
う

盲
者
が
盲
者
を
導
く
を
笑
ひ
玉
ふ
こ
と
勿
れ
。
こ
れ
も
余
か
職
務
上
已
む
を
得
さ
る
所
、
恥
を
忍
ん
て
こ
の
事
を
な
す
の
み
。
そ
れ
に

就
て
考
ふ
る
に
今
の
西
洋
の
倫
理
学
と
い
ふ
者
は
全
く
知
識
的
研
究
に
し
て
、
議
論
は
精
密
で
あ
る
か
人
心
の
深
きsoul-experience 

に
着
目
す
る
者
一
も
あ
る
な
し
。
全
く
自
己
の
脚
根
下
を
忘
却
し
去
る
。
パ
ン
や
水
の
成
分
を
分
析
し
説
明
し
た
る
も
〔
の
〕
あ
れ
と

も
パ
ン
や
水
を
〔
の
〕
味
を
と
く
者
な
し
」（
一
九
・
六
三
）。

こ
の
比
喩
を
そ
の
ま
ま
借
り
て
言
え
ば
、
倫
理
学
は
（
あ
る
い
は
哲
学
は
）
パ
ン
や
水
の
成
分
を
分
析
す
る
学
問
で
は
な
く
、
そ
の



西
田
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木
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生
誕
一
五
〇
年
を
記
念
し
て

七

味
を
自
ら
確
か
め
、
よ
り
よ
い
味
を
自
ら
追
い
求
め
る
学
問
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
西
田
は
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
〇
二
年
九
月
の
大
拙
の
書
簡
で
も
う
一
点
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
で
大
拙
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の T

he Varieties of R
eli-

gious E
xperience 

を
読
ん
で
動
か
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
と
と
も
に
、
自
ら
の
鎌
倉
で
の
経
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ

こ
で
大
拙
は
、
あ
る
日
の
夜
、
坐
禅
を
終
え
て
木
立
の
な
か
を
庵
に
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
、「
忽
然
と
し
て
自
ら
を
わ
す
る
」
と
い
う

経
験
を
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。「
樹
と
吾
と
の
間
に
何
の
区
別
も
な
く
、

樹
是
吾
れ
、
吾
れ
是
れ
樹
、
本
来
の
面
目
、
歴
然
た
る
思
あ
り
き
、
や
が
て
庵
に
帰
り
て
後
も
胸
中
釈
然
と
し
て
少
し
も
凝
滞
な
く
、

何
と
な
く
歓
喜
の
情
に
充
つ（

3
）

」。
こ
れ
は
大
拙
の
禅
経
験
を
知
る
上
で
た
い
へ
ん
興
味
深
い
記
述
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
西
田
と

の
関
わ
り
で
も
注
目
さ
れ
る
。『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
西
田
は
「
純
粋
経
験
」
を
た
と
え
ば
「
我
々
が
物
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

自
己
が
物
と
一
致
す
る
と
い
ふ
に
す
ぎ
な
い
。
花
を
見
た
時
は
即
ち
自
己
が
花
と
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
」（
一
・
七
六
）
と
い
っ
た

言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
先
の
大
拙
の
記
述
と
き
わ
め
て
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

西
田
の
返
信
の
な
か
で
言
わ
れ
て
い
る soul-experience 

に
着
目
し
た
書
物
へ
の
渇
望
と
い
う
も
の
が
西
田
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と

は
、
こ
の
手
紙
の
な
か
で
「
倫
理
の
事
実
的
研
究
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「Intellect 

を
主
と
す
る
説
」
よ
り

も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「reine A

nschauung
〔
純
粋
直
観
〕
の
説
」
の
方
が
「
遥
に
趣
味
あ
り
且
つ deep 

な
り
」（
一
九
・
六

三
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
記
述
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る

が
、
大
拙
は
の
ち
に
さ
ら
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
純
粋
経
験
の
世
界
」（A

 W
orld of P

ure E
xperience

）
と
い
う
論
文
を
西
田
に
送
っ

て
い
る
。

弟
子
の
高
坂
正
顕
は
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
』
の
な
か
で
、
西
田
か
ら
直
接
次
の
よ
う
に
聞
い
た
と
記
し
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
に
ゐ
た
大
拙
か
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
署
名
の
あ
る A

 W
orld of P

ure E
xperience 

の
抜
刷
を
送
つ
て
貰
つ
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
ま
だ
ど
こ
か
に
仕
舞
つ
て
あ
る
筈
だ（

4
）

」。
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
こ
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第
六
百
五
号

八

の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
四
年
で
あ
り
、
翌
年
七
月
の
西
田
の
日
記
に
「
ゼ
ー
ム
ス
氏
が
哲
学
研
究
に
転
じ
た
り
と
き
く
。

こ
の
人
哲
学
を
研
究
せ
ば
定
め
し
面
白
か
ら
ん
と
信
ず
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
九

〇
七
年
七
月
の
大
拙
宛
書
簡
に
は
、「
近
来 W

. Jam
es 

氏
な
ど
の P

ure E
xperience 

の
説
は
余
程
面
白
い
と
思
ふ
、
氏
は M

etaphys-

ics 

を
か
く
と
い
ふ
が
ま
だ
出
来
上
ら
ぬ
か
」（
一
九
・
一
〇
七
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

西
田
が
『
善
の
研
究
』
の
第
一
編
に
あ
た
る
「
純
粋
経
験
と
思
惟
及
意
思
」
を
『
北
辰
会
雑
誌
』
に
、
続
い
て
『
哲
学
雑
誌
』
に
発

