
一

生

涯

久
松
真
一
（
抱
石
）
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
岐
阜
市
外
長
良
の
農
家
に

生
ま
れ
た
。
両
親
も
祖
父
母
も
浄
土
真
宗
の
信
仰
が
篤
く
、
彼
も
幼
少
よ
り
宗
教

家
に
な
り
た
い
と
思
い
、
旧
制
岐
阜
中
学
に
入
学
し
た
時
は
京
都
西
本
願
寺
の
仏

教
大
学
（
現
在
の
龍
谷
大
学
）
に
進
学
し
て
僧
侶
に
な
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
近
代
科
学
や
近
代
思
想
を
学
ぶ
に
つ
れ
て
こ
れ
ま
で
の
信
仰
と
の
矛
盾

に
苦
し
む
よ
う
に
な
り
、
中
学
四
年
の
頃
に
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
で
全
く
何
も
手
が

つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
、
遂
に
宗
教
と
訣
別
し
、
理
性
に
基
づ
く
人
間
探

求
を
志
し
て
哲
学
を
学
ぼ
う
と
決
心
す
る
。
そ
し
て
、
中
学
卒
業
に
際
し
て
哲
学

を
す
る
に
は
ど
の
大
学
が
よ
い
か
校
長
で
あ
っ
た
林

釟
藏
に
相
談
し
た
と
こ

ろ
、
京
都
大
学
へ
の
入
学
を
奨
め
ら
れ
、
新
進
気
鋭
の
哲
学
者
と
し
て
西
田
幾
多

郎
の
名
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

久
松
は
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
一
九
歳
で
三
高
に
入
学
、
在
学
中
に
初
版

さ
れ
た
西
田
の
『
善
の
研
究
』
を
耽
読
、
こ
の
書
の
「
純
粋
経
験
」
は
ま
だ
よ
く

理
解
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
理
性
に
よ
っ
て
崩
壊
さ
せ
ら
れ
た
宗
教
と
は
違
っ

た
、
理
性
に
も
納
得
で
き
る
宗
教
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
再
び
宗
教
へ
の
関
心
が

久
松
真
一
と
茶
道

和

田

修

二

〔
抄

録
〕

近
代
日
本
の
教
育
学
は
、
専
ら
西
洋
の
教
育
学
の
輸
入
と
応
用
と
し
て
研

究
教
育
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
末
に
い
た
っ
て
世
界
は
非
西

欧
諸
国
の
勃
興
と
西
洋
中
心
の
文
化
的
普
遍
主
義
の
退
潮
が
起
こ
り
、
国
際

化
に
伴
っ
て
文
化
的
多
元
主
義
と
共
生
の
指
向
が
諸
国
民
の
共
通
の
課
題
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
別
け
て
も
非
西
欧
諸
国
に
お
い
て

は
、
世
界
歴
史
的
に
見
た
自
国
の
文
化
的
伝
統
の
意
識
化
が
教
育
の
基
礎
的

な
課
題
と
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
本
論
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
歴
史
的
に

日
本
文
化
と
深
い
関
係
に
あ
る
仏
教
に
注
目
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
仏
教
的

伝
統
と
の
か
か
わ
り
で
日
本
の
近
代
教
育
と
教
育
学
を
批
判
的
に
再
考
し
、

再
構
築
す
る
た
め
に
、
ま
ず
近
代
日
本
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
仏
教
者
の
教
育

観
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
一
部
と
し
て
、
久
松
真
一
を
と
り
あ
げ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

東
洋
的
無
、
禅
仏
教
、
佗
茶
道
、
心
茶
会

教
育
学
部
論
集

第
十
三
号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）
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よ
み
が
え
る
。
そ
し
て
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲

学
科
に
入
学
、
翌
年
西
田
の
宗
教
学
概
論
の
講
義
を
聴
講
し
て
深
い
感
銘
を
受
け

た
。
当
時
西
田
は
四
三
歳
、「
頭
は
丸
刈
で
額
は
高
く
は
げ
あ
が
り
、
鋭
い
眼
光

が
度
の
強
い
眼
鏡
の
奥
に
�
々
と
輝
き
、
鼻
太
く
耳
立
ち
、
口
は
一
文
字
に
し
ま

り
、
常
に
無
精
ひ
げ
を
生
や
し
、
痩
躯
に
色
褪
せ
た
紋
付
の
羽
織
を
か
け
、
杖
を

つ
い
て
コ
ツ
コ
ツ
と
靴
穿
き
で
考
え
な
が
ら
歩
く
姿
は
、
ま
さ
に
仙
人
か
羅
漢
」

で
あ
っ
た
。
西
田
が
京
大
で
宗
教
学
を
講
じ
た
の
は
こ
の
一
回
だ
け
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
出
会
い
は
久
松
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
義
が
彼

の
中
に
「
多
年
に
わ
た
っ
て
混
沌
と
、
し
か
も
粘
り
強
く
潜
在
し
て
い
た
内
面
的

な
要
求
」
を
「
や
や
は
っ
き
り
と
目
鼻
の
つ
い
た
塑
像
に
彫
り
上
げ
て
」
く
れ
、

彼
に
「
宗
教
の
目
を
哲
学
的
に
開
い
て
」
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
学
卒
業
を
目
前
に
し
て
、
久
松
は
哲
学
が
は
た
し
て
自
分
の
求
め

る
人
生
上
の
問
題
の
真
の
解
決
に
な
る
か
反
省
懐
疑
さ
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
た

問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
い
か
に
深
遠
な
哲
学
的
認
識
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
一
般
的
対
象
的
認
識
で
あ
る
限
り
、
個
別
的
主
体
的
な
問
題
の
解

決
に
は
無
力
で
あ
っ
て
、
結
局
自
分
自
身
の
存
在
を
主
体
的
根
本
的
に
変
革
す
る

他
な
い
と
思
い
つ
め
る
よ
う
に
な
り
、
大
学
卒
業
に
も
全
く
無
関
心
と
な
っ
て
下

宿
に
引
き
こ
も
り
、
遂
に
周
囲
か
ら
精
神
の
異
常
を
噂
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
彼
は
、
理
性
に
絶
望
し
な
が
ら
さ
り
と
て
理
性
の
批
判
に
耐
え
ぬ
宗

教
に
後
戻
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
の
脱
出
を
禅
に
求
め
、
大
正

四
年
（
一
九
一
五
）
六
月
、
宇
治
黄
檗
に
行
く
決
意
を
固
め
て
深
夜
下
宿
を
出
立

し
、
途
中
西
田
を
訪
ね
て
そ
の
意
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
西
田
か
ら
性
急
な
行
動
を

戒
め
ら
れ
、
ま
ず
禅
籍
を
読
ん
で
徐
々
に
禅
修
行
の
準
備
を
す
る
よ
う
す
す
め
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
年
の
一
一
月
、
西
田
は
久
松
を
妙
心
寺
専
門
道
場
の
師
家
で
あ
っ
た
池
上

湘
山
に
紹
介
し
、
久
松
は
湘
山
の
提
唱
を
聴
講
す
る
。
湘
山
は
独
眼
で
猫
背
の
風

采
の
頗
る
揚
が
ら
な
い
人
で
あ
っ
た
が
、
久
松
の
初
印
象
は
「
刃
の
こ
ぼ
れ
て
し

ま
っ
た
大
鉞
の
よ
う
で
」「
一
塊
の
鉛
の
如
く
座
蒲
団
に
食
い
入
っ
て
動
か
し
難

い
ど
っ
し
り
と
し
た
落
ち
つ
き
と
、
何
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ぬ
屈
託
な
き
洒
脱

さ
、
安
ら
か
さ
、
無
心
さ
、
人
為
的
な
学
知
や
有
為
善
の
す
り
切
れ
た
素
朴
さ
、

犯
し
難
い
威
厳
の
内
か
ら
溢
れ
出
る
温
か
い
親
し
さ
と
、
錆
び
た
黄
金
の
よ
う
な

艶
消
し
の
美
し
さ
と
い
っ
た
よ
う
な
、
言
い
つ
く
し
難
い
複
雑
な
深
い
味
の
も

の
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
心
に
描
い
て
い
た
真
人
の
イ
デ
ア
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
彼
は
こ
の
イ
デ
ア
が
湘
山
に
お
い
て
具
体
的
に
実
存
し
て
い
る
こ
と
を

