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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
五
七
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説

前
回
の
予
告
の
通
り
、
今
回
か
ら
新
し
い
シ
リ
ー
ズ
を
始
め
ま

す
。
何
に
し
よ
う
か
と
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
が
、
結
局
、
道

元
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
解
説
に
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

私
と
道
元
と
の
関
わ
り
は
古
く
、
私
が
大
阪
経
済
大
学
で
、
鈴

木
亨
先
生
（
現
理
事
長
）
か
ら
哲
学
を
学
ん
だ
と
き
に
始
ま
り
ま

。

、

、

す

先
生
の
本
や
話
の
中
に
道
元
が
出
て
く
る
の
で
す
が

で
も

そ
の
当
時
は
、
西
田
幾
多
郎
も
鈴
木
先
生
の
「
響
存
哲
学
」
も
よ

く
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で

「
道
元
は
偉
い
の
だ
な

、

ぁ
。
も
し
仏
教
を
学
ぶ
な
ら
道
元
に
し
よ
う

」
と
思
う
ぐ
ら
い

。

で
、
本
当
の
偉
さ
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
、
も
う
六
～
七
年
前
に
な
る
で
し
ょ
う
か
、
宗
教
に
詳
し

い
学
生
が
私
の
ゼ
ミ
生
と
な
り
、
そ
の
演
習
で
道
元
の
『
学
道
用

心
集
』
を
読
む
こ
と
に
な
り
、
そ
の
当
時
発
刊
さ
れ
た
あ
る
人
の

解
説
書
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
で

い
く
う
ち
、
道
元
の
偉
さ
が
分
っ
た
の
は
い
い
の
で
す
が
、
そ
の

他
に
、
道
元
は
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
、
と
思
え
る
解
説
が
か
な
り
出
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
人
は
、

道
元
の
専
門
家
で
し
た
の
で
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
は

道
元
が
気
の
毒
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
い
つ
か
、
正
し
い
解
釈
を

し
な
け
れ
ば
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
が
下
敷
き
に
あ
っ
て
、
今
回
の
シ
リ
ー
ズ
の
候
補

と
し
て

『
正
法
眼
蔵
』
を
読
ん
で
見
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ

、

こ
で
、
ま
ず
目
が
い
き
ま
し
た
の
は
、
道
元
に
関
す
る
本
で
は
最

初
に
購
入
し
ま
し
た
、
有
名
な
（
？
）
中
村
宗
一
著
『
全
訳
正
法

眼
蔵
』
の
巻
一
で
し
た
。
そ
の
出
だ
し
は
、
第
一
「
現
成
公
案
」

で
す
。
そ
の
現
代
語
訳
は
次
の
通
り
で
し
た
。

す
べ
て
の
も
の
ご
と
を
仏
道
の
立
場
で
あ
る
「
た
だ
し
く

も
の
を
見
る
道
」
の
上
か
ら
見
る
と
き
、
そ
の
一
々
は
真
に

そ
の
も
の
ご
と
自
ら
の
あ
り
の
ま
ま
を
現
成
し
て
い
る
か

ら
、
迷
い
、
悟
り
、
修
行
、
生
、
死
、
諸
仏
と
衆
生
を
あ
り

の
ま
ま
に
見
、
明
ら
め
る
の
で
あ
る
。
総
て
の
も
の
ご
と
を

無
我
の
立
場
、
仏
道
で
見
る
と
き
、
迷
い
も
な
く
悟
り
も
な

く
、
諸
仏
も
な
く
衆
生
も
な
く
、
生
も
な
く
死
も
な
い
。

も
と
も
と
仏
道
は
、
有
る
と
い
う
立
場
に
も
、
無
い
と
い

う
立
場
を
も
超
越
し
捉
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
死

を
解
脱
し
た
と
こ
ろ
に
生
死
が
あ
り
、
迷
悟
を
解
脱
し
た
と

こ
ろ
に
迷
悟
が
あ
り
、
解
脱
の
あ
る
な
し
を
問
題
と
し
な
い

と
こ
ろ
に
解
脱
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
、
そ
の
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
人
は
華
の
散
る
の
は
華
を
惜
し
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む
か
ら
散
る
と
見
る
、
咲
か
し
て
お
き
た
い
と
思
う
頃
に
散