表
し
た
の
は
一
九
〇
八
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
を
書
き
上
げ
る
上
で
、
こ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
純
粋
経
験
」
論
が
一
つ
の
手
が
か
り

に
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る（

5
）

。
大
拙
と
の
交
流
が
そ
れ
に
一
役
買
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
大
拙
の
禅
理
解
の
変
化
と
西
田
の
哲
学

い
ま
見
た
書
簡
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
西
田
は
大
拙
か
ら
紹
介
さ
れ
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
哲
学
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
が
、
両
者
が
相
互
に
与
え
あ
っ
た
影
響
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
外
面
的
な
事
柄
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
学
問
の
内
容
に
深
く

関
わ
る
と
こ
ろ
で
も
二
人
は
影
響
を
与
え
あ
っ
た
。
ま
ず
西
田
が
大
拙
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

大
拙
は
初
期
の
著
作
の
な
か
で
は
、
禅
と
は
何
か
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
哲
学
（
な
い
し
論
理
）
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
強
調
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
刊
行
し
た
『
禅
の
第
一
義
』
の
な
か
で
大
拙

は
、
哲
学
が
生
き
た
事
物
を
分
析
・
解
剖
し
て
得
た
二
次
的
な
知
識
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
禅
は
物
そ

の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
を
内
か
ら
解
す
る
点
に
そ
の
特
徴
を
も
つ
こ
と
、
そ
こ
に
は
「
一
点
の
分
別
智
」
も
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。

大
拙
に
よ
れ
ば
、
禅
の
禅
で
あ
る
所
以
は
「
わ
が
生
命
そ
の
も
の
の
活
機
に
触
る
る
」（
一
八
・
二
六
八
）（6
）

 

と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
る

い
は
、「
禅
の
立
脚
地
」
は
、「
物
を
会
す
る
に
当
り
て
、
之
を
物
そ
の
も
の
の
中
よ
り
得
来
る
に
在
り
。
物
を
外
よ
り
な
が
め
て
そ
の
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誕
一
五
〇
年
を
記
念
し
て

九

活
動
の
跡
を
尋
ぬ
る
に
あ
ら
ず
、
自
ら
活
動
そ
の
も
の
と
な
り
て
冷
暖
自
知
す
る
に
在
り
」（
一
八
・
三
五
二
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

「
物
を
外
よ
り
な
が
め
て
そ
の
活
動
の
跡
を
尋
ぬ
る
」
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
哲
学
の
立
場
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
特
徴
を
大
拙
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
哲
学
は
分
別
智
の
上
に
構
へ
た
る
仮
屋
の
や
う
な
も
の
に
し
て
、
一

寸
打
ち
見
た
る
所
に
て
は
、
論
理
の
積
ん
だ
る
、
美
は
し
き
建
設
の
如
し
。
さ
れ
ど
其
の
基
礎
と
す
る
所
の
分
別
智
は
、
事
物 

― 

殊

に
活
き
た
る
も
の 
― 

を
解
剖
し
、
分
析
し
て
得
た
る
所
の
知
識
な
る
が
故
に
、
そ
の
哲
学
に
よ
り
て
本
よ
り
の
活
物
を
捕
へ
ん
と
す

れ
ば
、
僅
か
に
そ
の
尾
巴
を
つ
か
む
か
、
切
れ
切
れ
の
手
足
か
、
腐
乱
に
近
づ
き
た
る
臓
腑
か
を
さ
ぐ
り
あ
つ
る
に
止
ま
る
」（
一

八
・
三
四
九
）。
分
別
知
は
、
対
象
に
観
念
の
網
を
か
ぶ
せ
、
そ
れ
で
対
象
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
網
に
ひ
っ

か
か
っ
た
切
れ
切
れ
の
知
識
し
か
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
禅
は 

― 

無
分
別
知
と
も
言
わ
れ
る 

― 

、
物
の
働

き
そ
の
も
の
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
生
き
た
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
も
言
い
表
し
て
い

る
。「
禅
の
義
は
万
物
の
内
的
生
涯
を
明
ら
む
る
の
義
な
り
。
動
く
と
云
ひ
、
止
ま
る
と
云
ひ
、
死
す
る
と
云
ひ
、
生
ま
る
る
と
云
ふ

は
跡
な
り
、
此
の
跡
を
見
ず
し
て
直
ち
に
物
そ
の
も
の
の
内
在
的
生
命
に
入
る
を
要
す
」（
一
八
・
三
七
〇
）。

こ
の
よ
う
に
大
拙
は
『
禅
の
第
一
義
』
の
な
か
で
は
、
哲
学
と
禅
と
を
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し

や
が
て
大
拙
は
、
禅
と
論
理
と
の
関
わ
り
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
一
九
四
二
年
に
発
表
し
た
『
東
洋
的
一
』

に
収
め
ら
れ
た
「
東
洋
的
「
一
」」
と
い
う
論
考
の
な
か
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
一
」
と
い
う
の
は
、
無
分
別
知
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
る
事
柄
の
本
来
の
あ
り
方
を
指
す
）。

一
方
で
は
、「
西
洋
文
化
の
思
想
的
基
調
は
、「
二
」
に
分
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
洋
の
は
此
の
「
二
」
の
ま
だ
分
れ
な
い
と
こ
ろ

に
在
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
事
柄
を
論
理
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
西
洋
的
な

も
の
の
見
方
が
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
東
洋
的
「
一
」」
の
把
握
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。「「
一
」
は
分
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
二
」
は
「
一
」
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」（
七
・
三
二
一
）。
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一
〇