ま
の
あ
た
り
に
見
て
、
彼
自
身
も
「
湘
山
の
真
面
目
を
彼
自
身
の
自
己
に
覚
証
」

し
た
い
と
切
願
し
た
の
で
あ
っ
た
。
同
年
一
二
月
、
久
松
は
禅
堂
内
に
坐
る
こ
と

を
許
さ
れ
、
一
年
中
で
最
も
峻
烈
な
臘
八
大
接
心
に
参
加
す
る
が
、
そ
の
時
の
湘

山
は
平
時
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
「
近
づ
き
難
い
孤
危
峭
峻
な
る
千
仭
の
断
崖
絶

壁
」
と
化
し
、
久
松
は
「
そ
の
際
立
っ
た
徹
底
的
な
応
変
」
に
驚
く
。
禅
堂
内
の

生
活
は
初
め
て
で
あ
り
、
座
禅
し
て
も
辛
う
じ
て
座
相
を
保
つ
こ
と
が
や
っ
と
で

あ
っ
た
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
と
き
の
心
身
の
苦
痛
は
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
苛
烈
な
も
の
で
あ
り
、
肝
心
の
工
夫
も
そ
れ
に
気
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た

が
、
刻
々
と
迫
り
来
る
独
参
の
度
に
、
湘
山
は
ま
す
ま
す
鉄
壁
と
な
り
、
そ
の
独

眼
の
睨
み
は
殺
人
光
線
と
な
っ
て
、
彼
は
遂
に
三
日
目
に
は
心
身
と
も
に
完
全
に

行
き
詰
ま
り
、
彼
自
身
が
「
黒
漫
漫
の
一
大
疑
団
」
と
化
す
絶
体
絶
命
の
窮
地
に

追
い
こ
ま
れ
た
。
疑
団
と
は
、
久
松
に
よ
れ
ば
「
疑
わ
れ
る
も
の
と
疑
う
も
の
が

久
松
真
一
と
茶
道
（
和
田
修
二
）
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一
つ
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
全
体
的
に
彼
自
身
で
あ
る
よ
う
な
も
の
」
の
こ

と
で
、
百
尺
竿
頭
に
登
っ
て
進
退
極
ま
っ
た
状
態
を
い
う
が
、
彼
は
そ
の
時
忽
然

と
し
て
こ
の
疑
団
が
内
か
ら
瓦
解
氷
解
し
て
、
湘
山
も
湘
山
と
彼
の
間
の
隔
て
も

無
く
な
り
、
は
じ
め
て
「
無
相
に
し
て
自
在
な
真
の
自
己
を
覚
証
す
る
」
と
同
時

に
、「
歴
代
の
祖
師
と
手
を
把
っ
て
共
に
行
き
眉
毛
厮
結
ん
で
同
一
眼
に
見
、
同

一
耳
に
聞
く
」
と
い
う
無
門
の
話
の
偽
ら
ざ
る
を
知
っ
た
と
書
き
残
し
て
い
る
。

久
松
二
六
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。

久
松
は
そ
の
後
、
妙
心
寺
塔
中
春
光
院
に
移
居
し
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

臨
済
宗
大
学
（
現
花
園
大
学
）
の
教
授
と
な
っ
て
宗
教
哲
学
を
講
じ
、
更
に
龍
谷

大
学
教
授
を
経
て
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
京
都
帝
国
大
学
講
師
、
同
一
二
年

助
教
授
と
な
っ
て
仏
教
学
を
講
ず
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
間
に
昭
和
一
三

年
に
京
都
大
学
学
生
坐
禅
会
「
真
人
会
」
を
結
成
、
日
米
開
戦
を
間
近
に
控
え
た

同
一
六
年
に
「
京
大
心
茶
会
」、
同
一
九
年
に
「
京
都
大
学
学
道
道
場
」
を
創
立

し
て
、
戦
時
下
の
学
生
の
自
主
的
な
求
道
活
動
を
指
導
し
た
。

昭
和
二
〇
年
、
西
田
幾
多
郎
が
歿
し
、
第
二
次
大
戦
が
終
っ
た
。
久
松
は
翌
二

一
年
京
都
大
学
教
授
と
な
り
、
二
四
年
に
京
都
大
学
を
停
年
退
官
す
る
が
、
引
き

続
い
て
花
園
大
学
、
京
都
市
立
美
術
大
学
で
宗
教
学
を
教
え
る
と
共
に
、
京
大
心

茶
会
と
京
都
大
学
学
道
道
場
を
学
生
だ
け
で
な
く
社
会
に
開
か
れ
た
組
織
と
し
て

「
心
茶
会
」「
学
道
道
場
」
に
改
め
、
禅
と
茶
道
を
ポ
ス
ト
近
代
を
視
野
に
入
れ
た

国
際
社
会
に
通
用
す
る
日
本
文
化
と
し
て
自
覚
し
発
信
す
る
活
動
を
続
け
た
。
そ

し
て
、
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
神
学
部
客
員
教
授
に
招
聘

さ
れ
た
の
を
機
に
、
欧
州
諸
国
と
中
東
、
イ
ン
ド
を
歴
訪
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ユ
ン
ク
等
世
界
の
碩
学
と
対
話
を
行
っ
て
、
東
洋
文
化
と
西
洋
文

化
の
出
会
い
を
試
み
、
内
外
の
識
者
に
広
汎
で
多
大
な
感
銘
を
与
え
た
の
で
あ
っ

た
。
最
晩
年
の
久
松
は
郷
里
長
良
に
移
っ
て
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
九
一
歳

で
入
寂
し
た
が
、
そ
の
遺
詠
は

め
ざ

ゆ

げ

形
な
き
自
己
に
覚
め
て
不
死
で
死
し
不
生
で
生
ま
れ
三
界
を
遊
戯

今
更
に
死
す
と
や
誰
か
い
ふ
や
ら
む
も
と
不
生
な
る
我
と
知
ら
ず
や

末
期
の
書
が
「
葬
儀
不
行

弔
問
辞
退
」「
寂
滅
為
楽
」「
末
期
一
句

殺
仏
殺

神
」
で
あ
っ
た
。

久
松
は
後
年
自
分
の
学
究
生
活
を
ふ
り
返
っ
て
、
自
分
は
世
の
常
の
学
者
の
よ

う
に
学
究
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
、「
自
分
の
生
涯
を

通
し
て
第
一
の
関
心
事
で
あ
っ
た
の
は
、
学
究
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
絶
対
真
実

を
生
き
る
こ
と
、
即
ち
宗
教
的
な
生
活
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
た
め

彼
は
、
古
い
中
世
的
な
信
仰
の
宗
教
か
ら
近
代
的
な
理
性
の
哲
学
に
脱
皮
し
、
更

に
対
象
知
的
な
理
性
哲
学
の
限
界
を
突
破
し
て
無
礙
自
在
の
真
実
の
自
己
に
覚

め
、
以
来
、
こ
の
真
実
の
自
己
を
主
体
知
的
に
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
あ

ら
ゆ
る
面
に
自
己
表
現
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
覚
の
宗
教
」
と
「
覚
の
哲
学
」

を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
哲
学
者
の
下
村
寅
太
郎
は
、
後
に
春
光

院
時
代
の
久
松
を
回
想
し
て
、「
久
松
さ
ん
の
生
活
は
妙
心
寺
山
内
の
誰
よ
り
も

清
浄
な
生
活
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
言
い
、
久
松
が
い
つ
も
端
正
で
、
不
意
に
訪
れ

て
も
彼
の
住
ま
い
が
一
塵
も
止
め
ず
清
掃
整
頓
さ
れ
て
お
り
、
誰
に
で
も
茶
菓
の

用
意
と
作
法
通
り
の
点
茶
の
も
て
な
し
が
あ
っ
た
こ
と
、
彼
の
生
活
が
簡
素
で
は

あ
っ
た
が
決
し
て
寒
痩
で
は
な
く
豊
潤
で
あ
り
、
彼
の
学
業
も
修
道
も
峻
厳
で
あ

っ
た
が
常
に
風
流
の
気
分
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
優
美
と
も
見
え
る
挙
措
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の
裡
に
は
常
に
簡
潔
な
打
て
ば
金
鉄
の
響
き
を
発
す
る
も
の
、
鍛
錬
さ
れ
た
筋
骨