る
と
な
げ
き
、
草
の
生
え
る
の
は
草
を
嫌
う
か
ら
と
見
る
。

仏
道
は
も
の
ご
と
を
自
己
の
体
験
と
し
て
把
む
と
こ
ろ
に
現

成
す
る
。

何
度
か
読
み
な
お
し
て
み
て
頂
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

お
分
か
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

多
分
、
な
ん
の
こ
と
か
よ
く
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

因
み
に
、
原
文
は
次
の
通
り
で
す
。

諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
、
す
な
は
ち
迷
悟
あ
り
、
修
行
あ

り
、
生
（
し
ょ
う
）
あ
り
死
あ
り
、
諸
仏
あ
り
衆
生
あ
り
。

万
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
、
ま
ど
ひ
な
く
さ
と

り
な
く
、
諸
仏
な
く
衆
生
な
く
、
生
な
く
滅
な
し
。

仏
道
も
と
よ
り
豊
倹
（
ほ
う
け
ん
）
よ
り
跳
出
（
ち
ょ
う

し
ゅ
つ
）
せ
る
ゆ
え
に
、
生
滅
あ
り
、
迷
悟
あ
り
、
生
仏
あ

り
、
し
か
も
か
く
の
ご
と
く
な
り
と
い
へ
ど
も
、
華
は
愛
惜

（
あ
い
じ
ゃ
く
）
に
ち
り
、
草
は
棄
嫌
（
き
け
ん
）
に
お
ふ

る
の
み
な
り
。

こ
の
原
文
を
ご
覧
に
な
れ
ば
、
中
村
訳
が
訳
者
の
解
釈
を
交
え

た
、
強
い
意
訳
で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
も
う
少
し
、
原
文
に
忠
実
な
現
代
語
訳
を
紹
介
し
て

お
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
玉
城
康
四
郎
と
い
う
東
京
大
学
文
学
部
の

イ
ン
ド
哲
学
の
教
授
だ
っ
た
方
で
、
自
分
で
も
自
信
を
も
っ
て
五

年
前
に
出
さ
れ
た
訳
で
す
。

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏
法
で
あ
る
と
み
る
と
き
に

は
、
迷
い
も
あ
れ
ば
悟
り
も
あ
り
、
修
行
も
あ
り
、
生
も
あ

り
、
死
も
あ
り
、
諸
仏
も
あ
り
、
衆
生
も
あ
る
。

し
か
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
我
と
と
も
に
無
く
な

っ
た
と
き
に
は
、
ま
ど
い
も
悟
り
も
な
く
、
諸
仏
も
衆
生
も

な
く
、
生
も
滅
も
な
い
。
い
っ
さ
い
は
絶
対
無
で
あ
る
。

仏
道
は
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
有
無
の
境
界
を
と
び
抜

け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
は
事
実
の
と
お
り
、
生
滅

も
あ
り
、
迷
悟
も
あ
り
、
衆
生
も
仏
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

、

、

は
そ
う
で
あ
り
な
が
ら

花
が
散
れ
ば
ま
こ
と
に
惜
し
い
し

草
が
茂
れ
ば
実
に
い
や
な
も
の
で
あ
る
。

し
つ
こ
く
人
の
訳
や
原
文
を
載
せ
ま
し
た
の
は
、
私
が
し
た
体

験
の
追
体
験
を
し
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
の
こ
と
で
す
。
私
は
、

初
め
に
、
こ
れ
ら
の
現
代
語
訳
を
読
ん
た
だ
け
で
は
、
道
元
が
言

、

。

、

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が

殆
ど
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

後
で

自
分
で
考
え
て
み
て
、
こ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。

皆
さ
ん
も
、
も
う
一
度
、
原
文
と
二
つ
の
訳
を
読
み
直
し
て
み

て
頂
け
る
で
し
ょ
う
か
。
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お
分
か
り
頂
き
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
原
文
を
読
ん
で
少
し
考
え

「
こ
れ
は
こ
う
だ
」
と
直

、

ぐ
思
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
て
、
こ

の
二
冊
の
本
を
始
め
と
し
て
、
書
庫
に
あ
る
、
道
元
や
仏
教
に
と

て
も
詳
し
い
人
た
ち
の
書
い
た
解
説
書
を
何
冊
も
取
り
出
し
て
読

み
ま
し
た
。
で
も
、
私
が
思
う
よ
う
な
解
説
に
は
全
く
出
会
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
学
道
用
心
集
の
解
説
を
読
ん
だ
時
と
同

じ
思
い
が
し
て
、
や
は
り
、
私
が
解
説
を
書
く
意
味
が
あ
る
と
確

信
で
き
ま
し
た
。
で
も
、
あ
る
解
説
書
を
読
ん
で
分
か
っ
た
の
で

す
が
、
こ
の
「
現
成
公
案
」
は
、
道
元
の
神
髄
を
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
で

『
正
法
眼
蔵
』
全
体
の
中
で
も
一
番
難
し
い
と
こ
ろ
だ

、

そ
う
で
す
。
不
遜
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
る
意
味

で
道
元
と
同
じ
境
地
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
分
か
る
も
の
だ
と
言

え
る
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
前
置
き
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
、
私
の
解
釈
を
述
べ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

原
文
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
取
り
上
げ

た
部
分
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
部
分
の
関
連
が

分
か
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
文
章
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
始
め
と
終
わ
り
の
部
分
に
は
ど
ち
ら
に
も
、
迷
い

も
あ
れ
ば
悟
り
も
あ
り
、
生
も
あ
れ
ば
死
も
あ
り
、
衆
生
も
あ
れ

ば
仏
も
あ
る
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
は
、
ど
こ
が
違
う
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
こ
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
文
章
が
分
か
っ
た