こ
の
よ
う
に
大
拙
は
こ
こ
で
は
、
両
者
を
、
互
い
を
支
え
あ
う
も
の
と
し
て
理
解
す
る
に
至
っ
て
い
る
。「
東
洋
的
「
一
」」
が
自
己
自

身
が
何
で
あ
る
か
を
真
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、「
二
」
へ
の
展
開
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
た
だ
「
一
」
を
外
か

ら
捉
え
た
だ
け
の
分
別
知
は
、「
一
」
の
言
わ
ば
抜
け
殻
に
す
ぎ
な
い
。「
一
」
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
事
柄
の
把
握
と
し
て
意
味

を
も
つ
。

こ
の
「
一
」
と
「
二
」
と
の
関
わ
り
を
大
拙
は
次
の
よ
う
に
も
言
い
表
し
て
い
る
。「
精
緻
で
、
明
晰
で
、
而
し
て
底
な
き
底
に
徹

し
た
「
二
」
の
論
理
が
立
て
ら
れ
る
と
き
、「
一
」
は
従
来
の
皮
を
蝉
脱
し
て
、
本
来
の
姿
で
、「
二
」
の
中
に
飛
び
出
て
、「
二
」
に

活
を
入
れ
る
。
此
で
東
洋
文
化
の
意
義
が
世
界
的
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。（「
一
」
を
「
無
」
と
云
つ
て
も
よ
い
。）」（
七
・
三
二

一
―
三
二
二
）。
精
緻
な
論
理
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
底
に
あ
る
「
一
」
も
、
従
来
の
殻
を
破
り
、「
二
」
の
世
界
に
お
い

て
そ
れ
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、「
二
」
も
ま
た
そ
れ
が
有
す
る
可
能
性
を
十
全
に
発
揮

す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
段
階
で
の
大
拙
の
基
本
の
考
え
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
大
拙
は
さ
ら
に
、
禅
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
論
理
に
も
目
を
向
け
て
い
っ
た
。
そ
こ
か
ら
言
わ
れ

た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
即
非
の
論
理
」
で
あ
る
。
大
拙
は
「
金
剛
経
の
禅
」
と
題
し
た
文
章
の
な
か
で
、
こ
の
「
即
非
の
論
理
」
に
言

及
し
て
い
る（

7
）

。『
金
剛
経
』
と
は
、
正
し
く
は
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
紀
元
前
後
こ
ろ
に
そ
の
原
型
が
形
づ

く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
般
若
教
典
の
一
つ
で
あ
る
。「
般
若
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
（prajñ

）
を
音
写
し

た
も
の
で
、
智
慧
を
意
味
す
る
。
大
乗
の
成
立
以
前
に
す
で
に
六
波
羅
蜜
（atp

ram
it

）、
つ
ま
り
菩
薩
が
さ
と
り
（
彼
岸
）
へ
と

至
る
た
め
に
修
め
る
べ
き
六
つ
の
行
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
が
、
般
若
教
典
の
特
徴
は
、
そ
の
う
ち
の
般
若
（
智
慧
）
を
も
っ

と
も
重
視
し
、
全
体
を
統
括
す
る
位
置
に
置
い
た
点
に
あ
る
。

そ
の
『
金
剛
経
』
の
第
一
三
章
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
出
て
く
る
。「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
多
、
是
名

般
若
波
羅
蜜
多
」。
大
拙
は
こ
の
句
の
な
か
に
、
禅
の
本
質
の
言
わ
ば
論
理
的
な
表
現
を
見
て
と
っ
た
の
で
あ
る
。「
金
剛
経
の
禅
」
の
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一

な
か
で
大
拙
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
多
、
是
名
般
若
波
羅
蜜
多
』。
こ
の
形
式
を

自
分
は
ま
た
即
非
の
論
理
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
か
何
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
と
に
か
く
ま
あ
そ
う
い
っ
て
お
く
。
こ
の

即
非
の
論
理
が
、
ま
た
霊
性
的
直
覚
の
論
理
で
あ
っ
て
、
禅
の
公
案
を
解
く
鍵
な
の
で
あ
る
」（
五
・
三
八
七
）。

こ
の
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
多
、
是
名
般
若
波
羅
蜜
多
」
と
い
う
句
を
、
大
拙
は
、「
仏
の
般
若
波
羅
蜜
多
を

説
く
は
、
即
ち
般
若
波
羅
蜜
多
に
あ
ら
ず
。
是
を
般
若
波
羅
蜜
多
と
名
づ
く
」
と
読
み
、「
仏
の
説
き
給
う
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
の

は
、
す
な
わ
ち
般
若
波
羅
蜜
で
は
な
い
。
そ
れ
で
般
若
波
羅
蜜
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
意
味
を
取
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
『
金
剛
経
』
原
典
で
は
、「
如
来
の
説
か
れ
る
般
若
波
羅
蜜
多
は
、
実
に
、
非
―
般
若
波
羅
蜜
多
で
あ

る
と
、
如
来
は
説
か
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
は
般
若
波
羅
蜜
多
と
言
わ
れ
る
」
と
い
う
文
章
に
な
っ
て
い
る（

8
）

。

『
金
剛
経
』
の
な
か
で
は
、
般
若
波
羅
蜜
多
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
つ
い
て
（
た
と
え
ば
「
世
界
」
に
つ
い

て
も
、
あ
る
い
は
「
微
塵
」
に
つ
い
て
も
）
こ
の
形
式
に
則
っ
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
般
化
す
れ
ば
、「「
Ａ
は
即
ち
非

Ａ
（non-A

）
で
あ
る
」
と
仏
は
説
か
れ
る
。
こ
の
故
に
そ
れ
は
（
Ａ
は
）「
Ａ
」
と
言
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
言

い
か
え
る
と
、「
Ａ
が
（
真
に
）
Ａ
で
あ
る
の
は
、
Ａ
が
即
「
非
Ａ
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
な
る
。
大
拙
も
た
と
え
ば
、“B

eing 

is B
eing because B

eing is not B
eing.” 