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
強
い
機
鋒
と
し
て
閃
光
を
発
し
た
と
述
べ
、「
禅
に
つ
い
て

は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
私
に
は
、
禅
者
と
し
て
の
久
松
さ
ん
の
こ
と
を
語
る
資

格
は
な
い
。
し
か
し
外
形
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
久
松
さ
ん
の
禅
に
満
幅
の
信
頼

と
魅
力
を
持
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
思
い
は
久
松
と

出
会
っ
た
全
て
の
人
々
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

二

絶
対
主
体
道

言
う
ま
で
も
な
く
、
若
き
日
に
宗
教
的
関
心
を
持
ち
、
哲
学
的
思
想
的
遍
歴
を

経
て
き
び
し
い
修
行
の
末
に
無
相
の
自
己
に
覚
め
る
と
い
う
経
歴
は
、
仏
教
者
、

わ
け
て
も
禅
門
の
人
々
に
と
っ
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
久
松
の
よ

う
に
こ
の
禅
的
な
覚
り
を
そ
の
後
の
日
常
生
活
の
中
で
実
践
し
、
西
谷
啓
治
の
表

現
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
驚
嘆
す
べ
き
徹
底
性
一
貫
性
を
も
っ
て
清
冽
に
生
き
た

「
一
隅
に
照
る
」
生
涯
を
通
じ
て
、
仏
教
と
日
本
文
化
の
創
造
的
発
展
に
関
心
を

持
つ
人
々
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
人
は
稀
有
で
は
な
い
か
。

『
キ
リ
ス
ト
教
と
世
界
宗
教
』
の
な
か
で
、
シ
ュ
ワ
ィ
ツ
ァ
ー
は
世
界
的
な
宗

教
を
比
較
し
て
、
仏
教
を
世
界
と
自
己
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
説
く
こ
と
に
お

い
て
最
も
明
徹
で
首
尾
一
貫
し
た
世
界
人
生
否
定
の
世
界
観
人
間
観
で
あ
る
と
言

う
。
し
か
し
な
が
ら
「
世
界
の
本
質
に
つ
い
て
の
論
理
的
な
思
惟
は
倫
理
的
な
も

の
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」「
宗
教
は
世
界
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
が
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
欲
す
る
も
の
に
対
し
て
も

答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
に
対
し
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
究
極
の

標
準
は
、
そ
れ
が
真
に
ま
た
生
き
生
き
と
し
た
仕
方
で
倫
理
的
で
あ
る
か
な
い
か

で
あ
る
。
こ
の
決
定
的
試
験
に
お
い
て
東
洋
の
論
理
的
諸
宗
教
は
落
第
で
あ
る
」

と
断
じ
た
。
残
念
な
が
ら
わ
が
国
の
仏
教
界
に
は
、
シ
ュ
ワ
ィ
ツ
ァ
ー
の
批
判
が

当
る
現
実
が
こ
れ
ま
で
に
も
現
在
も
み
ら
れ
る
が
、
久
松
の
努
力
は
戦
前
も
戦
後

も
一
貫
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
無
が
現
実
に
有
る
も
の
か
ら
出
発
す
る
西
洋
的
な

思
惟
に
お
け
る
有
無
の
無
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
有
無
を
絶
し
た
絶
対
の
無
で

あ
る
こ
と
、
仏
教
の
本
質
は
か
か
る
絶
対
の
無
を
人
間
の
本
性
と
し
て
自
覚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
く
な
る
が
故
に
こ
そ
現
実
に

自
在
に
作
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
創
造
的
主

体
的
な
無
が
「
東
洋
的
に
形
而
上
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
東
洋
的
無
の
意
義

を
内
外
に
向
か
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
文
化
的
使
命
で
あ
る
こ

と
を
確
信
し
、
実
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

彼
は
ま
ず
仏
教
の
最
も
徹
底
し
た
形
を
禅
に
み
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
禅
は
古
来

「
不
立
文
字
教
化
別
伝
」
と
い
う
よ
う
に
、
既
成
の
仏
教
経
典
の
所
説
を
ド
グ
マ

的
に
信
じ
て
そ
れ
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
既
成
教
典
成
立
の
根
源
で
あ
る
妙

心
に
還
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
者
的
な
神
や
仏
を
信
じ
た
り
対
象

的
に
体
験
し
た
り
す
る
よ
う
なth

eistic
religion

で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
を
空

し
く
し
て
神
仏
や
自
然
に
合
一
し
よ
う
と
す
るm

ystical
religion

で
も
な

い
。「
直
指
人
心
見
性
成
仏
」
と
い
う
よ
う
に
人
間
世
界
の
在
り
方
を
単
に
対
象

的
に
で
は
な
く
主
体
的
に
疑
っ
て
絶
対
の
限
界
境
位
に
達
し
、
そ
れ
を
突
破
し
て

人
間
の
真
の
あ
り
方
を
悟
る
こ
と
、
真
心
に
覚
め
た
人
間
と
し
て
再
び
現
実
に
は

た
ら
くh

u
m

an
istic

religion

で
あ
る
。
た
だ
禅
も
ま
た
、
や
や
も
す
れ
ば
こ

の
人
間
の
限
界
境
位
を
超
え
る
涅
槃
寂
静
に
安
住
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ

久
松
真
一
と
茶
道
（
和
田
修
二
）
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は
死
人
禅
で
あ
る
。
仏
教
的
生
活
の
究
極
は
、
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
悟
れ
ば
よ
い
の

で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
再
び
生
死
の
世
界
に
還
っ
て
衆
生
の
た
め
に
生
き
る
こ

と
、
即
ち
、
一
つ
に
は
人
々
を
悟
り
へ
と
誘
導
す
る
こ
と
と
、
い
ま
一
つ
に
は
現

実
の
世
界
に
新
し
き
意
味
を
与
え
、
真
実
の
世
界
を
形
成
す
る
た
め
に
働
く
こ
と

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
不
住
生
死
不
住
涅
槃
」の「
還
相
行
」、「
大
慈
悲
行
」
こ

そ
肝
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

彼
は
ま
た
、
一
般
に
宗
教
と
い
う
と
有
神
論
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
超
越

的
な
神
で
あ
っ
て
も
他
者
的
な
神
に
依
存
す
る
限
り
真
の
解
脱
と
は
い
え
な
い
。

自
己
が
甦
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
起
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
身
の
底
か
ら
甦
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
、「
今
日
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
他
者
的
な
神
の
な
い
宗
教ath

eistic
religion

で
あ
る
」「
仏
教
に

お
い
て
証
と
か
覚
と
か
般
若
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
単
な
る
自
律

を
超
え
た
自
律
の
自
覚
体
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
か
る
自
覚
体
の
ほ
か
に
仏
教
の

仏
は
な
い
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
有
神
論
的
な
「
信
の
宗
教
」
に
対
し
て
、
仏
教

を
む
し
ろ
無
神
論
的
な
「
覚
の
宗
教
」、
仏
教
的
生
活
を
「
絶
対
主
体
道
」
と
し

て
弁
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
戦
後
、
人
間
の
生
き
方
、
人
生
観
の
類
型
を
、
深
淵
に
は
ま
っ
た
人
の
比

喩
を
用
い
て
五
つ
に
分
類
し
て
論
じ
て
い
る
。
第
一
は
泳
ぎ
を
知
ら
ず
に
深
淵
に

入
り
、
波
間
に
浮
沈
し
な
が
ら
無
反
省
に
自
分
を
妄
信
し
て
遂
に
没
溺
す
る
者
で

あ
る
。
第
二
は
没
溺
の
兔
れ
難
き
を
知
っ
て
恐
怖
狼
狽
し
、
全
く
の
虚
脱
に
陥
る

者
、
第
三
は
己
れ
の
運
命
を
覚
悟
し
な
が
ら
、
な
お
も
不
安
の
中
に
能
う
限
り
の

力
を
つ
く
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
四
は
、
自
力
の
限
界
を
知