と
は
言
え
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
第
一
と
第
二
の
部
分
の
間
に
は
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
理
解
で
き
て
い
る
解
説
に
お
目
に
か
か
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
第
二
と
第
三
の
部
分
の
関

係
も
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
こ
の
部
分
全
体
を
読
ん
で
、
実
は
、
最
近
読
ん
だ
、
山

内
得
立
著
の
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ

（
岩
波
書
店
刊
）
を
思
い
出

』

し
ま
し
た
。
難
し
く
な
り
ま
す
の
で
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
述
べ
ま

せ
ん
が
（
も
っ
と
知
り
た
い
方
は
こ
の
本
を
直
接
読
ん
で
頂
く
と

し
て

、
ロ
ゴ
ス
は
、
西
洋
の
論
理
で
、
否
定
は
否
定
、
肯
定
は

）

、

（

）

、

肯
定
の
世
界
で
あ
り

レ
ン
マ
は
東
洋
の
論
理

特
に
仏
教

で

肯
定
は
肯
定
、
否
定
は
否
定
の
他
に
、
肯
定
も
否
定
も
否
定
す
る

「

」

「

」

、

両
否

と
肯
定
も
否
定
も
肯
定
す
る

両
肯

の
二
つ
が
あ
る

と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
論
理
は
体
験
以
外
で
は
理
解
で
き
ず
、
こ
の
本
の
随
所
で

、

、

そ
の
点
で
山
内
氏
に
は
不
満
を
感
じ
ま
す
が

そ
れ
は
さ
て
お
き

こ
の
「
現
成
公
案
」
の
出
だ
し
が
、
ま
さ
に
こ
の
論
理
を
形
成
し

て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
、
第
一
の
部
分
は
、
肯
定
は
肯
定
、
否
定
は
否
定
の
世
界

の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
解
説
書
は
、
こ
れ
を
絶
対
肯

定
の
世
界
だ
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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私
た
ち
が
、
現
実
に
生
き
て
い
る
世
界
が
、
こ
の
世
界
な
の
で

す
。
人
間
の
意
識
し
て
い
る
世
界
が
こ
の
世
界
な
の
で
す
。
そ
こ

は
相
対
な
世
界
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
お
互
い
に
「
あ
い

対
し
て
」
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
互
い
に
相
互
依
存
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
お
互
い
が
否
定
し
あ
い
、
お
互

。

、

い
が
相
互
に
依
存
し
て
肯
定
し
あ
っ
て
い
る
世
界
で
す

善
は
善

、

、

、

、

、

。

悪
は
悪

真
は
真

偽
は
偽

美
は
美

醜
は
醜

の
世
界
で
す

し
か
し
、
こ
の
世
界
は
、
相
対
で
す
か
ら
相
手
次
第
で
、
ど
う
に

。

。

で
も
そ
れ
ら
の
判
断
基
準
は
変
わ
り
ま
す

う
つ
ろ
う
世
界
で
す

確
実
な
も
の
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
で
言
え
ば
、
諸
行

無
常
の
世
界
で
す
。
こ
う
し
た
世
界
が
、
出
だ
し
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
「
諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
」
な
の
で
す
が
、
で
は
、
な
ぜ
そ

う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
部
分
が
、
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い

よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
仏
の
顕
現

（
あ
ら
わ
れ
）
と
考
え
れ
ば
、
そ
う
言
え
る
の
で
す
。
で
も
、
こ

れ
が
、
第
三
の
部
分
の
世
界
と
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
次
の
第
二
の
出
だ
し
に
あ
り
ま
す
よ
う
に

「
わ
れ
」
が
あ

、

る
か
ど
う
か
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
第
一
は
「
わ
れ
」
が
関

わ
る
世
界
な
の
で
す
。
我
へ
の
執
着
が
あ
る
世
界
で
す
。
第
三
は

そ
の
執
着
を
超
え
た
世
界
と
言
え
ま
す
。

第
三
の
前
に
、
第
二
の
世
界
で
す
が
、
こ
れ
は
、
山
内
氏
の
言

葉
で
言
い
ま
す
と
「
両
否
」
の
世
界
と
言
え
る
も
の
で
す
。
私
の

モ
デ
ル
で
す
と
、
自
己
（
我
）
の
意
識
の
は
か
ら
い
を
す
べ
て
捨

て
去
っ
た
、
無
意
識
の
世
界
へ
の
沈
潜
と
言
え
る
も
の
で
す
。
そ

こ
に
は
如
来
が
宿
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
如
来
の
働
き
と
自

分
が
生
き
よ
う
と
す
る
働
き
と
が
統
合
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

