
小
特
集
●
文
化
学
へ
の
招
待

日
本

人

の
心

の
襞

を

探

る
i

相
良

亨

『日
本
人
の
心
』
を
読
ん
で

渡
部

武

敗
戦
。
暑

い
夏
だ

っ
た
。
歴
戦

の
兵
ど
も
は
動
揺
し
た
。
負
け
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、
彼
等

は
身

を
も

っ
て
知

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
ら
ぬ
私
は
ホ
ッ
し
た
の
を
今
で
も
思
い
出
す
。
敗
戦

の
原
因
、

再
建

の
方
途
が
問
わ
れ
る
な
か
で
、
日
本
人
の
在
り
方
に
対
す
る
全
面
的
な
反
省
が

は
じ
ま
り
、
日
本
民
族

の
過
去
、

特
に
伝
統
、
民
族
的
精
華
と
い
わ
れ
た
も
の
が
、
戦
争
責
任
を
問
わ
れ
、
近
代
化

・
民
主
化

の
前
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
、

断
罪
さ
れ
た
。
時
が
移
り
、
高
度
経
済
成
長
期
を
経
過
し
て
、
経
済
大
国
日
本
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な

っ
た
。
こ
の
日

本
の
成
功
の
原
因
は
何
か
を
め
ぐ

っ
て
、
内
外
の
学
者
の
関
心
が
あ

つ
ま
り
、
幾
多

の
論
議
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で

は
、

か

っ
て
封
建
的
残
滓
と
さ
れ
た
も
の
が
見
直
さ
れ
、
評
価
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
同
時
に
国
民
の
日
本
の
歴
史

へ

の
関
心
は
根
強
く
、
ま
た
日
本
人
論
や
日
本
文
化
論
も
賑
わ
う
よ
う
に
な

っ
た
。

わ
が
国
は
今
繁
栄

の
さ
な
か
に
、
価
値
観
が
多
様
化
し
、
自
由
と
放
縦
と
の
境
が
見
失
わ
れ
、
平
等
化
が
進
む
に
つ

れ
責
務

の
観
念
は
後
退
し
、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
と
し
て
も
、
国
民
と
し
て
も
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ

ィ
を
失
う
の
で

は
な

い
か
、
と
憂
う
る
声
が
あ
が

っ
て
い
る
。
我
が
国
の
現
状
が
こ
の
よ
う
に
憂
う
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
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危
機

を
克
服
す
る
に
は
、
未
来
を
望
み
な
が
ら
歴
史
に
聞
く
こ
と
が
、
有
力
な
手
だ
て
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、

こ
の
こ
と
と
は
関
係
な
し
に
、

こ
の
と
こ
ろ
の
日
本
史
や
日
本
人
論

.
日
本
文
化
論
の
静
か
な
ブ
ー
ム
は
続

い
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
に
聞
こ
う
と
も
せ
ず
現
実
の
危
惧
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
規
範
意
識

の
み
先
行

し
、
真
剣
に
道
徳
の
法
律
化
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
り
、
道
徳
教
育
振
興
の
声
は
い
よ
い
よ
高
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。

今
必
要
と
お
も
わ
れ
る
基
本
的
事
柄

の
一
つ
は
、
歴
史
、
そ
し
て
伝
統
と
謙
虚
に
真
剣
に
対
話
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
が
、
現

に
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
無
意
識
に
心
の
底
で
思

っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
見

つ
め
、
こ
れ
を
伝
統
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
理
解
し
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
る

可
能

性
を
追
う
こ
と
で
あ
る
。」
そ
の
た
め
に
、
「
日
本
人

の
心
の
豊
か
な
襞
を
、
私
の
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
追
」
う
こ

と
は
必
然
と
な
る
。
問
題
意
識
を
共
有
す
る
者
に
と

っ
て
、
相
良
亨
氏
の

『
日
本
人
の
心
』
は
、
内
容
に
つ
い
て
賛
成

す
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
必
見
の
書
と
い
え
よ
う
。

さ

て
、
本
書
の
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
章

交
わ
り
の
心

二
章

対
峙
す
る
精
神

三
章

純
粋
性
の
追
求

四
章

道
理
の
風
化

五
章

持
続

の
価
値

六
章

あ
き
ら
め
と
覚
悟

七
章

死
と
生

八
章

お
の
ず
か
ら

本
書

は
、

一
章
か
ら
七
章
に
わ
た

っ
て
日
本
人
の
心
の
あ
り
方

の
七
つ
の
側
面
を
追
究
し
、
八
章
で
は
こ
れ
ら
の
根
底

に
働
く

「
お
の
ず
か
ら
」

の
形
而
上
学
を
解
明
す
る
と
い
う
、
そ

の
よ
う
な
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
な
お
、

一
章
か
ら

五
章

に
は
現
実
に
対
し
て
の
日
本
人
の
心
の
あ
り
よ
う
、
は
た
ら
き
よ
う
、
と
く
に
対
人
関
係
や
対
共
同
体
関
係
に
示