っ
て
絶
対
他
者
的
な
救
済
者
に
一
切
を
委
ね
て
、
死
の
絶
望
よ
り
救
わ
れ
、
常
に

そ
の
絶
対
他
力
に
助
け
ら
れ
つ
つ
安
ん
じ
て
波
浪
の
間
に
浮
沈
す
る
者
、
第
五
は

没
溺
絶
望
の
深
底
よ
り
縁
に
し
た
が
っ
て
頓
に
浮
か
び
出
て
自
ら
游
泳
の
用
を
生

じ
、
絶
対
自
力
的
に
、
心
や
身
体
や
波
浪
を
彼
の
用
の
不
可
欠
な
肯
定
契
機
と
し

て
独
脱
無
依
に
波
間
に
浮
沈
し
、
溺
れ
る
者
に
対
し
て
大
悲
の
波
を
起
こ
し
て
、

機
に
応
じ
て
自
ら
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
誘
導
す
る
者
で
あ
る
。
第
一
は
安
易

な
人
間
中
心
の
自
力
主
義
、
第
二
は
虚
無
主
義
、
第
三
は
実
存
主
義
の
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
四
は
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
す
る
他
力
主
義
の
宗
教
の

立
場
で
あ
り
、
第
五
は
批
判
的
自
力
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
禅
的
な
立
場
で
あ
る

が
、
彼
は
こ
れ
ら
の
五
つ
の
人
間
類
型
が
い
ず
れ
も
先
立
つ
類
型
の
批
判
と
し

て
、
第
五
の
も
の
ま
で
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
、
阿
部
正
雄

に
よ
れ
ば
、
時
代
や
民
族
の
相
違
を
越
え
た
人
間
そ
の
も
の
の
在
り
方
に
つ
い
て

の
久
松
の
批
判
的
解
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
わ
が
国
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
提
唱
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
実
存
主
義
、
田
辺
元
の
『
懺

悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
が
広
く
迎
え
ら
れ
て
い
た
思
想
界
に
対
す
る
久
松
の
批
判

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

現
代
批
判
と
Ｆ
Ａ
Ｓ
禅

こ
の
よ
う
に
久
松
の
思
索
と
言
論
活
動
の
顕
著
な
特
徴
は
、
当
初
よ
り
仏
教
が

厭
世
的
遁
世
的
で
あ
る
と
い
う
内
外
の
仏
教
に
対
す
る
非
難
も
し
く
は
誤
解
を
一

掃
し
て
、
世
界
歴
史
的
な
展
望
の
中
で
仏
教
わ
け
て
も
禅
の
積
極
的
な
現
代
的
意

義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
志
向
は
彼
が
昭
和
三
三
年
に
欧
米

旅
行
か
ら
帰
国
し
て
以
来
、
一
段
と
確
信
的
と
な
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
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彼
は
戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
三
年
に
、「
禅
よ
り
み
た
現
代
批
判
」
の
中
で
、

「
脚
下
照
顧
」
に
言
及
し
、
と
か
く
人
は
遠
い
と
こ
ろ
ば
か
り
み
て
近
い
と
こ
ろ

を
見
落
す
の
が
常
で
あ
る
が
、
人
間
自
体
と
い
う
も
の
を
批
判
的
に
見
る
と
こ
ろ

に
宗
教
へ
の
道
が
あ
る
。「
仏
教
の
原
理
は
素
朴
な
人
間
の
世
界
、
歴
史
の
世
界

の
成
立
の
原
理
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徹
底
的
な
批
判
、
否
定
の
原
理
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
の
絶
対
肯
定
、
絶
対
現
実
の
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
言
い
、
戦
後
の
わ
が
国
の
宗
教
界
で
、
宗
教
と
自
称
し
て
い
る
も
の
が

は
た
し
て
本
当
に
脚
下
照
顧
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
る
。
彼
は
新
憲

法
下
の
「
信
教
の
自
由
」
の
名
の
下
に
、
ど
う
い
う
宗
教
で
も
是
認
さ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
っ
た
安
易
な
考
え
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
宗
教
を
宗
教
の
本
質
か
ら

批
判
し
て
そ
れ
が
正
法
で
あ
る
か
邪
教
で
あ
る
か
を
見
分
け
、
正
法
を
顕
揚
し
邪

教
を
破
摧
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
宗
教
の
発
達
向
上
は
望
め
な
い
。「
信
教
の
自

由
」
は
互
い
に
馴
れ
合
い
や
妥
協
、
折
衷
に
流
れ
る
の
で
は
な
く
、
批
判
が
自
由

で
あ
る
こ
と
、
常
に
本
当
の
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
を
宣
揚
し
、
あ
る
い
は
ま

た
、
現
在
本
当
の
も
の
が
な
け
れ
ば
そ
れ
を
生
み
出
し
、
造
り
出
し
て
ゆ
く
と
い

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
こ
の
点
で
私
は
今
日
の
宗
教
界
全
体
の
動
き
に

対
し
て
不
満
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

彼
は
宗
教
の
自
己
批
判
と
並
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
宗
教
の
立
場
か
ら
現
実
界

を
批
判
し
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
言

い
、
本
当
の
宗
教
と
い
う
も
の
は
閉
じ
た
世
界
で
は
な
く
開
か
れ
た
世
界
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
的
な
智
は
個
人
的
な
生
活
を
批
判
し
指
導
す
る
だ
け
で
な

く
、「
社
会
な
り
国
家
な
り
世
界
な
り
三
界
を
照
ら
す
智
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
仏
教
は
世
界
の
中
に
働
き
出
て
、
そ
れ
を
本
当
の
宗
教
的
な
世
界
に
し
て
ゆ
く

願
心
と
批
判
力
と
現
実
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、
そ
の
批
判
に
際
し

て
禅
に
は
実
に
勝
れ
た
理
想
的
な
態
度
が
あ
る
。
そ
れ
が
何
も
の
に
も
着
せ
ざ
る

絶
対
無
着
の
態
度
、
禅
で
い
う
独
脱
無
依
の
「
直
心
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。彼

は
戦
後
日
本
の
特
徴
を
、
唯
心
論
の
反
動
と
し
て
の
唯
物
論
、
専
制
主
義
全

体
主
義
へ
の
反
動
と
し
て
の
民
主
主
義
の
無
批
判
的
な
受
容
是
認
で
あ
る
と
言

い
、
戦
前
戦
中
の
日
本
が
物
と
対
立
し
た
心
に
着
し
、
心
を
も
っ
て
割
り
切
れ
な

い
も
の
ま
で
も
割
り
切
ろ
う
と
す
る
無
理
を
敢
え
て
し
て
大
き
な
過
誤
を
犯
し
た

よ
う
に
、
物
に
着
す
る
唯
物
論
的
な
考
え
で
割
り
切
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
大
き
な

過
誤
を
犯
す
。「
今
日
は
唯
心
論
の
欠
陥
を
自
覚
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
唯
物
論

の
欠
陥
に
は
盲
目
的
な
時
代
で
あ
る
。
こ
の
唯
物
論
の
脚
下
照
顧
な
く
し
て
は
今

日
の
時
代
は
決
し
て
救
わ
れ
な
い
」「
現
代
の
唯
物
論
は
や
が
て
大
き
な
障
壁
に

衝
き
当
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

彼
は
ま
た
、
専
政
主
義
や
独
裁
主
義
、
全
体
主
義
は
「
一
と
か
全
と
か
い
う
も

の
が
先
に
あ
っ
て
そ
れ
を
絶
対
化
す
る
と
き
」
に
起
る
。
一
に
は
単
一
の
一
と
全

体
の
一
が
あ
る
が
、
専
政
主
義
や
独
裁
主
義
は
単
一
の
一
を
絶
対
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
社
会
主
義
は
社
会
と
い
う
全
体
の
一
を
絶
対
化
し
た
全
体

主
義
で
あ
る
。
全
体
的
一
は
多
に
内
在
す
る
一
で
あ
る
か
ら
純
粋
の
独
裁
主
義
で

は
な
い
が
、
一
が
先
で
あ
る
た
め
に
そ
の
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
危
険
を

避
け
る
た
め
に
は
、
一
は
常
に
脚
下
照
顧
し
て
多
を
閑
却
せ
ぬ
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
元
来
一
は
多
に
即
し
て
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
多
を
撥
無
し

た
一
は
真
の
一
で
は
な
い
た
め
、
戦
時
中
の
日
本
は
全
体
主
義
の
脆
弱
性
を
暴
露

し
て
崩
壊
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
戦
後
の
日
本
は
反
動
的
に
一
に
対
し
て
多
が