そ
の
統
合
さ
れ
た
世
界
が
、
次
の
第
三
の
世
界
な
の
で
す
。
山

内
氏
の
言
葉
で
言
え
ば

「
両
肯
」
の
世
界
で
、
総
て
を
肯
定
す

、

る
世
界
な
の
で
す
。

そ
の
こ
と
を
表
す
言
葉
が
「
仏
道
は
豊
倹
よ
り
跳
出
せ
る
」
な

の
で
す
。
仏
道
は
否
定
と
肯
定
を
超
越
し
て
い
る
の
で
す
。
両
方

を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

「
華
は
愛
惜
に
ち
り
、
草

。

は
棄
嫌
に
お
ふ
る
」
こ
と
を
両
方
と
も
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
華
を
肯
定
す
る
が
、
草
を
否
定
す
る
と
い
う
第
一
の
世

界
と
は
異
な
る
の
で
す
。

そ
の
世
界
は
、
生
も
肯
定
で
き
れ
ば
、
死
も
肯
定
で
き
る
世
界

な
の
で
す
。
死
は
生
の
否
定
で
す
が
、
そ
の
否
定
も
肯
定
す
る
の

で
す
。
実
際
の
情
緒
で
言
い
ま
す
と
、
死
を
怖
が
ら
な
く
て
も
よ

い
世
界
な
の
で
す
。
死
後
の
世
界
が
気
に
な
ら
な
く
な
る
世
界
な

の
で
す
。
そ
れ
は
不
死
の
境
地
と
い
え
ま
す
。
境
地
で
す
か
ら
、

理
屈
で
は
な
く
、
実
感
す
る
こ
と
と
言
え
ま
す
。

最
後
に
、
実
は
最
初
に
述
べ
る
べ
き
こ
と
で
し
た
が

「
現
成

、

公
案
」
と
は
何
な
の
か
、
少
し
だ
け
検
討
し
て
お
き
ま
す
。

「
現
成
」
は
極
め
て
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
、
私
は
思
い
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、

、

、

ま
す
の
で

後
回
し
に
し
ま
し
て

ま
ず
公
案
に
つ
い
て
で
す
が

そ
れ
は
、
秋
月
龍
○
著
『
道
元
入
門

（
講
談
社
現
代
新
書

（
一

』

）

八
六
頁
）
に
よ
り
ま
す
と

『
正
法
眼
蔵
』
に
い
う
公
案
の
公
は

、

平
等
の
義
で
あ
り
、
案
は
守
分
の
義
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
合
わ

せ
て
、
公
案
は

「
差
別
即
平
等
、
平
等
即
差
別
」
を
指
す
語
だ

、

と
述
べ
て
い
ま
す
。

私
は
、
こ
れ
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
こ
う
し
た
世
界
の
実
現
が

「
現
成
公
案
」
な
の
だ
と
、
直
観
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
ま
し
た
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
肯
定
は
肯

定
、
否
定
は
否
定
の
第
一
の
世
界
は
、
差
別
の
世
界
で
す
。
そ
し

て
、
否
定
も
否
定
し
、
肯
定
も
否
定
す
る
第
二
の
世
界
は
、
無
差

別
平
等
の
世
界
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
肯
定
も
肯
定
し
、
否
定

も
肯
定
す
る
第
三
の
世
界
が

「
差
別
即
平
等
、
平
等
即
差
別
」

、

の
世
界
と
言
え
る
の
で
す
。

差
別
と
平
等
と
い
う
元
来
矛
盾
す
る
も
の
が

「
即
」
で
結
ば

、

れ
る
た
め
に
は
、
一
旦
す
べ
て
の
も
の
が
無
差
別
に
平
等
で
あ
る

世
界
を
知
る
こ
と
（
そ
れ
は
、
私
の
体
験
で
言
え
ば
自
分
と
仏
が

一
体
で
あ
る
世
界
）
が
、
必
要
不
可
欠
な
の
で
す
。

、

「

」

。

そ
れ
が

実
は
道
元
の
い
う

現
成

と
い
う
こ
と
な
の
で
す

私
の
「
自
己
・
他
己
双
対
理
論
」
で
は
、
人
間
の
精
神
は
、
自

己
と
他
己
と
い
う
、
二
つ
の
運
動
す
る
、
あ
い
矛
盾
す
る
働
き
か

ら
な
っ
て
い
る
と
し
ま
す
。
そ
の
運
動
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（
ド
イ
ツ

の
哲
学
者
）
流
に
言
い
ま
す
と
、
自
己
（
有
）
と
他
己
（
無
）
の

弁
証
法
的
運
動
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
「
成
」
だ
と
言
え
る
の
で

す
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
々
刻
々
と
私
た

ち
は
成
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
ど
こ
ま
で
も
成
り
つ

づ
け
、
遂
に
は
「
成
仏
」
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
成
仏
を
修
行
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
が
、
道
元
で
は
「
現

成
公
案
」
で
あ
り
、
弘
法
大
師
で
は
「
即
身
成
仏
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