さ
れ

て
い
る
心
的
な
特
性
が
描
か
れ
、
六
章
と
七
章

に
は
そ
れ
ら
を
支
え
て
い
る
日
本
人
の
宗
教
的
な
心
情
が
追
求
さ

れ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て

「
お
の
ず
か
ら
」

の
形
而
上
学
が
提
示
さ
れ
る
。
著
者
は
、
各
章
の
テ
ー
マ
の
相
互
関
連
と
、

こ
の
中
に

一
個
の
日
本
人
の
生
き
た
姿
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
こ
と
を
配
慮
し
て
筆
を
進
め
、
さ
ら
に
そ
の
全
体
像

に
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面

・
特
性
が
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

本
書
が
日
本
人
の
心
の
あ
り
方
と
し
て
示
す
諸
側
面
は
、
こ
れ
ま
で
に
先
学
が
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
が
も
つ
内
容

の
深
み
と
豊
か
さ
を
資
料
を
駆
使
し
て
追

っ
て
い
る
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こ
と
、
ま
た
は
じ
め
に
紹
介
し
た
問
題
意
識
に
従

っ
て
著
者
が
そ
れ
ら
に
内
在
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
解
明
を
試

み
て

い
る
点
に
、
本
書

の
存
在
意
義
が
あ
る
。
情

の
交
わ
り
の
深
さ
そ
の
超
越
的
性
格

の
解
明
、
純
粋
な
心
、
無
私
性
、
誠

の
問

題
点
の
指
摘
、
武
士
の
精
神
と
そ
の
伝
統

の
果
た
し
た
歴
史
的
意
義
の
再
評
価
、
道
理
の
風
化

と
そ
の
克
服

の
問

題
、

さ
ら
に
日
本
人

の
心

の
あ
り
方
の
根
底
に
あ
る
宗
教
的
心
情
の
解
明
と
、
そ
れ
に
よ
る
超
越
や
普
遍

へ
の
思
考

の

可
能
性

の
探
求
な
ど
に
つ
い
て
の
鬢
口及
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
の
本
格
的
な
解
明
は
今
後

の
課
題
と
し
て
残

さ
れ

て
お
り
、
著
者
に
よ
る
今
後
の

「
お
の
ず
か
ら
の
形
而
上
学
」
の
展
開
と
普
遍
的
な

「
理
の
哲
学
」
、

さ
ら
に
そ

れ
ら
を
基
盤
と
し
た

「
誠
の
倫
理
学
」
の
試
み
に
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

二

本
書
の

一
連
の
主
張
を
取
り
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

(1
)
日
本
人
は
心
情
の

純
粋
さ
を
ひ
た
す
ら
追
求
し
た
が
、

(2
)
そ
れ
が
精
神

の
緊
張
を
欠
く
と
き
力
を
失
い
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
導
か

れ
る
と
き
方
向
を
失
う
。

(3
)
そ
れ
に
は
、
普
遍
的
な
理
に
つ
い
て
の
意
識
が
自
覚
的
に
形
成
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と

が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。

(4
)
し
か
し
、
宗
教
的
な
情
操
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
豊
か
な
優
れ
た
精
神
的
な
営
み
と
人

生
を
実
現
し
た
先
人
を
持

っ
て
い
る
。

(5
)
以
上
か
ら
導
か
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
、

(ア
)
普
遍
的
な
理
の
意

識
を
ど
の
よ
う
に
確
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
、

(イ
)
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
的
な
心
情
を
理
解
し
、
絶
対
や
超
越

へ
の
認

識
を
育
て
る
.」
と
に
あ
る
。
敢
え
て
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
な
が
ら
、
著
者
の
問
題
意
識
の
強
烈
さ
と
は
裏
腹