久
松
真
一
と
茶
道
（
和
田
修
二
）
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優
越
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
民
主
主
義
の
短
所
は
、
一
の
撥
無
に
堕
ち
易

く
多
の
放
任
と
無
秩
序
に
陥
る
惧
れ
が
あ
る
こ
と
に
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
「
即

今
の
脚
下
照
顧
は
多
に
着
す
る
こ
と
な
く
常
に
一
を
忘
却
せ
ぬ
こ
と
に
あ
る
」。

禅
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
も
一
は
即
多
的
で
あ
り
、
多
は
即
一
的
で
あ
っ
て
両
者

は
無
礙
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
に
も
多
に
も
着
せ
ず
、
時
に
応
じ
機
に
臨
ん
で

自
在
に
あ
る
い
は
一
を
先
と
し
あ
る
い
は
多
を
先
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
「
一
多
一
如
」
の
立
場
こ
そ
全
体
主
義
と
民
主
主
義
を
止
揚
し
た
高
次
の
立
場

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
民
主
主
義
も
単
な
る
個
的
多
を
絶
対
と
し
常
に
多
を
生

と
す
れ
ば
、
ま
た
や
が
て
難
関
に
衝
き
当
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
の
が
久
松
の
見
解
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
禅
に
新
し
い
時
代
を
開
く
積
極
的
意
義
を
見
よ
う
と
す
る
久
松
の

立
場
の
底
に
は
、
近
代
が
中
世
的
な
他
律
や
神
律
か
ら
脱
却
し
て
自
立
的
な
理
性

的
人
間
に
め
ざ
め
た
時
代
で
あ
り
、
主
体
は
も
は
や
他
者
的
な
神
仏
で
は
な
く
人

で
あ
り
、
世
界
は
天
国
や
極
楽
で
は
な
く
歴
史
的
世
界
と
な
っ
た
こ
と
、
し
か
し

こ
の
近
代
人
の
あ
り
方
に
懐
疑
的
と
な
っ
た
の
が
現
代
で
あ
る
と
い
う
時
代
認
識

と
、
こ
の
近
代
的
な
理
性
的
人
間
の
危
機
の
根
源
は
、「
科
学
文
明
に
よ
る
人
間

性
の
喪
失
と
か
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
非
理
性
的
な
事
件
の
増
加
と
い
っ
た
こ
と

で
は
な
く
│
│
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
現
象
は
近
代
的
な
人
間
の
真
の
自
覚
が
な
い

た
め
に
起
る
現
象
で
あ
っ
て
、
ま
す
ま
す
近
代
的
人
間
の
自
覚
を
高
め
る
必
要
こ

そ
あ
れ
、
何
ら
近
代
の
本
質
的
否
定
契
機
に
な
る
も
の
で
は
な
い
│
│
結
論
的
に

言
え
ば
、
人
間
の
存
在
と
非
存
在
、
価
値
と
反
価
値
と
が
相
関
的
に
か
ら
み
合
っ

た
絶
対
的
二
律
背
反
に
あ
る
」
と
い
う
人
間
認
識
が
あ
る
。

久
松
に
よ
れ
ば
、
人
は
自
己
意
識
的
理
性
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の

存
在
が
時
間
的
空
間
的
、
社
会
的
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、

自
己
が
た
だ
生
き
る
の
で
は
な
く
意
義
の
あ
る
生
き
方
を
求
め
て
こ
の
制
約
を
越

え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、「
人
間
が
存
在
非
存
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
価

値
反
価
値
的
で
あ
っ
て
、
し
か
も
存
在
と
非
存
在
、
価
値
と
反
価
値
と
が
必
然
的

に
相
反
し
て
い
る
と
い
う
絶
対
的
二
律
背
反
」
に
直
面
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
理

性
的
人
間
に
生
死
や
善
悪
の
対
立


藤
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
の
絶
対
的
二
律
背

反
こ
そ
、
人
間
性
に
内
在
す
る
宿
命
的
な
絶
対
死
、
絶
対
苦
で
あ
り
、
根
元
的
な

危
機
で
あ
る
。
こ
の
理
性
的
な
人
間
の
宿
命
的
な
絶
対
不
安
、
絶
望
を
脱
却
し
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
本
当
の
宗
教
的
要
求
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
絶
対

不
安
か
ら
の
脱
却
は
、
結
局
自
己
が
絶
対
的
二
律
背
反
を
こ
え
る
こ
と
、
い
わ
ゆ

る
生
死
善
悪
を
撥
無
し
た
も
の
で
は
な
く
「
生
死
善
悪
を
こ
え
た
人
間
に
な
る
」

ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
生
死
善
悪
の
内
に
あ
る
人
間
で
は
な
く
生

死
や
善
悪
を
越
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
内
に
も
つ
も
の
と
な
る
こ
と
が
人

間
の
真
の
あ
り
方
で
あ
り
、
人
は
み
な
本
来
そ
の
よ
う
な
「
真
人
」、
何
も
の
に

も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
己
と
な
っ
て
は
た
ら
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の

が
、
禅
仏
教
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
久
松
は
、
禅
が
時
代
に
お
い
て
果
し
得

る
最
も
大
き
な
歴
史
的
課
題
は
、「
近
代
人
の
絶
望
的
宿
命
で
あ
る
絶
対
二
律
背

反
を
識
ら
し
め
、
他
律
的
中
世
的
セ
イ
ズ
ム
に
逆
転
す
る
こ
と
な
く
、
安
易
な
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
な
く
、
実
存
主
義
の
よ
う
に
不
徹
底
な
現

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

実
肯
定
に
終
る
こ
と
も
な
く
、（「
後
近
代
」
に
向
か
っ
て
）
新
し
き
世
代
へ
の
道

を
開
く
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歴
史
的
課
題
に
応
え
る
た
め
に
は
、
禅
自
身
も
自
己
変

革
が
必
要
で
あ
る
。「
禅
は
ま
ず
山
の
中
の
禅
、
禅
寺
の
中
の
禅
で
は
な
く
、
大

教
育
学
部
論
集
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衆
の
中
の
禅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
私
は
禅
と
は
本
当
の
自
己
を
知
る
こ
と

で
あ
る
と
考
え
る
」。
禅
で
は
「
己
事
究
明
」
と
い
い
、
自
分
の
こ
と
を
究
明
す

る
の
が
修
行
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
日
常
本
当
の
自
己
に
な
ろ
う
と
し
て

生
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
禅
は
実
は
誰
で
も
の
す
べ
て
の
人
の
事
で
あ

る
」。
こ
の
誰
で
も
し
て
い
る
こ
と
を
徹
底
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
す
べ
て

の
人
が
皆
自
分
自
身
で
（
無
相
で
あ
る
）
本
当
の
自
己
に
め
ざ
め
、
そ
し
て
（
一

切
の
繋
縛
か
ら
脱
し
て
）
真
に
自
在
な
働
き
を
持
っ
て
、
各
自
の
職
場
に
お
い
て

世
界
を
変
え
歴
史
を
創
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
実
は
す
べ
て
禅
の
働
き

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。
こ
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
各
自
が
歴
史
の
中
で
の

働
き
に
即
し
て
本
当
の
自
己
に
め
ざ
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
め
ざ
め
た
者
と
し
て

歴
史
的
世
界
の
中
で
働
く
こ
と
が
「
実
は
同
一
の
事
で
あ
り
、
決
し
て
別
々
の
事

で
は
な
い
」
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
久
松
は
、
禅
が
直
指
人
心
見
性
成
仏
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
本

当
の
自
己
に
め
ざ
め
た
人
間
の
は
た
ら
き
を
個
々
の
他
人
を
悟
ら
せ
る
こ
と
に
向

か
っ
て
は
た
ら
く
こ
と
と
考
え
て
き
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
禅
は
そ
れ
だ

け
で
は
十
分
で
な
い
。
も
っ
と
近
代
と
対
決
し
て
現
代
人
の
基
本
問
題
に
取
組
ま

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
で
は
個
人
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
い

新
た
な
人
類
の
事
態
、
危
機
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
が
「
科

学
力
」
と
、
国
家
や
国
家
ブ
ロ
ッ
ク
、
民
族
や
階
級
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
の
立
場