と
い
う
よ
う
に
英
語
で
表
現
し
た
り
、
あ
る
い
は “A

 is not-A
 and therefore, A

 is A
.” 

と
い
う
よ
う
に
表
現
し
た
り
し
て
い
る
。

し
か
し
、
即
非
の
論
理
と
い
う
の
は
、
単
な
る
形
式
的
な
論
理
、
つ
ま
り
矛
盾
に
陥
ら
な
い
で
思
考
す
る
た
め
の
規
則
で
は
な
い
。

そ
れ
は
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
事
柄
の
真
相
を
「
空
」、
あ
る
い
は
「
真
空
無
相
」
と
し
て
捉
え
る
立
場
か
ら
言
わ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
こ
と
を
『
金
剛
経
』
の
な
か
で
実
際
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
見
て
み
た
い
。
こ
の
経
典
は
、
ブ
ッ
ダ
と
弟
子
の

ス
ブ
ー
テ
ィ
と
の
対
話
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
く
が
、
そ
の
第
五
章
で
、
ブ
ッ
ダ
が
ス
ブ
ー
テ
ィ
に
、「
如
来
を
身
相
に
お
い
て
見
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る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
出
す
。
仏
教
で
は
、
如
来
に
は
頭
頂
に
隆
起
が
あ
る
と
い
っ
た
三
二
の
身
体
的
特
徴
が
あ
る
と

言
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
感
性
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
、
形
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
如
来
の
こ
と
が
こ
の
「
身
相
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
如
来
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
ス
ブ
ー
テ
ィ
は
、
そ
の
よ
う
に

見
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
、
な
ぜ
な
ら
如
来
が
、「
身
相
は
、
即
、
非
身
相
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
答
え
る
。
非
身

相
と
い
う
の
は
、
色
身
に
対
す
る
法
身
、
つ
ま
り
色
も
形
も
な
い
、
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
の
本
体
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
如
来
は
そ
の
本
体
に
お
い
て
は
、
色
も
形
も
な
い
の
で
あ
り
、
如
来
を
形
と
し
て
見
よ
う
と
す
れ
ば
虚
妄
に
陥
る
、
と

い
う
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
金
剛
経
』
は
こ
の
よ
う
に
色
身
と
し
て
の
仏
に
固
執
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け

で
あ
る
が
、
し
か
し
逆
に
、
非
身
相
、
あ
る
い
は
一
般
的
に
言
っ
て
「
空
」
と
い
う
こ
と
に
固
執
す
る
こ
と
を
も
否
定
す
る
。
こ
の
二

つ
の
立
場
を
否
定
し
た
あ
と
、「
相
非
相
」
と
見
る
こ
と
で
は
じ
め
て
如
来
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
。
単
な
る
相
、
あ
る
い
は
非
相
で
は
な
く
、
非
相
と
い
う
こ
と
に
支
え
ら
れ
た
相
、
非
相
と
い
う
こ
と
を
内
実
と
す
る
よ
う
な
相
の

う
ち
に
事
柄
の
真
相
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
事
柄
の
真
相
を
分
別
知
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
分
別
知
は
、
Ａ
は
非
Ａ
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
矛

盾
律
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
拙
は
、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』（
第
一
巻
第
一
号
）
に
発
表
さ
れ
た
「
東
西
哲

学
と
仏
教
」
の
な
か
で
、
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
事
柄
の
真
相
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
別
以
前
の
「
般
若
的
直
観
」（prajñ

-intuition

）
に

よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
逆
に
、
般
若
的
直
観
は
、
分
別
知
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も

の
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
貫
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の

点
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
般
若
的
直
観
は
分
別
知
と
全
く
異
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
さ
う
で

は
な
い
。
分
別
知
即
ち
般
若
無
分
別
知
な
の
で
あ
つ
て
、
分
別
知
の
根
本
に
こ
の prajñ

-intuition

が
あ
る
と
云
つ
て
よ
い
」（
三

〇
・
六
二
五
）。
般
若
的
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
事
柄
の
真
相
の
上
に
、
分
別
の
世
界
も
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
が
大
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三

拙
の
理
解
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

戦
後
、
雑
誌 “P

hilosophy east and w
est” 

に
発
表
し
た
論
文 “T

he P
hilosophy of Zen

” 

の
な
か
で
は
、
大
拙
は
、
す
べ
て
の

経
験
が
そ
れ
自
身
に
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
経
験
で
あ
り
う
る
こ
と
、
禅
も
ま
た
そ
の
表
現
の
手
段
を
奪
わ
れ
る
な

ら
ば
禅
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
述
べ
、「
禅
も
ま
た
そ
の
哲
学
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
主
張
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
大
拙
は
、
禅

と
哲
学
と
の
同
一
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
が
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
大
拙
の
理
解

で
は
、
禅
は
生
命
の
論
理
化
、
な
い
し
そ
の
論
理
的
自
己
把
握
で
は
な
く
、
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
大
拙