私
の
理
論
で
は
、
意
識
水
準
の
ロ
ゴ
ス
の
世
界
で
は
、
日
々
刻

々
と
相
対
・
有
限
・
時
間
的
な
世
界
を
弁
証
法
的
に
運
動
し
て
成

っ
て
い
く
の
で
す
が
、
し
か
し
、
道
元
や
空
海
の
よ
う
に
、
修
行

に
よ
っ
て
真
の
人
に
「
成
」
れ
ば
、
も
う
そ
こ
で
は
、
成
る
こ
と

は
無
く
な
る
と
言
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
絶
対
・
無
限
・
永
遠
が

待
ち
受
け
て
お
り
、
時
間
を
超
越
し
て
不
死
の
境
地
に
至
る
か
ら

で
す
。
で
も
、
そ
の
た
め
に
は
、
修
行
が
い
り
ま
す
が
。

来
月
か
ら
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
よ
う
に
こ
の
「
現
成
公
案
」

の
巻
に
は
、
こ
う
し
た
境
地
に
達
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
が
、
続
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
現
成
の
「
現
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
疑
問
が

残
っ
て
い
ま
す
が
、
道
元
の
時
間
論
を
論
じ
る
時
が
来
る
ま
で
、

残
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
時
間
論
が
ま

た
、
難
し
く
て
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

生

き

甲

斐

あ

る

余

生

は

老
人
を

ほ
め
よ
・
叱
る
な

生
き
甲
斐
が

溢
れ
る
余
生

送
ら
す
た
め
に

老
人
を

尊
敬
す
れ
ば

自
ず
か
ら

そ
う
な
る
も
の
と

知
る
べ
し
ぞ

恩

と

お

陰

は

死

語

他
己
が
や
せ

自
己
が
肥
り
し

今
の
世
で

恩
と
お
陰
は

死
語
と
な
り
け
り

金

の

切

れ

目

親
子
で
も

金
の
切
れ
目
は

縁
の
切
れ
目

ま
し
て
親
戚

言
う
に
及
ば
ず

仁

・

義

・

礼

思
い
や
り
が

失
わ
れ
た
か
ら

人
の
温
か
さ
を

教
え
ろ

規
範
性
が

失
わ
れ
た
か
ら

悪
い
こ
と
は
悪
い

善
い
こ
と
は
善
い
と

教
え
ろ

こ
れ
で
は
だ
め
だ

思
い
や
り
が

失
わ
れ
た
ら

大
慈
大
悲
を
教
え
よ

規
範
性
が

失
わ
れ
た
ら

仁
を
教
え
よ

乱
れ
た
ら

乱
れ
た
徳
を

言
わ
な
い
で

乱
れ
る
前
の

徳
を
言
う
べ
し

人

生

の

意

味

辛
く
と
も

死
の
縁
あ
ゆ
む

人
の
み
が

知
る
こ
と
の
で
き
る

人
生
の
意
味
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子

ど

も

た

ち

の

願

い

子
ど
も
た
ち
に

未
来
の
願
い
事
を

書
か
せ
た
ら

み
ん
な
自
分
の

こ
と
ば
か
り

社
会
へ
の
思
い
は

何
も
な
い

し

て

も

ら

っ

た

こ

と

自
己
に
閉
じ
れ
ば

し
て
も
ら
っ
た
こ
と
は

直
ぐ
に
忘
れ
る
が

し
て
や
っ
た
こ
と
は

い
つ
ま
で
も

覚
え
て
い
る

忘

れ

ら

れ

た

言

葉

お
か
げ
さ
ま

報
恩

忘
れ
ら
れ
た
言
葉

い
ま
多
く
の
人
は

人
の
心
に
感
じ
る
こ
と
も
な

く自
分
を
犠
牲
に
し
て
も

人
を
助
け
よ
う
と
す
る
こ
と

も
な
く

人
に
感
謝
す
る
こ
と
も
な
く

人
に
恩
返
し
す
る
こ
と
も
な

い

恩

と

報

恩

今
の
世
は

恩
と
い
う
字
が

死
語
と
な
り

世
話
に
な
っ
て
も

そ
し
ら
ぬ
顔
す

人
間
の

人
間
ら
し
さ
は

人
さ
ま
を

世
話
す
る
こ
と
に

あ
る
け
れ
ど

逆
か
ら
見
れ
ば

人
さ
ま
に

助
け
ら
れ
た
ら

そ
の
恩
を

感
じ
て
報
恩

す
る
こ
と
が

人
間
ら
し
さ
の

あ
か
し
で
も
あ
る

失

わ

れ

る

人

情

人
の
世
で

人
が
失
う

人
の
情

人
の
心
を

人
が
感
じ
ず

人
情
は

人
の
心
を

感
じ
る
こ
こ
ろ
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
七
三
）―

法
句
経
解
説
―

（
二
五
三
）
他
人
の
過
失
を
探
し
求
め
、
つ
ね
に
怒
り
に
た

け
る
人
は
、
煩
悩
の
汚
れ
が
増
大
す
る
。
か
れ
は
煩
悩
の
汚

れ
の
消
滅
か
ら
遠
く
隔
っ
て
い
る
。

い
ま
の
大
学
の
現
状
を
み
て
い
ま
す
と
、
こ
の
偈
が
ぴ
っ
た
り

当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
お
互
い
に
「
他
人
の
過
失
を
探

し
求
め

、
足
を
引
っ
張
り
合
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
小
さ
な
こ

」

と
で
も
よ
い
、
過
失
が
見
つ
か
り
ま
す
と
、
上
役
（
管
理
者
）
に

す
ぐ
告
げ
口
を
し
て
自
分
の
点
数
を
か
せ
ぎ
、
立
場
を
よ
く
し
よ

う
と
も
が
き
ま
す
。
ま
た
、
少
し
で
も
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
研
究