に
・
な
ん

と
な
く
出
口
の
な
さ
、
問
題
解
決

の
緒
口
が
見
付
か
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
を
懐

い
た
。
そ
れ
は
、
前
半

の
山
場

が

「道
理
の
風
化
」
で
あ
り
、
後
半

の
し
た
が

っ
て
ま
た
全
体
の
締
め
括
り
が

「
お
の
ず
か
ら
」

の
形
而
上
学
と
な

っ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
道
理
が
情
に
吸
収
さ
れ
れ
ば
精
神
的
な
緊
張
は
失
わ
れ
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
身
を

委
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

「
お
の
ず
か
ら
」
に
参
入
し
て
生
き
よ
と
い
う
の
で
は
、
思
想
的
な
営
為
は
不
可
能
と
な

り
、

心
情

の
純
化
と
い
う
虚
無
的
な
精
神
の
営
み
が
残
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ

ら
に
、
道
理
が
風
化
す
る
に
と
も
な

っ
て
、
客
観
的
な
規
範
と
し
て
現
に
今
あ
る
制
度

・
習
俗

へ
随
順
す
る
と
い
う

の

で
は
考
、兇
る
こ
と
の
意
味
も
失
わ
れ
、
人
生
も
太
平
洋
戦
争
時
代
の
滅
私
も

っ
て
大
義
に
生
き
る
体

の
も

の
に
な
る
の
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で
は
な
い
か
。
本
書

の
論
述
に
う
な
ず
き
な
が
ら
、
読
み
終

っ
て
の
感
想
は
こ
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
感
想
を
な
ぜ

い
だ
い
た
か
、

い
く

つ
か
の
要
因
が
あ
る
が
、
ま
ず

「
情
」
の
扱
い
に
問
題
が
あ
る
と
思

わ
れ

る
。

「
情
」
が

「
な
さ
け
」
で
あ
れ
ば
プ
ラ
ス
の
概
念
で
あ
り
、
交
わ
り
形
成
の
契
機
と
な
り
、
精
神
的
な
緊
張

の
高

み
に
応
じ
て
親
鸞

・
道
元
の
慈
悲

に
至
り
得
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な

「
情
」
が
道
理
を
吸
収
す
る
の

は
当
然
の
筋
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
情

に
は
、
情
欲
と
し
て
の
情
、
感
情
と
し
て
の
情
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
包
込
ん

だ
・

ほ
と
ん
ど
性
と
い

っ
て
よ
い
情
と
い
う
使
い
方
が
あ
る
。
本
書
で
は

「
な
さ
け
と
し
て
の
情
」
に
注
目
し
て
、
そ

の
他

の
情

へ
の
配
慮
が
足
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
道
理
を
風
化
す
る
情
は
ま
さ
に
こ
の

「
な
さ
け
と
し
て
の
情
」

で
あ

る
。
し
か
し
、
親
鸞
を
捨
身
の
慈
悲
の
高
み
に
導
い
た
の
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫

.
悪
人

の
情
欲
と
の
戦

い
で
は
な

か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
天
に
お
ど
り
、
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
、
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
」
(歎
異
抄
)
で
あ
る
は
ず

の

念
仏
を
申
し
て
も

一
向
に
そ
の
気
に
さ
せ
な
い
よ
う
妨
げ
て
い
る
煩
悩
と
の
戦
い
を
抜
き
に
し
て
は
慈
悲

の
高
み
に
は

達
し
得
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
道
元
に
お
い
て
も
、
栄
西
の
慈
悲
の
実
践
に
感
動
す
る
前
提
と
し
て
は
、
八
歳

の

時
母
と
死
別
し
て
か
ら
の
情
念
と
し
て
の
無
常
感
を
無
常
観
に
ま
で
高
め
る
長
く
苦
し
い
内
面
の
闘
い
が
あ

っ
た
こ
と

は
確

か
で
あ
る
・
概
し
て
呆

人
は
禁
欲
主
義
的
で
は
な
い
。
目
本
仏
教
は
戒
律
を
簡
素
化
し
世
俗
化
し
た
。
朱
子
学

を
標
榜
し
た
林
羅
山
が

「
人
欲
の
公
」
を
説
い
た
の
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
江
戸
儒
学
は
人
欲
に
寛
容
で
あ

っ
た
。
情

の
な
さ
け
と
は
異
な
る
側
面
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
心
の
襞
を
明
ら
か
に
す
る
.」
と
は
、
出
。
を
発
見
す