は
「
哲
学
の
体
系
に
比
べ
れ
ば
、
禅
は
無
限
に
大
で
あ
る
」（
三
〇
・
六
三
六
）
と
い
う
よ
う
に
も
言
い
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
逆
に
、
生
命
そ
の
も
の
の
直
接
的
な
把
握
で
あ
る
般
若
的
直
観
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
の
体
系
に
、
そ
れ

ま
で
に
な
い
大
き
な
展
開
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

先
に

｢

東
洋
的

｢

一
」」
の
な
か
で
大
拙
が
、「
一
」
が
「
従
来
の
皮
を
蝉
脱
し
て
、
本
来
の
姿
で
、「
二
」
の
中
に
飛
び
出
て
、

「
二
」
に
活
を
入
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
東
洋
文
化
の
意
義
が
世
界
的
の
も
の
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
た
の
を
見
た
が
、
こ
こ
か
ら

も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
大
拙
の
論
理
へ
の
注
目
は
、
東
洋
の
思
惟
が
世
界
の
な
か
で
担
う
役
割
や
意
義
と
い
う
こ
と
と
強
く
結
び
つ

い
て
い
た
。
た
だ
単
に
禅
の
独
自
性
を
強
調
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
世
界
と
い
う
場
で
果
た
す
べ
き
積
極
的
な
役
割
に
大
拙
の
目

が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
大
拙
の
禅
と
哲
学
、
あ
る
い
は
禅
と
論
理
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
考
え
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
背
景
に
西
田

の
存
在
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
主
張
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
一
九
四
五
年
に
亡
く

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
数
ヶ
月
前
に
出
し
た
大
拙
宛
の
手
紙
の
中
で
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
般
若
即
非
の
論
理
と
い

ふ
の
は
面
白
い
と
思
ひ
ま
す
。
あ
れ
を
西
洋
論
理
に
対
抗
す
る
様
に
論
理
的
に
作
り
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
さ
う
で
な
い
と
、
東
洋

思
想
と
云
つ
て
も
非
科
学
的
な
ど
云
は
れ
て
世
界
的
発
展
の
力
を
持
て
な
い
」（
一
九
・
四
〇
五
）。
こ
の
文
章
は
、
西
田
が
最
晩
年
に
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ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
抱
い
て
仕
事
を
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
上
で
も
非
常
に
貴
重
な

資
料
で
あ
る
。
そ
し
て
西
田
は
、
こ
の
よ
う
な
東
洋
的
な
も
の
の
考
え
方
を
論
理
的
に
整
備
す
る
と
い
う
課
題
を
、
自
分
の
一
人
の
課

題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
拙
と
共
有
す
る
課
題
と
し
て
、
大
拙
に
対
し
て
そ
の
必
要
性
を
常
々
語
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。ち

ょ
う
ど
こ
の
西
田
の
文
章
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
大
拙
は
、
先
に
引
用
し
た
『
思
想
』
の
「
西
田
博
士
追
悼
号
」
に
寄
せ
た

「
西
田
の
思
ひ
出
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
東
洋
思
想
に
も
世
界
性
・
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
を
世
界
と
い
う

場
に
持
ち
出
す
た
め
に
は
、
そ
れ
に
十
分
な
論
理
性
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
、「
西
田
の
主
張
は
い
つ
も
こ
の
論

理
性
で
あ
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

四
　
西
田
が
大
拙
か
ら
受
け
た
影
響

以
上
の
よ
う
に
、
大
拙
は
そ
の
思
想
展
開
の
な
か
で
西
田
か
ら
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
西
田

も
ま
た
大
拙
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
た
。
先
に
引
用
し
た
『
禅
と
日
本
文
化
』
の
「
序
」
の
な
か
で
も
西
田
は
、「
私
は
思
想
上
、

君
に
負
ふ
所
が
多
い
」
と
い
う
よ
う
に
書
き
記
し
て
、
大
拙
か
ら
思
想
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
を
受
け
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
、『
禅
と
日
本
文
化
』
出
版
の
前
年
に
西
田
は
岩
波
か
ら
『
哲
学
論
文
集
第
三
』
を
出
版
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
も
西
田
は

大
拙
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
拙
著
「
哲
学
論
文
集
第
三
」
御
送
り
い
た
し
ま
す
。
終
の
二
、
三
頁
の
所
御
世
話

に
な
り
ま
し
た
」（
一
九
・
九
〇
―
九
一
）。
終
わ
り
の
二
、
三
頁
と
い
う
の
は
、『
哲
学
論
文
集
第
三
』
の
最
後
の
「
図
式
的
説
明
」

に
お
い
て
、「
宗
教
の
本
質
」
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
を
指
す
。
そ
こ
で
宗
教
の
「
喪
身
失
命
」
と
い
う
あ
り
方 

― 

西
田
自
身
の
表

現
で
は
「
真
に
自
己
に
死
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る 

― 

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
述
に
あ
た
っ
て
、
大
拙
か
ら
多
く
の

示
唆
を
得
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
書
き
記
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
一
九
四
五
年
に
執
筆
さ
れ
た
西
田
の
最
後
の
論
文
で
あ
る
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
な
か
で
は
、
西
田
は
、
大

拙
の
名
前
を
挙
げ
な
が
ら
、
大
拙
の
思
想
へ
の
具
体
的
な
言
及
を
何
回
と
な
く
行
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
を
執
筆
中
に
西
田
は
大
拙
と