に
立
っ
た
「
集
団
力
」
の
著
し
い
増
強
で
あ
る
。
こ
の
た
め
「
従
来
は
個
人
を
救

う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
救
う
と
い
う
個
人
主
義
的
な
考
え
方
が
宗
教
の

中
で
主
に
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
今
日
で
は
世
界
を
救
う
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
個
人
が
救
わ
れ
る
と
い
う
面
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
」。
換

言
す
れ
ば
こ
の
科
学
文
明
と
集
団
の
暴
走
を
抑
え
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
「
世

界
倫
理
と
い
う
も
の
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
」。
し
か
も
そ
の
世
界
倫
理
を
国

家
や
民
族
や
階
級
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
「
世
界
と
い
う
立
場
あ

る
い
は
全
人
類
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
確
立
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
仏
教

も
そ
の
問
題
に
真
剣
に
取
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
信
念

に
基
づ
く
新
し
い
禅
と
し
て
、
久
松
が
提
唱
し
た
の
が
「
Ｆ
Ａ
Ｓ
禅
」
で
あ
っ

た
。こ

こ
に
い
う
Ｆ
Ａ
Ｓ
禅
の
Ｆ
はF

orm
less

self

（
形
の
な
い
自
己
）、
Ａ
は

A
ll

m
an

kin
d

（
全
人
類
）、
Ｓ
はS

u
per

h
istorical

h
istory

（
歴
史
を
超
え

た
歴
史
）
の
略
で
、
久
松
は
そ
れ
を
人
間
存
在
の
「
深
さ
」「
広
さ
」「
長
さ
」
の

三
構
造
に
対
応
す
る
活
動
の
目
標
と
考
え
、
形
な
き
自
己
に
め
ざ
め
る
こ
と
と
全

人
類
の
立
場
に
立
っ
て
生
き
る
こ
と
、
歴
史
の
場
に
あ
り
つ
つ
歴
史
を
超
え
、
自

ら
の
歴
史
創
造
の
は
た
ら
き
か
ら
も
自
由
で
あ
る
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
わ
れ
わ

れ
が
働
く
こ
と
が
今
日
の
禅
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
必
要
な
人
間
の
あ
り
方
で
あ

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
久
松
は
欧
米
視
察
か
ら
帰
る
と
積
極
的
に
こ
の
Ｆ
Ａ
Ｓ

禅
の
提
唱
と
組
織
づ
く
り
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
が
、
上
田
泰
治
に
よ
る
と
、
こ

れ
は
久
松
が
仏
教
の
本
質
を
「
覚
の
宗
教
」
と
み
る
立
場
か
ら
昭
和
一
九
年
に
京

都
大
学
に
創
設
し
た
「
学
道
道
場
」
の
実
践
の
中
か
ら
、
道
人
た
ち
の
綱
領
と
し

て
作
ら
れ
た
『
人
類
の
誓
い
』
を
久
松
が
Ｆ
Ａ
Ｓ
と
い
う
標
語
に
要
約
し
た
も
の

で
あ
り
、
久
松
は
近
代
的
人
間
の
自
覚
を
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
方
向
に
踏
み
超
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
後
近
代
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
）」
的
な
人
間
の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。
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松
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四

茶
道
と
人
間
形
成

周
知
の
よ
う
に
、
久
松
は
宗
教
や
禅
だ
け
で
な
く
、
文
化
別
け
て
も
芸
術
に
つ

い
て
深
い
思
索
と
す
ぐ
れ
た
論
稿
を
残
し
て
い
る
が
、
狭
義
の
教
育
と
教
育
学
つ

い
て
特
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
教
育
を
本
当
の
人
間
に
な
る
、
あ
る
い

は
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
人
間
形
成
」
と
考
え
る
な
ら
、
彼
は
当
初
よ
り
大
衆

の
人
間
形
成
に
深
く
関
心
し
言
及
し
て
き
た
国
民
的
な
教
育
者
、
単
な
る
変
化
や

現
状
適
応
で
は
な
い
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
視
野
に
入
れ
た
人
間
解
放
の
た
め
の
生
涯

教
育
の
理
念
を
独
自
に
先
取
り
し
、
実
践
し
た
代
表
的
日
本
人
で
あ
っ
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

久
松
が
日
米
開
戦
に
先
立
つ
昭
和
一
六
年
一
月
に
、
茶
道
を
学
び
た
い
と
い
う

学
生
有
志
の
要
請
に
応
え
て
京
大
心
茶
会
を
創
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ

の
会
の
目
的
綱
領
の
第
一
條
が
「
本
会
は
茶
道
の
芳
躅
を
攀
ぢ
綜
合
的
に
日
本
文

化
の
奥
秘
に
参
じ
事
物
人
境
に
於
て
身
心
共
に
能
く
和
敬
静
寂
し
以
て
真
心
の
錬

成
を
期
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
両
親
の
薫
陶
も
あ
っ
て
早
く
か
ら
茶

道
に
親
し
ん
で
い
た
が
、
こ
の
綱
領
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
茶
道
を
単
な
る
伝

統
的
な
芸
事
や
作
法
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
な
佗
茶
即
佗
禅
と
し
て
、
ま
た

茶
道
を
日
本
文
化
を
代
表
す
る
綜
合
的
な
生
活
体
系
と
把
え
、
心
茶
会
の
第
一
義

諦
を
茶
道
を
通
し
た
「
真
人
の
形
成
」
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
こ
の
会
は

戦
中
戦
後
を
一
貫
し
て
、
久
松
が
定
め
た
茶
道
修
行
の
指
針
で
あ
る
『
茶
道
箴
』

に
従
い
、
座
禅
と
點
前
の
稽
古
を
続
け
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
私
は
こ
う
し

た
異
色
の
茶
道
団
体
が
半
世
紀
以
上
も
持
続
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
特
記
す
べ
き

こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

茶
道
と
い
う
と
き
、
久
松
は
ま
ず
茶
道
の
本
流
は
室
町
時
代
の
村
田
珠
光
か
ら

竹
野
紹
�
、
千
利
休
に
連
な
る
「
露
地
草
庵
の
茶
」「
佗
茶
道
」
で
あ
る
と
い

う
。
そ
れ
以
前
の
茶
道
は
、
富
裕
な
者
や
権
力
者
の
華
美
で
享
楽
的
な
書
院
の
茶

が
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
佗
茶
人
と
は
、
も
と
は
名
物
の
茶
器
を
も
た
ぬ

貧
乏
な
茶
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
わ
び
」
を
単
な
る
貧
乏
以
上
の
積
極

的
で
深
い
意
味
を
も
つ
原
理
と
把
え
、
こ
の
原
理
に
基
づ
い
て
日
常
の
生
活
す
べ

て
を
包
括
す
る
洗
練
さ
れ
た
新
し
い
生
活
様
式
に
高
め
た
の
が
珠
光
や
紹
�
や
利

休
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
あ
っ
て
は
「
佗
と
は
有
以
上
の
生
き
た
無
で
あ
っ
た
」。

彼
ら
は
物
を
も
た
な
い
の
を
転
じ
て
、
佗
が
「
物
を
も
た
な
い
の
を
生
か
す
」
こ

と
で
あ
り
、「
無
い
も
の
を
フ
ル
に
生
か
す
」
あ
る
い
は
「
生
き
た
無
で
あ
る
」

と
こ
ろ
に
大
き
な
意
義
が
あ
り
、
人
間
の
本
当
の
創
造
性
が
あ
る
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
例
え
ば
彼
ら
は
あ
り
合
わ
せ
の
物
を
集
め
て
粗
末
な
小
屋
を
造
っ
た
が
、

そ
の
建
て
方
や
資
材
の
生
か
し
方
に
こ
の
佗
の
精
神
を
は
た
ら
か
せ
た
の
で
あ
っ

て
、「
数
坪
に
満
た
ぬ
土
地
を
十
二
分
に
生
か
し
て
却
っ
て
大
伽
藍
、
大
庭
園
に

優
る
露
地
草
庵
を
創
建
し
、
そ
の
う
ち
で
全
人
的
な
生
活
を
楽
し
む
と
こ
ろ
に
佗

の
本
質
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
な
物
の
見
方
、
価
値
観
の
転
換
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
今
日
の
よ
う
な
時
代
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
学
び
直
さ