る
た
め
の
作
業
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次

に
・
精
神

の
緊
張
ξ

い
て
の
叙
述
が
、
出
・
を

つ
け
て
い
く
た
め
に
は
必
要
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
日
本
人
の
心
の
襞
を
深
く
生
き
生
き
と
と
ら
え
る
た
め
に
も
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
精

神
の
緊
張
の
契
機
と
し
て
は
、
理
と
情
、
理
と
事
、
私
と
公
、
自
然
と
作
為
、
自
然
と
精
神
な
ど
を
挙
げ
る
.」
と
が
で

き
る
。
し
か
し
・
こ
れ
ら
の
諸
契
機

は
西
洋
の
思
想

に
お
け
る
も

の
で
あ

っ
て
、
日
本
で
は
、
特
に
日
本
の
近
代
以
前

で
は
と
い
う
感
が
し
な
い
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
日
本
人
に
そ
れ
ら
が
全
く
欠
け
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
杲

人
が

ひ
た
す
ら
心
情
の
純
粋
性

・
無
私
性
を
追
求
し
、
普
遍
的
な
理
を
客
観
的
に
追
求
す
る
態
度
を
形
成
す
る
.」
と
な

く
、
習
俗

へ
の
随
順
に
お
い
て
理
に
生
き
う
る
と
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
心

丶
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情
を
純
化
し
無
私
な
ら
し
め
る
過
程
、
そ
こ
に
お
け
る
理
と
情
、
自
然
と
作
為
、
自
と
他
、
公
と
私
と
の
聞
の
対
立
6

葛
藤
が
ど
う
処
理
さ
れ
て
い

っ
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
か
ら
異
な

っ
た
思
想
回
路
を

つ
け
る
可
能
性

も
生

じ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
純
粋

・
無
私
が
日
本
人
を

ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
す
る
こ
と
な
く
、
精
神

の
衰
弱
を
招
く
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
そ
れ
ら
を
動
機
に
意
気

・
士
気
を
結
晶
さ
せ
て
き
た
こ
と
は
、
精
神
内
部

の
厳
し
い
葛
藤
、
闘
い
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
葛
藤

・
闘
い
の
過
程
が
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
課
題
に
迫
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

日
本
人
は
己
れ
、
と
く
に
己
れ

の
内
面
史
を
語
り
た
が
ら
な
い
。
西
洋
が
幾
多
の
優
れ
た
自
伝
を
持

っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
我
が
国
に
は
福
沢
諭
吉
、
内
村
鑑
三
な
ど
そ
の
例
は
極
め
て
乏
し
い
。
基
本
的
に
は
日
本
人
の
自
我

の
未
成

熟
に
よ
る
弱
さ
が
原
因
だ
と
さ
れ
る
が
、
自
分
の
つ
ら
く
苦
し
い
心
の
中
を
語
る
こ
と
を
、
煩
悩

の
所
為
と
し
て
戒
め

る
仏
教
思
想
や
女
々
し
く
は
か
な
い
と
し
て
禁
ず
る
武
士
的
精
神
の
影
響
の
強
さ
も
見
逃
せ
な
い
。
資
料

の
制
約
が
あ

ろ
う
が
、
日
本
人

の
精
神
の
緊
張
を
取
り
上
げ
て
解
明
し
、
客
観
的
に
叙
述
す
る
試
み
を
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

精
神

の
緊
張

の
点
で
興
味
を
引
か
れ
る
の
が
二
章

「
対
峙
す
る
精
神
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
武
士
の
対
峙
的
人
倫
観

を
取

り
上
げ
、
そ
れ
は
武
士
が
生
死

・
存
亡
を
か
け
た
に
ら
み
あ
い

・
戦
い
の
な
か
で
「あ
り
の
ま
ま
の
自
己
」
即

「あ

る
べ
き
自
己
」
に
鍛
え
上
げ
る
過
程
に
お
い
て
精
神
的
な
独
立
性
を
確
立
し
、
そ
れ
と
と
も
に
自
ら
を
敬
す
る
と
と
も

に
敵
を
も
敬
す
と
い
う
内
容
で
あ

っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
対
峙
的
人
間
観
か
ら
生
ま
れ
た
独
立
の

精
神

は
、
西
欧
の
近
代
的
人
間
観
受
容
の
素
地
と
な

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
武
士
の
対
峙
す

る
精
神
が
自
己
を
絶
対
化
す
る
方
向
に
向
か
わ
ず
、

「
人
は
人
た
り
、
我
は
我
た
り
」
と
い
う

一
隅
に
立
つ
姿
勢
を
結

実
し
た
こ
と
、
し
か
も
こ
の
姿
勢

に
つ
な
が
る
も
の
が
、
実
は
日
本
人
の
心
の
中
に
流
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
に
解
明
さ
れ
た
武
士
の
精
神
は
、
日
本
人
の
精
神
的
資
質
が
戦
闘
員
と
し
て
の
体
験
を
通
し
て
結
実
し
た
も
の