何
回
と
な
く
議
論
を
交
わ
す
機
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
を
大
拙
は
「
西
田
君
の
思
ひ
出
二
つ
三
つ
」
と
題
さ
れ
た
追
憶
の
文

章
（
西
田
没
後
の
一
九
四
六
年
に
『
知
と
行
』
と
い
う
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
）
の
な
か
で
、「
西
田
の
『
宗
教
的
世
界
観
』
を
読
ん
で

見
る
と
、
特
に
最
後
の
方
に
は
、
自
分
等
の
平
生
話
し
合
つ
て
居
た
こ
と
に
言
及
し
て
居
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」（
二
八
・
四
一
八
）
と

い
う
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
議
論
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
議
論
を
き
っ
か
け
に
考
え
た
こ
と
が
、「
場
所
的
論
理
と

宗
教
的
世
界
観
」
の
論
文
の
な
か
に
は
数
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
絶
対
者
を
め
ぐ
っ
て
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
真
の
絶
対
者
と
は
、
…
…
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
否
定
を
包

む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
も
の
、
般
若
即
非
の
論
理
的
に
、
絶
対
否
定
に

よ
つ
て
、
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
・
三
三
三
）。
従
来
か
ら
も
西
田
は
、
絶
対
者
が
絶
対
の
否
定

を
通
し
て
自
ら
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
絶
対
の
否
定
を
通
し
て
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
お

り
、
そ
の
こ
と
自
体
は
新
し
い
考
え
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
動
的
な
媒
介
の
あ
り
様
が
大
拙
の
問
題
意
識
に
近
づ
け
て
、「
般

若
即
非
の
論
理
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
引
く
。

さ
ら
に
こ
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
と
い
う
論
文
を
執
筆
中
に
書
い
た
大
拙
宛
の
書
簡
の
な
か
で
は
、
西
田
は
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。「
大
体
従
来
の
対
象
論
理
の
見
方
で
は
宗
教
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
ら
れ
ず
。
私
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
即
ち

即
非
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
明
に
し
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。
私
は
即
非
の
般
若
的
立
場
か
ら
人に
ん

と
い
ふ
も
の
即

ち
人
格
を
出
し
た
い
と
お
も
ふ
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
現
実
の
歴
史
的
世
界
と
結
合
し
た
い
と
思
ふ
の
で
す
」（
一
九
・
三
九
九
）。

こ
こ
で
は
「
私
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
即
ち
即
非
の
論
理
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
立
場
と
大
拙
の
言
う
「
即
非
の
論

理
」
が
明
ら
か
に
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
「
即
非
の
般
若
的
立
場
」
か
ら
「
人
と
い
ふ
も
の
即
ち
人
格
を
出
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
と
の
関
わ
り
で
注
目
し
た
い
の
は
、

西
田
が
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
論
文
に
お
い
て
、
や
は
り
大
拙
の
立
場
を
端
的
に
示
す
「
無
分
別
の
分
別
」
と
い
う
概

念
に
触
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
宗
教
的
回
心
と
か
、
解
脱
と
か
云
つ
て
も
、
…
…
意
識

的
自
己
を
離
れ
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
、
況
し
て
無
意
識
的
と
な
る
な
ど
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
益
々
明
瞭
に
意
識
的
と

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
寧
ろ
叡
智
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
処
ま
で
も
我
々
の
判
断
的
意
識
的
自
己
即
ち
分

別
的
自
己
を
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
大
拙
は
之
を
無
分
別
の
分
別
と
云
ふ
」（
一
〇
・
三
三
二
―
三
三
三
）。
先
の
大
拙
宛
書
簡
の

「
人
格｣

と
い
う
表
現
は
、
こ
の
い
っ
そ
う
「
明
瞭
に
意
識
的
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
「
叡
智
的
」
と
な
る
と
い
う
こ
と

と
深
く
関
わ
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
実
現
さ
れ
る
も
の
を
西
田
は
大
拙
に
倣
っ
て
「
無
分
別
の
分
別
」
と
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
西
田
は
こ
の
叡
智
的
な
自
己
、
な
い
し
そ
こ
に
実
現
さ
れ
る
「
無
分
別
の
分
別
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
「
現
実
の
歴
史
的
世

界
」
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
三
七
年
、
廬
溝
橋
事
件
と
と
も
に
日
本
は
戦
争
に
向
か
っ
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
で
い
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
、
西
田
は

文
部
省
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
主
催
の
哲
学
公
開
講
演
会
に
お
い
て
「
学
問
的
方
法
」
と
い
う
演
題
で
講
演
を

行
い
、
そ
の
翌
年
、
京
大
で
「
日
本
文
化
の
問
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
連
続
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
岩
波
新
書

の
一
冊
と
し
て
『
日
本
文
化
の
問
題
』（
一
九
四
〇
年
）
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
こ
で
く
り
返
し
日
本
の
文
化
や
東
洋
の
文
化
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
講
演
「
学
問
的
方
法
」
で
は
そ
の
冒
頭
で
、「
我
々
は
…
…
何
処
ま
で
も
世
界
文
化
を
吸
収
し
て
発
展
し

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
我
々
は
い
つ
ま
で
も
唯
、
西
洋
文
化
を
吸
収
し
消
化
す
る
の
で
な
く
、
何
千
年
来
我
々
を
孚
み
来
つ

た
東
洋
文
化
を
背
景
と
し
て
新
し
い
世
界
的
文
化
を
創
造
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
九
・
八
七
）
と
述
べ
て
い
る
。『
日
本
文
化
の
問