ね
ば
な
ら
な
い
精
神
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

久
松
は
こ
の
よ
う
に
佗
茶
道
を
茶
道
の
本
流
と
み
る
立
場
か
ら
、
茶
道
が
人
々

の
日
常
の
生
活
に
密
着
し
て
独
自
な
綜
合
的
な
文
化
体
系
を
形
成
し
て
き
た
点
に

注
目
し
、
茶
道
文
化
を
西
洋
文
化
と
対
比
さ
れ
る
日
本
独
特
の
文
化
の
一
つ
の
典

型
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
茶
道
に
は
建
築
と
し
て
の
茶
室
や
庭
園
と
し
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て
の
露
地
、
工
芸
品
と
し
て
の
茶
道
具
を
は
じ
め
と
し
て
、
動
作
の
美
し
さ
と
繊

細
な
思
い
や
り
の
道
徳
を
も
つ
作
法
が
あ
る
。
ま
た
華
美
の
否
定
か
ら
生
ま
れ
る

清
ら
か
さ
と
寂
け
さ
、
安
ら
か
さ
と
落
ち
つ
き
と
い
う
茶
道
の
美
と
茶
道
の
悟

り
、
宗
教
が
あ
る
。
彼
は
そ
う
し
た
建
築
工
芸
か
ら
日
常
の
礼
儀
作
法
、
道
徳
や

宗
教
ま
で
を
包
括
し
た
茶
道
文
化
の
特
徴
と
し
て
、
不
均
斉
、
簡
素
、
枯
高
、
自

然
、
幽
玄
、
脱
俗
、
静
寂
の
七
つ
の
性
格
を
あ
げ
て
い
る
。

「
不
均
斉
（asym

m
etry

）
と
は
完
全
を
く
ず
す
こ
と
、「
簡
素
」（sim

plic-

ity

）
は
く
ど
く
な
い
、
単
純
で
あ
る
こ
と
、「
枯
高
」（w

izen
ed

au
sterity

）

は
感
覚
的
な
も
の
が
取
払
わ
れ
、
生
々
し
く
な
い
こ
と
、「
さ
び
」
ま
た
は
「
渋

み
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
自
然
」（n

atu
raln

ess

）
は
素
直
で
作
意
が
な
い
こ

と
、「
幽
玄
」（sable

profou
n

dn
ess

）
は
無
限
を
含
ん
で
余
裕
余
情
が
あ
る
こ

と
、「
脱
俗
」（u

n
con

dition
ed

freedom

）
は
俗
を
離
れ
る
こ
と
、
洒
脱
で
あ

る
こ
と
、「
静
寂
」（calm

n
ess

）
は
落
ち
つ
い
て
騒
が
し
く
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
七
つ
の
性
格
は
「
そ
の
い
ず
れ
を
欠
い
て
も
茶
道
文
化
と
は
言
え
な

い
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
本
来
別
々
の
も
の
で
は
な
く
て
一
つ
の
も
の
の
属
性

で
あ
る
」。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
一
つ
の
も
の
が
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。「
佗
の
文
化
は
有
中
に
無
の
あ
る
文
化
で
あ
り
、
無
が
有
中
に
表
現
さ
れ
て

い
る
文
化
で
あ
る
」「
茶
道
的
創
造
的
精
神
と
は
無
で
あ
る
」「
無
が
ひ
と
の
内
に

生
き
て
き
た
と
き
ひ
と
は
茶
人
と
な
る
」。

こ
の
よ
う
な
茶
道
文
化
の
特
徴
は
、
佗
茶
道
の
創
造
者
た
ち
が
い
ず
れ
も
深
く

禅
と
か
か
わ
り
、
自
ら
も
そ
の
こ
と
を
自
覚
証
言
し
て
い
る
こ
と
と
不
二
で
あ
っ

て
、
利
休
は
『
南
方
録
』
で
「
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
第
一
仏
法
を
以
て
修
行
得
道

す
る
事
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
仏
法
は
禅
法
の
こ
と
で
あ
り
、
久
松

は
そ
こ
か
ら
、
茶
道
が
単
に
禅
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
紹
�

や
利
休
は
茶
道
の
究
極
の
目
的
を
仏
法
の
修
行
得
道
と
心
得
、
佗
茶
の
本
質
を

「
和
敬
静
寂
」
の
四
諦
に
よ
っ
て
表
現
す
る
と
共
に
そ
の
表
現
を
通
し
て
そ
の
根

源
に
導
く
場
と
し
て
、
茶
道
に
庶
民
を
参
加
さ
せ
た
の
で
あ
り
、「
茶
道
に
よ
っ

て
露
地
草
庵
風
の
禅
が
新
し
く
建
て
ら
れ
た
」「
佗
茶
は
禅
院
か
ら
在
家
の
露
地

草
庵
に
、
禅
僧
を
居
士
と
し
て
の
茶
人
に
脱
化
し
て
、
そ
こ
で
禅
院
や
禅
僧
に
は

で
き
な
か
っ
た
庶
民
的
禅
文
化
を
創
造
し
た
」
の
だ
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、

久
松
は
佗
茶
が
「
茶
に
よ
っ
て
禅
を
庶
民
的
な
佗
禅
に
向
下
さ
せ
た
」「
禅
に
お

け
る
宗
教
改
革
で
あ
っ
た
」
と
み
る
の
で
あ
る
。

久
松
に
よ
れ
ば
、
利
休
は
茶
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
露
地
草

庵
風
の
茶
を
工
夫
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
禅
に
関
し
て
も
今
ま
で
の
禅
の
あ
り
方

に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
れ
を
踏
み
台
に
し
て
更
に
一
歩
を
進
め
、
僧
侶
の
禅
か
ら
独

立
し
た
庶
民
の
禅
を
創
造
し
た
。
禅
は
本
来
禅
院
や
禅
僧
の
専
有
物
で
は
な
い
と

し
て
も
、
現
実
の
禅
は
禅
院
や
禅
僧
の
専
有
物
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
高

い
も
の
で
も
世
間
離
れ
し
て
い
た
。
し
か
し
利
休
は
、
禅
に
よ
っ
て
一
方
で
は
茶

を
庶
民
的
な
高
い
佗
茶
文
化
に
形
成
す
る
と
共
に
、
茶
に
よ
っ
て
禅
を
現
実
に
在

家
の
庶
民
の
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
茶
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
中
国
の

『
茶
経
』
や
栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
茶
は

薬
効
で
あ
っ
た
。
ま
た
禅
で
は
逍
州
の
「
喫
茶
去
」
の
故
事
の
よ
う
に
、
茶
が
し

ば
し
ば
「
禅
の
商
量
の
機
縁
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
場
合
は
「
喫
茶
と
い
う

一
所
作
の
禅
化
で
あ
っ
て
、
佗
茶
の
よ
う
な
綜
合
的
な
文
化
生
活
体
系
と
し
て
の

茶
の
禅
化
で
は
な
か
っ
た
」。
こ
の
意
味
で
利
休
の
佗
茶
ほ
ど
、
禅
の
影
響
を
受

け
た
伝
統
文
化
の
中
で
も
総
合
的
体
系
的
な
も
の
は
な
く
、
茶
も
佗
茶
ほ
ど
禅
的

久
松
真
一
と
茶
道
（
和
田
修
二
）
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な
主
体
性
を
自
覚
的
に
も
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
久
松
が
利

休
の
禅
茶
一
如
の
典
型
、
佗
茶
を
未
曾
有
に
し
て
比
類
の
な
い
わ
が
国
独
自
の
生

活
文
化
の
典
型
と
し
て
重
視
し
た
所
以
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
茶
道
観
に
基
づ
い
て
、
久
松
は
わ
れ
わ
れ
が
茶
道
を
行
う
こ
と
で

お
の
ず
か
ら
�
総
合
的
に
特
色
あ
る
日
本
文
化
に
参
じ
、
�
仏
法
に
参
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。
�
不
断
の
日
常
生
活
に
お
い
て
在
家
で
禅
を
行
ず
る
こ
と
に
な
る
。

�
和
敬
し
て
道
徳
的
に
向
上
す
る
。
�
人
間
生
活
に
お
い
て
礼
儀
作
法
が
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
学
ぶ
。
�
諸
道
具
を
た
だ
見
る
の
で
は
な
く
実
際
に