で
あ

っ
て
、
貴
重
な
遺
産
と
し
て
評
価
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
を
も
引
き
付
け
て
や
ま
な
い
も
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の
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
沢
諭
吉
や
内
村
鑑
三
た
ち
が
そ
の
中
で
育

っ
た
武
士
の
家
が
消
滅
し
て
か
ら

一
世
紀
以
上
の

歳
月
が
立

っ
た
今
日
わ
れ
わ
れ
は
武
士
の
精
神
を
如
何
に
受
け
止
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
は
戦
闘
を
前
提
に

生
死

・
存
亡
を
分
か
つ
も
の
で
あ
り
、
根
本
に
お
い
て
人
間
関
係
を
否
定
す
る
点
で
、
武
士
の
対
峙
す
る
精
神

・
独
立

の
精
神
は
人
を
孤
独

・
孤
立

へ
と
導
き
か
ね
な
い
。
そ
の
典
型
の

一
つ
を

『
葉
隠
』
の
死
を
覚
悟
し
、
忍
ぶ
恋
に
生
き

る
姿

に
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
危
険
か
ら
武
士
の
精
神
を
守
り
育
て
た
の
は
仏
教
と

儒
教

の
倫
理
思
想
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

な
お
、
同
じ
章
の
末
尾
に

「『
他
は
他
た
り
、
わ
れ
は
わ
れ
た
り
』
、
あ
る
い
は
、
人
間
は
真
理
の
、
し
た
が

っ
て
天

地
の

一
隅
に
し
か
立
ち
え
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
日
本
人
の
多
神
教
的
な
八
百
万
の
神
的

な
考
え
方
に
も

つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
、
こ
の
八
百
万
の
神
的
な
考
え
方
が
、
道
元
や
内
村
鑑
三
の
思
想
に
つ

な
が

る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
道
元
に
お
い
て
は
、
仏
教

の
諸
法
実
相
や
悉
有
仏
性
の
考
え
方
と
八

百
万

の
神
的
な
考
え
方
と
の
相
互
交
渉
や
影
響
に
つ
い
て
思
想
的

・
思
想
史
的
な
解
明
に
よ
る
実
証
が
必
要
と
思
わ
れ

る
。

ま
た
、
内
村
に
つ
い
て
は
、
彼
が
自
伝
の
中
で
、
八
百
万
神
の
前
に
彼
の
魂
が
如
何
に
混
乱
、
苦
悩
し
た
か
、
キ

リ
ス
ト
教
に
入
信
し
て
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
、
い
か
に
晴
れ
ぼ
れ
と
し
た
か
を
語

っ
て
お
り
、
こ
の
八
百
万
神
信
仰
か

ら
の
脱
出

の
体
験
と

の
調
整
が
必
要
と
お
も
わ
れ
る
。
読
み
す
や
く
啓
蒙
的
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
本
書

の
性
質
か
ら

省
略

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
応
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四

最
後
に
、
日
本
人
の
心
の
襞
を
追
い
、
そ
の
特
質
と
伝
統
を
明
ら
か
に
し
、
今
日
の
思
想
的
課
題
に
対
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
仕
方
や
意
識
構
造
、
思
想
構
造
と
言
葉
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
言
葉
に
よ

っ
て
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
時
枝

誠
記

に
よ
れ
ば
、
日
本
語
の
文
の
構
造
は
、
基
本
的
に
は
詞
が
辞
に
よ

っ
て
総
括
さ
れ
る
風
呂
敷
型
構
造

の
形
式
に
よ

り
、

さ
ら
に
そ
れ
が
順
次
に
詞
辞
の
結
合
し
た
も
の
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
入
子
型
構
造