題
』
の
な
か
で
も
「
日
本
文
化
」、
あ
る
い
は
「
日
本
精
神
」
の
問
題
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
時
代
が
そ
の
向
か
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う
方
向
を
大
き
く
変
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
田
は
決
し
て
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら

「
日
本
文
化
」
や
「
日
本
精
神
」
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
。
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
誇
張
す
る
「
日
本
精
神
」
主
義
者
に
対
し

て
、
西
田
は
そ
の
よ
う
な
態
度
が
排
外
主
義
に
結
び
つ
く
こ
と
を
は
っ
き
り
と
警
告
し
て
い
る
。

西
田
が
、
他
を
排
し
、
日
本
精
神
の
唯
一
性
を
宣
揚
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
対
し
て
明
確
な
反
対
を
表
明
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

歴
史
認
識
な
い
し
現
実
認
識
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
講
演
「
学
問
的
方
法
」
に
お
い
て
西
田
は
、「
今
の
日
本
は
も
は

や
世
界
歴
史
の
舞
台
か
ら
孤
立
し
た
日
本
で
は
な
い
。
我
々
は
世
界
歴
史
の
舞
台
に
立
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
現
在
は
世
界
歴

史
的
現
在
で
あ
る
の
で
あ
る
」（
九
・
八
八
）
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
他
の
国
家
と
の
密
接
な
関
わ
り
の
な
か
で
の
み
存
在
し

う
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
京
都
大
学
で
の
講
演
で
は
、「
今
日
で
は
世
界
が
具
体
的
と
な
つ
た
。
抽
象
的
概
念
的
で
な
く
世

界
が
レ
ア
ー
ル
に
な
つ
た
」（
一
三
・
一
二
）
と
い
う
よ
う
に
「
レ
ア
ー
ル
（real

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、「
世
界
」
が
、
そ
し

て
さ
ら
に
言
え
ば
「
世
界
歴
史
」
と
い
う
「
舞
台
」
が
現
実
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
自
ら
の
特
殊
性
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
に
向
か
っ

て
自
己
を
開
き
、
世
界
の
文
化
の
発
展
に
対
し
て
寄
与
を
行
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
が
西
田
の
確
信
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
西
田

は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
日
本
は
世
界
に
於
て
、
只
特
殊
性
・
日
本
的
な
も
の
の
尊
重
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
そ
こ
に
は

真
の
文
化
は
な
い
。
…
…
つ
ま
り
自
家
用
の
文
化
で
は
い
け
な
い
。
自
ら
世
界
的
な
文
化
を
造
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
が
最
も
緊
要

な
事
と
思
ふ
」（
一
三
・
一
二
）。

日
本
の
精
神
や
文
化
を
単
な
る
伝
統
の
な
か
に
閉
じ
込
め
る
の
で
は
な
く
、「
生
き
て
働
く
精
神
」（
九
・
九
三
）
と
す
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
こ
に
「
新
し
い
世
界
的
文
化
を
創
造
し
て
行
」
く
こ
と
が
西
田
の
目
ざ
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
創
造
を
支

え
る
も
の
と
し
て
西
田
は
、「
即
非
の
般
若
的
立
場
」
か
ら
出
さ
れ
て
く
る
「
人
と
い
ふ
も
の
即
ち
人
格
」
を
考
え
て
い
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
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一
八

五
　
二
人
の
思
索
の
現
代
的
意
義

こ
の
よ
う
に
西
田
と
大
拙
の
二
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
道
を
歩
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
に
深
い
影
響
を
与
え
あ
っ
た
の

は
、
二
人
が
と
も
に
東
洋
の
思
想
と
西
洋
の
思
想
、
あ
る
い
は
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
が
触
れ
あ
う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
そ
の

触
れ
あ
い
が
作
り
だ
す
渦
の
な
か
に
身
を
置
い
て
思
索
し
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
人
は
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
論
理
を
構
築
し
、
世
界
の
哲
学
や
思
想
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を
願
っ
た
。
大
拙
は
、
先
に
見
た
た
よ
う

に
、
東
洋
の
思
想
、
と
く
に
禅
が
論
理
的
な
基
盤
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
枠
を
超
え
で
て
、
世
界
の
な
か
で
大
き
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
が
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

西
田
は
、
同
時
代
の
西
洋
の
哲
学
の
議
論
の
た
だ
中
に
身
を
投
じ
、
そ
れ
と
正
面
か
ら
向
き
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
西
田
哲

学
」
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
っ
た
が
、
し
か
し
同
時
に 

―
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
序
」
の
「
東
洋
文
化
の
根
柢
に
は
、
形

な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
と
云
つ
た
様
な
も
の
が
潜
ん
で
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
我
々
の
心
は
此
の
如
き

も
の
を
求
め
て
已
ま
な
い
、
私
は
か
ゝ
る
要
求
に
哲
学
的
根
拠
を
与
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
」（
三
・
二
五
五
）
と
い
う
言
葉

が
示
す
よ
う
に 

― 

自
ら
の
立
つ
思
想
的
な
基
盤
を
強
く
意
識
し
て
も
い
た
。
そ
れ
を
「
論
理
的
に
作
り
上
げ
る
」
こ
と
、
そ
の
こ
と

を
通
し
て
そ
れ
に
「
世
界
的
発
展
の
力
」
を
付
与
す
る
こ
と
を
、
自
ら
の
思
索
の
課
題
と
し
て
意
識
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
理
解
を
踏
ま
え
て
、『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
な
か
で
西
田
は
自
ら
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
西
洋
的