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
観
る
こ
と
で
、
一
段
と
高
尚
な
趣
味
を
養
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
茶
道
は
�
事
実
上
日
本
文
化
の
独
特
な
価
値
を
自
覚
し
、
高
揚
、
宣
揚

す
る
こ
と
、
�
茶
の
精
神
を
生
か
し
た
新
し
い
日
本
文
化
を
創
造
す
る
こ
と
、
�

日
本
の
文
化
財
を
保
存
す
る
こ
と
に
、
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
、
こ

れ
に
	
茶
の
薬
と
し
て
の
功
徳
を
加
え
て
、
彼
の
構
想
す
る
「
茶
の
十
徳
」
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。

久
松
が
京
大
心
茶
会
を
つ
く
っ
た
当
時
、
す
で
に
日
本
は
全
面
的
な
戦
時
体
制

に
入
っ
て
お
り
、
大
学
内
外
に
も
こ
の
非
常
時
に
茶
湯
を
習
う
と
は
何
ご
と
か
と

い
う
批
判
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
久
松
は
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
単
な
る
遊
芸
で
な
い
茶
湯
、
真
実
の
自
己
に
覚
め
生
死
を
こ
え
る
境
地
を
め

ざ
す
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
利
休
の
佗
茶
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
一
般
に
利
休
に
つ
い
て
は
、「
茶
の
湯
と
は
た
だ
湯
を
わ
か
し
茶
を
た
て

て
飲
む
ば
か
り
な
る
も
の
と
し
る
べ
し
」
と
い
う
彼
の
歌
が
引
用
さ
れ
、
ナ
イ
ー

ヴ
に
茶
の
湯
と
は
何
も
と
り
た
て
て
難
し
い
も
の
で
な
い
、
た
だ
湯
を
沸
か
し
て

茶
と
た
て
て
飲
む
だ
け
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
易
い
が
、
久
松
は
こ
れ
は
浅
薄
な

解
釈
で
あ
り
、『
南
方
録
』
滅
後
の
巻
に
「
茶
ノ
湯
ト
ハ
只
湯
ヲ
ワ
カ
シ
茶
ヲ
立

テ
ノ
ム
バ
カ
リ
ナ
ル
本
ヲ
知
ベ
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
茶
の
湯
の
第
一
義
は
そ
の

「
も
と
」
を
知
る
、
根
源
玄
旨
を
悟
る
、「
心
悟
」
に
あ
る
。
第
二
に
、
も
と
を
本

当
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
対
象
的
に
で
は
な
く
主
体
的
に
知
る
こ
と
、「
も
と
」

に
な
っ
て
働
き
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
余
念
な
く
た
だ
湯
を
沸
か
し

茶
を
た
て
て
飲
む
だ
け
の
「
こ
と
」
と
な
る
の
だ
と
言
い
、
茶
道
修
行
に
お
け
る

知
行
の
一
体
不
二
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
久
松
の
『
茶
道
箴
』

は
そ
う
し
た
真
人
の
自
覚
と
形
成
の
た
め
の
茶
道
の
実
践
的
指
針
で
あ
る
と
同
時

に
、
彼
自
身
の
茶
道
の
哲
学
の
要
約
で
あ
っ
た
。
彼
は
戦
後
、
こ
の
茶
道
箴
を
、

更
に
「
露
地
草
庵
」「
茶
道
の
玄
旨
」「
和
敬
静
寂
」「
芳
躅
」「
流
儀
」「
好
み
」

「
佗
数
奇
」
等
、
一
五
の
項
目
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
、
意
義
と
課
題
を
論

述
し
て
い
る
。

倉
沢
行
洋
は
、
の
ち
に
心
茶
会
の
稽
古
と
抱
石
庵
で
の
茶
湯
の
体
験
を
回
想
し

て
、
そ
こ
に
は
い
つ
も
身
の
ひ
き
し
ま
る
き
び
し
さ
と
共
に
、
自
か
ら
高
め
ら
れ

深
め
ら
れ
る
す
が
す
が
し
さ
が
あ
っ
た
こ
と
、
心
茶
会
の
め
ざ
す
茶
道
が
、
茶
湯

に
よ
っ
て
人
の
心
を
高
め
深
め
て
行
く
「
茶
か
ら
心
へ
」
の
道
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
心
で
茶
湯
の
姿
を
高
め
深
め
る
よ
う
に
工
夫
す
る
「
心
か
ら
茶
へ
」
の

道
と
い
う
二
つ
の
道
の
往
還
に
あ
り
、「
心
茶
」
が
心
と
茶
の
相
即
、「
茶
か
ら
心

へ
」
と
「
心
か
ら
茶
へ
」
を
表
す
久
松
の
造
語
で
あ
っ
て
、
彼
の
場
合
、「
心
か

ら
茶
へ
」
の
道
は
狭
義
の
茶
道
の
枠
を
こ
え
て
生
活
全
体
に
拡
散
浸
透
し
、
生
活

を
茶
道
化
し
、
更
に
新
し
き
文
化
創
造
歴
史
創
造
へ
と
具
体
化
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
て
い
た
と
言
い
、「
そ
う
し
た
生
活
の
茶
道
化
の
典
型
が
ほ
か
な
ら
ぬ
抱
石
先

生
の
生
活
で
あ
っ
た
。
茶
道
は
抱
石
先
生
の
一
部
で
は
な
く
全
部
で
あ
っ
た
。
い
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わ
ゆ
る
余
技
で
は
な
か
っ
た
。
先
生
の
生
活
は
茶
道
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。

典
型
と
は
、
そ
れ
を
直
ち
に
尺
度
と
し
て
使
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
規
範
の

こ
と
で
は
な
い
。「
典
型
は
自
分
が
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
根
源

が
点
火
さ
れ
、
自
己
に
独
自
な
作
用
（
は
た
ら
き
）
が
出
て
く
る
よ
う
な
発
火
石

と
し
て
の
み
役
立
つ
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
わ
が
国
で
は
茶
道
人
口
が

急
増
し
、
茶
湯
は
空
前
の
繁
栄
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
久
松
は
早
く
か
ら

現
代
に
お
け
る
茶
湯
の
復
興
が
茶
の
本
質
的
精
神
を
失
っ
た
風
流
茶
の
流
行
と
な

る
こ
と
を
深
く
憂
え
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
戦
後
日
本
の
五
〇
年
は
、
茶
道
だ
け

で
な
く
政
治
も
文
化
も
宗
教
も
、
久
松
が
希
っ
た
こ
と
よ
り
憂
い
た
こ
と
の
方
が

現
実
と
な
っ
た
観
が
強
い
。
そ
の
あ
げ
く
近
代
中
心
の
発
想
と
生
活
の
根
本
的
な

変
革
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
境
位
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
形

成
に
深
く
関
心
し
時
代
に
先
が
け
て
ポ
ス
ト
近
代
を
目
ざ
し
た
人
物
の
典
型
と
し

て
、
仏
教
界
と
教
育
（
学
）
界
が
改
め
て
い
ま
久
松
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

は
多
大
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

〔
註
〕教

育
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
政
治
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
政
治
の
理
想
は
絶

え
ず
変
化
す
る
上
に
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
ぬ
マ
キ
ヤ
ベ
リ
ズ
ム
と
デ
マ
ゴ
ギ

ー
の
面
を
も
つ
。
戦
後
日
本
の
教
育
界
が
こ
の
政
治
主
導
の
教
育
観
の
優
越
の
た
め
に

混
迷
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
対
極
を
な
す
も
の
と
し

て
、
個
々
の
人
間
を
本
来
唯
一
無
二
の
存
在
と
考
え
、
人
間
の
本
質
を
未
決
の
課
題
と

考
え
て
、
各
人
の
生
涯
に
わ
た
る
人
間
の
自
覚
の
深
化
と
実
現
の
支
援
を
教
育
の
本
道

と
考
え
る
立
場
が
可
能
で
あ
る
。
現
実
に
は
教
育
に
は
こ
の
二
つ
の
面
が
不
可
欠
で
あ

る
が
、
こ
の
点
で
私
は
、
後
者
に
立
脚
し
た
「
覚
と
創
造
の
た
め
の
生
涯
教
育
学
」
の

研
究
が
急
務
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
い
。

〔
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