を
す
る
人
は
妬
ま
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
も
ぐ
ら
叩
き
の
よ
う
に
、

よ
っ
て
た
か
っ
て
出
る
杭
を
打
ち
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
を
や
ら
れ

た
人
は
や
ら
れ
た
人
で
、
怒
り
に
狂
っ
て
、
仕
返
し
を
た
く
ら
む

こ
と
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
お
互
い
に
恨
み
の
晴
ら

し
あ
い
に
奔
走
し
て
い
る
の
で
す
。
勿
論
、
そ
れ
は
直
接
的
に
出

世
競
争
・
所
得
増
大
競
争
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
大
学
の
現
状
ほ
ど
に
、
こ
の
偈
の
「
煩
悩
の
汚
れ
が
増

大
」
し

「
煩
悩
の
汚
れ
の
消
滅
か
ら
遠
く
隔
っ
て
い
」
く
例
と

、

し
て
適
切
な
例
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
ほ
ど
で
す
。
嘆
か
わ
し
い

限
り
で
す
。
こ
れ
で
は
何
時
ま
で
た
っ
て
も
、
自
分
が
幸
せ
に
な

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

相
対
な
存
在
者
は
、
必
ず
間
違
い
を
犯
し
ま
す
。
私
の
体
験
で

す
と
、
毎
日
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
間
違
い
だ
と
思
え
る
大
学
の

同
僚
す
ら
い
ま
す
。
で
も
、
大
切
な
こ
と
は
、
他
者
の
間
違
い
や

過
ち
を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
も
同
じ
よ
う
に
間
違
い
や

過
ち
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
す
。

な
の
に
、
悲
し
い
か
な
、
他
者
の
間
違
い
や
過
失
を
指
摘
す
る

人
は
、
自
分
の
間
違
い
や
過
失
を
棚
上
げ
し
て
い
ま
す
。
自
分
が

間
違
い
や
過
失
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
、
実
は
、
気
づ
い
て
い
な

い
の
で
す
。

い
ま
、
日
本
人
は
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
て
、
逆
に
、
こ
こ
ろ

が
貧
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
自
己
を

肥
大
さ
せ
て
、
そ
の
分
、
他
己
を
萎
縮
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

実
は
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
る
ほ
ど
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な

ら
な
い
と
き
、
自
分
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
他
者
が
悪
い
と
思
っ

て
し
ま
う
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
の
悪
に
気
づ
か
な
い

で
、
相
手
に
対
し
て
怒
り
を
感
じ
、
相
手
の
過
失
を
あ
げ
つ
ら
う

こ
と
に
な
っ
て
行
く
の
で
す
。

相
対
な
も
の
は
、
自
分
だ
け
が
絶
対
に
よ
い
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
互
い
に
相
互
限
定
し
あ
っ
て
い
ま
す
。
相
手
が
悪
い

の
も
、
結
局
、
自
分
が
悪
い
の
で
す
。
責
任
は
自
分
に
も
あ
る
の
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で
す
。
そ
の
こ
と
を
謙
虚
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
二
五
三
）
虚
空
に
は
足
跡
が
無
く
、
外
面
的
な
こ
と
を
気

に
か
け
る
な
ら
ば

（
道
の
人
）
で
は
な
い
。
ひ
と
び
と
は

、

汚
れ
の
あ
ら
わ
れ
を
た
の
し
む
が
、
修
行
完
成
者
は
汚
れ
の

あ
ら
わ
れ
を
た
の
し
ま
な
い
。

こ
の
偈
は
、
結
構
、
難
し
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
中
村
元
先
生

の
訳
注
に
よ
り
ま
す
と
、
過
去
に
な
さ
れ
た
こ
の
偈
の
注
釈
も
、

い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
あ
る
よ
う
で
す
。

私
に
は
、
次
の
よ
う
に
読
め
ま
す
。

外
面
的
な
こ
と
を
気
に
か
け
る
こ
と
は
、
虚
空
に
足
跡
が

無
い
よ
う
に
、
き
わ
め
て
虚
し
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

道
の
人
は
、
そ
れ
を
気
に
は
か
け
な
い
。
し
か
し
、
外
面
的

な
こ
と
を
気
に
か
け
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
多
く
の
人
の
よ