な
思
惟
は
、
目
の
前
に
あ
る
客
観
的
な
事
物
に
注
目
し
、
そ
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
、
体
系
化
し
、
学
問
と
し
て
展
開
し
て
き
た
点
に

特
徴
を
も
つ
。
そ
れ
を
評
価
す
る
一
方
で
、
西
田
は
同
時
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
真
に
具
体
的
な
歴
史
的
実
在
の
世
界
は
、

我
々
の
自
己
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
学
問
的
精
神
と
云
ふ
も
の
が
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
に
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
か
ゝ
る
世
界
を
把
握
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
・
五
五
）。
世
界
を
自
己
と
は
関
わ
り
の



西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙 

― 

生
誕
一
五
〇
年
を
記
念
し
て

一
九

な
い
客
観
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
自
己
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
」
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
な
か
で

の
自
己
と
事
物
と
の
、
あ
る
い
は
自
己
と
世
界
と
の
連
関
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
を
西
田
は
自
ら
の
課
題
と
し
た
。

大
拙
の
、
禅
が
論
理
的
な
基
盤
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
期
待
に
せ
よ
、
西
田

の
、
東
洋
の
伝
統
的
な
思
惟
を
「
論
理
的
に
作
り
上
げ
」、
そ
れ
に
「
世
界
的
発
展
の
力
」
を
付
与
す
る
と
い
う
課
題
、
そ
し
て
そ
の

こ
と
を
通
し
て
世
界
の
文
化
の
発
展
に
寄
与
を
す
る
と
い
う
課
題
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
な
お
期
待
の
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
課
題
の
ま
ま

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
期
待
と
し
て
、
あ

る
い
は
課
題
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
な
る
課
題
で
あ
る
か
を
、
大
拙
や
西
田
の
思
索
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
改
め
て
考
え
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
課
題
を
い
か
に
し
て
果
た
し
う
る
か
を
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
生
誕
一
五
〇
年
の
現
在
に
お
い
て
西
田
の
、
そ

し
て
大
拙
の
思
想
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も
つ
意
味
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

注

 

（
1
）　
西
田
の
著
作
に
関
し
て
は
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
―
二
〇
〇
九
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
文
の
あ
と
の
数
字
は
巻
数
と
頁

数
と
を
表
す
。

 

（
2
）　
西
村
惠
信
編
『
西
田
幾
多
郎
宛
鈴
木
大
拙
書
簡
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
九
一
―
九
二
頁
。

 

（
3
）　『
西
田
幾
多
郎
宛
鈴
木
大
拙
書
簡
』
九
五
頁
。

 

（
4
）　『
高
坂
正
顕
著
作
集
』（
理
想
社
、
一
九
六
四
―
一
九
七
〇
年
）
第
八
巻
六
一
頁
。

 

（
5
）　
両
者
の
「
純
粋
経
験
」
に
関
す
る
理
解
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
第
二
講

二
「
純
粋
経
験
」
３
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
純
粋
経
験
と
西
田
の
純
粋
経
験
」
な
ど
を
参
照
。

 

（
6
）　
鈴
木
大
拙
の
著
作
に
関
し
て
は
、『
鈴
木
大
拙
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
―
一
九
七
一
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
文
の
あ
と
の
数
字
は
巻
数
と

頁
数
と
を
表
す
。
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二
〇

 
（
7
）　「
金
剛
経
の
禅
」
は
大
拙
が
昭
和
一
九
四
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
五
回
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
講
演
で
あ
り
、
一
九
四
四
年
に
大
東
出
版
社
か
ら
出
版

さ
れ
た
『
日
本
的
霊
性
』
に
第
五
篇
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
戦
後
こ
の
『
日
本
的
霊
性
』
が
再
刊
さ
れ
た
際
に
は
、
こ
の
第
五
編
は
そ
こ
か
ら
除

か
れ
た
。
一
九
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
鈴
木
大
拙
禅
選
集
』（
春
秋
社
）
第
四
巻
『
金
剛
経
の
禅
・
禅
へ
の
道
』
で
は
他
の
論
考
と
ま
と
め
て
『
金
剛
経

の
禅
』
に
収
録
さ
れ
た
。

 

（
8
）　
秋
月
龍
珉
『
鈴
木
禅
学
と
西
田
哲
学
』（
春
秋
社
、
一
九
七
一
年
）
六
九
―
七
三
頁
参
照
。
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都
大
学
名
誉
教
授
／
日
本
哲
学
史
）
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Nishida Kitarō and Suzuki Daisetsu were born in 1870 in Ishikawa prefecture. 
They had a close relationship and substantial influences on each other until 
their death. Daisetsu emphasized in his early writings that Zen was essentially 
different from philosophy or logic, but he paid in his late works his attention to 
the relationship between Zen and logic under the influence of Nishida’s philoso-
phy. He advanced consequently what is called the ‘logic of Soku-hi (logic of is/
not)’. He expected that Zen would play a much more prominent role in the 
world by providing a philosophical foundation to it.

Nishida threw himself by contrast into the philosophical disputations in the 
West and tackled them with energy, but he tried to comprehend the true consti-
tution of the actual world, on the other hand, by logically polishing the tradition-
al thought in the East also by getting a clue from Daisetsu’s ‘logic of Soku-hi’.

This expectation of Daisetsu and the challenge of Nishida are not completed. 
They still remain for us today an expectation and a challenge. We can say that it 
is our assignment that Daisetsu and Nishida gave us to consider what they 
mean in our time and how we can perform them.
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