う
に
、
外
面
に
見
ら
れ
る
汚
れ
の
あ
ら
わ
れ
を
た
の
し
む
わ

け
で
は
な
い
。

内
容
で
す
が
、
で
は
「
外
面
的
な
こ
と
を
気
に
か
け
る
こ
と
」

と
は
、
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
そ
れ
は
、
例
え

ば
着
る
服
で
あ
る
と
か
、
食
べ
る
物
で
あ
る
と
か
、
住
む
家
で
あ

る
と
か
、
と
い
っ
た
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
を
気
に
か
け
る
こ
と
は
、
実
に
虚
し

い
こ
と
な
の
で
す
。

な
の
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
、
日
本

人
は
こ
ん
な
こ
と
ば
か
り
を
気
に
か
け
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
い
ま
や
世
界
に
誇
る
経
済
大
国
に
な
り
ま
し
た
。

で
も
、
そ
れ
は
、
こ
の
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
こ
ろ
の
汚

れ
、
つ
ま
り
内
面
の
汚
れ
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
す
。
で
は
、
そ
の

汚
れ
と
は
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

私
の
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
自
己
の
情
動
へ
の
執

着
だ
と
言
え
ま
す
。
自
己
の
情
動
と
は
、
自
分
の
欲
望
、
情
緒
、

気
分
な
ど
で
す
。
欲
望
は
、
大
き
く
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
①
性
欲

（
子
孫
繁
栄
欲
を
含
む
）
②
食
欲
（
物
欲
・
金
銭
欲
を
含
む

、
）

③
優
越
欲
（
勝
利
欲
・
権
力
欲
を
含
む
）
で
す
。

仏
教
で
は
、
こ
う
し
た
欲
望
の
あ
ら
わ
れ
を
煩
悩
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
煩
悩
は
、
私
の
モ
デ
ル
で
は
、
無
意
識
に
宿
る
「
生
命
蔵

識
」
か
ら
発
す
る
生
き
ん
と
す
る
精
神
の
働
き
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
煩
悩
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
死
を
意

味
し
ま
す
。
煩
悩
は
否
定
し
て
も
否
定
し
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
生
き
ん
と
す
る
生
命
力
の
根
源
で
す

か
ら
、
実
は
、
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

で
も
、
間
違
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
自
ら
の
生
き
ん
と
す
る

力
を
欲
望
や
情
緒
の
満
足
に
だ
け
費
や
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
自
己
の
生
の
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
宗
教
の
大
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切
な
要
素
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
振
り
向
け
る
べ
き
な
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
追
求
す
る
と
き

「
天
上
天
下

唯
我

、

独
尊
」
と
い
う
境
地
に
至
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
至
っ

た
と
き
、
外
面
的
な
こ
と
に
、
執
着
す
る
必
要
が
ま
っ
た
く
無
く

な
っ
て
く
る
の
で
す
。
外
面
的
な
こ
と
を
楽
し
ま
な
く
て
も
よ
く

な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
ら
の
こ
こ
ろ
を
磨
く

修
行
が
い
る
の
で
す
が
。

（
二
五
五
）
虚
空
に
は
足
跡
が
無
く
、
外
面
的
な
こ
と
を
気

に
か
け
る
な
ら
ば

（
道
の
人
）
で
は
な
い
。
造
り
出
さ
れ

、

た
現
象
が
常
住
で
あ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
真
理
を
さ
と

っ
た
人
々
（
ブ
ッ
ダ
）
は
、
動
揺
す
る
こ
と
が
な
い
。

出
だ
し
の
文
章
は
前
の
偈
と
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
「
外
面
的
な

こ
と
を
気
に
か
け
る
こ
と
は
、
虚
空
に
足
跡
が
無
い
よ
う
に
、
き

わ
め
て
虚
し
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
道
の
人
は
、
そ
れ
を
気

に
は
か
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

続
け
て
、
外
面
的
な
も
の
は
、
造
り
出
さ
れ
た
現
象
で
あ
り
、

。

。

そ
れ
は
常
住
で
は
あ
り
え
な
い

常
に
虚
ろ
い
行
く
世
界
で
あ
る

、

。

そ
う
し
た
も
の
に
依
存
し
て
い
れ
ば

人
間
は
動
揺
を
免
れ
な
い

、

。

そ
れ
は

自
分
の
よ
っ
て
立
つ
地
盤
が
揺
ら
ぐ
こ
と
を
意
味
す
る

人
間
は
何
か
に
依
存
し
な
け
れ
ば
、
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
何
に

依
存
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
世
間
の
評
価
に
依
存
し
て
い
ま
す
と
、
そ
の
評
価
が

変
わ
れ
ば
、
動
揺
し
て
、
幸
せ
で
は
な
く
な
っ
て
行
き
ま
す
。
そ

れ
が
、
権
力
で
あ
っ
て
も
、
財
産
で
あ
っ
て
も
、
健
康
で
あ
っ
て

も
、
他
の
ど
ん
な
欲
望
で
あ
っ
て
も
同
様
で
す
。

そ
う
し
た
外
面
的
な
も
の
は
全
て
う
つ
ろ
っ
て
い
く
も
の
な
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
依
存
す
れ
ば
、
動
揺
を
免
れ
な
い
の

で
す
。

（

）

、

、

真
理
を
さ
と
っ
た
人
々

ブ
ッ
ダ

は

外
面
的
な
も
の
に
は

。

。

、

依
存
し
ま
せ
ん

内
面
の
仏
性
に
依
存
し
て
い
ま
す

で
す
か
ら

外
面
の
ど
ん
な
変
化
に
も
動
揺
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

そ

の
外
面
的
な
も
の
に
は
、
自
分
の
い
の
ち
も
含
ま
れ
ま
す
。
で
す

か
ら
、
い
の
ち
へ
も
依
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
い
の
ち
に
依
存
し
て

い
ま
す
と
、
死
が
訪
れ
ま
す
と
、
不
幸
を
か
こ
ち
ま
す
。
あ
る
い

は
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
恐
怖
を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

外
面
的
な
も
の
は
裏
切
り
ま
す
が
、
内
面
的
な
も
の
は
裏
切
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
依
存
す
る
た
め
に
は
、

意
識
し
て
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
か
ら
だ
や
こ
こ
ろ
を
使
っ
た
、
修

行
が
い
り
ま
す
。
現
代
人
は
、
安
直
に
何
で
も
、
あ
た
ま
で
理
解

、

、

、

し
て

利
用
し
よ
う
と
し
ま
す
が

そ
う
は
行
か
な
い
と
こ
ろ
が

人
間
の
も
つ
一
つ
の
悲
し
さ
と
い
え
ま
す
。
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後
記

一
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
は
、
論
理
が
少
々
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し

て
い
ま
し
た
し
、
少
し
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
と
し
ま
し

て
は
、
精
一
杯
や
さ
し
く
解
説
し
た
つ
も
り
な
の
で
す
が
。
こ
れ

以
上
は
体
験
し
て
頂
く
以
外
に
方
法
は
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

二
、
今
回
も
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
他
人
の
説
や
考
え
方
を

取
り
上
げ
て
批
判
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ

に
は
、
そ
の
人
を
お
と
し
め
よ
う
と
い
う
意
図
は
全
く
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
従
来
の
解
釈
の
水
準
を
示
す
た
め
の
代
表
に
な
っ
て

頂
い
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
も
、
で
き
る
だ
け
避
け
た
い
と
は

思
っ
て
い
ま
す
が
。

三
、
道
元
が
望
む
よ
う
に

「
平
等
即
差
別
、
差
別
即
平
等
」
と

、

い
う
公
案
の
現
成
を
体
験
す
る
人
が
、
少
し
ず
つ
で
も
増
え
て
こ

な
い
限
り
、
世
界
平
和
の
実
現
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
の
解
消
、

紛
争
の
解
決
は
、
困
難
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

四
、
先
月
号
で
紹
介
し
ま
し
た
、
論
文
「
人
権
問
題
に
関
す
る
基

礎
的
研
究
」
を
読
ん
で
コ
メ
ン
ト
し
て
下
さ
っ
た
方
が
何
人
か
あ

り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
結
構
難
し
か
っ
た
よ

う
で
す
が
。

五
、
こ
の
論
文
の
送
付
を
申
し
込
ま
れ
て
来
た
お
手
紙
の
中
に
、

中
学
校
の
教
員
を
し
て
お
ら
れ
な
が
ら
、
も
う
二
十
五
年
も
人
工

透
析
を
続
け
て
お
ら
れ
る
方
が
あ
り
ま
し
た
。
創
刊
以
来
、
ず
っ

と
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
の
読
者
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
方
の

手
紙
に
、
月
・
水
・
金
と
週
三
日
、
五
時
間
に
わ
た
る
透
析
を
う

け
な
が
ら
も
、
現
職
教
員
で
務
め
ら
れ
る
の
は

『
こ
こ
ろ
の
と

、

も
』
の
教
え
を
守
り
、
実
践
し
よ
う
と
心
が
け
て
い
る
こ
と
と
、

障
害
児
と
共
に
歩
ん
で
き
た
お
陰
（
こ
の
方
は
ず
っ
と
続
け
て
障

害
児
教
育
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
）
だ
と
思
う
、
と
書
い
て
あ

り
ま
し
た
。

六
、
こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
も
、
も
う
来
年
で
一
〇
年
に
な
り

ま
す
し
、
一
区
切
り
で
す
の
で
、
来
年
ぐ
ら
い
で
ぼ
ち
ぼ
ち
休
刊

か
廃
刊
に
し
よ
う
か
と
、
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
ん
な
方
が

お
い
で
な
の
で
続
け
よ
う
か
と
思
い
直
し
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
年
十
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
九
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

十
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
○
六
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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