の
形
式
に
よ

っ
て
、
統

一
さ

れ
て

い
る

(『
国
語
学
原
論
』)
。

こ
の
構
造
か
ら
日
本
語
の
特
質
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、

日
本
語
に
よ
る
思
想
表
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現
上

の
特
徴
が
解
明
さ
れ
る
が
、

中
村
雄
二
郎
の
整
理
を

参
考
に
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

(『制
度
と
惰

念
と
』
)
。

第

一
に
、
日
本
語
に
お
い
て
は
、
文

の
全
体
が
主
体
的
な
も
の
の
直
接
的
表
現
で
あ
る

「
辞
」

に
よ

っ
て
包
ま
れ
る

か
ら
、
文
は
主
観
性
を
帯
び
た
も

の
と
な
る
。
第
二
に
文
の
部
分
で
あ
る
入
子
も

「
詞
」
(客
体
的
な
も
の
の
表
現
)
と

辞

の
統

一
体
で
あ
る
か
ら
、
日
本
語
の
文
は
主
客
の
融
合

・
統

一
を
重
層
的

に
含
ん
で
お
り
、
体
験
的
に
言
葉
を
深
め

る
に
は
好
都
合
で
あ
る
。
第
三
に
、
文
と
し
て
の
統

一
・
総
括
を
も
た
ら
す

の
は
主
体
的
な
も

の
の
直
接
的
表
現
と
し

て
の

「
辞
」
で
あ
る
か
ら
、
主
語
が
表
現
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
し
た
が

っ
て
第
四
に
、
文
は
主
体
の
お
か
れ
た

「
場

面
」

(場
所
で
は
な
い
)
と
密
接
に
結
び
付
き
、
文
の
理
解
は

「
場
面
」

の
理
解

に
か
か

っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
特
質
の
支
配
下
に
思
惟
し
思
索
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
ど
う
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
。
ま
ず
、
論
理
的
な
対
応
や
統

一
よ
り
も
感
恃
的
照
応

・
観
念
的
統

一
が
優
先
し
、
そ
の
た
め
に
言
語
表

現
の
自
律
的
次
元
を
開
く
こ
と
が
難
し
く
、
ま
た
客
体
化
し
概
念
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
観
念
の
世
界
を
構
想
し
構
築

す
る
こ
と
を
不
得
手
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
江
兆
民
の

「我
日
本
古
よ
り
今
に
至
る
迄
哲
学
無
し
」
の
嘆
き
も
こ
こ

に
胚
胎
し
、
筆
者
の
指
摘
す
る

「普
遍
的
な
理
の
意
識
が
成
熟
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
こ
の
こ
と
と
深
く
関
わ

っ
て

い
る

は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
人
間
関
係
や
社
会
、
歴
史
に
対
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
客
観
化
し
て
内
部
構
造
や
法

則
に
向
か
う
よ
り
は
、
主
観
性
が
優
先
し
主
体
的
主
情
的
に
接
近
し
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る

た
め
に
心
情

の
無
私
性
や
純
粋
性
の
追
求

・
確
保
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
動
機
の
純
粋
さ
を
問
う
に
し
て
も
、
主
体

的
な
欲
求
、
感
情
、
意
志
、
知
性
な
ど
を
客
体
化
し
て
分
析
し
、
理
論
的
に
純
化
徹
底
し
て
、
客
観
的
に
普
遍
妥
当

の

原
理

や
法
則
を
追
求
す
る
姿
勢
は
生
じ
に
く
い
こ
と
に
な
る
。

次

に
、
日
本
人
の
思
考
は
、
日
本
語
の
特
質
に
導
か
れ
て
、
主
客
を
分
離
し
て
客
観

の
世
界
に
向
か
う
よ
り
は
、
主

客
の
融
合
し
た
世
界
で
あ
る

「
場
面
」
に
お
い
て
働
こ
う
と
す
る
。
こ
の

「
場
面
」
は
、
社
会
的
歴
史
的
側
面
に
つ
い

て
み
れ
ば
、
現
に

「
今
」
自
己
が

「参
賛
、
参
入
」
し
て
い
る

「習
俗
」
に
よ

っ
て
な

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
心
庸

を
純
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
心
情
に
映
し
だ
さ
れ
て
く
る
の
は
こ
の
習
俗
で
あ
ろ
う
し
、
理
に
ふ
れ
う
る
の
は

「
習
俗
」

へ
の
随
順
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
無
私

・
純
粋
な
心
情

に
映
し
だ
さ
れ
て
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く
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
が
作
為
を
断

つ
と
い
う
仕
方
に
応
じ
て

「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
お

の
ず
か
ら
」

の
彼
方
に
い
ま
す
超
越
的
な
究
極
者
と
し
て
の
神
は
「
な
に
ご
と
の
お
わ
し
ま
す
か
は
し
ら
ね
ど
も
」

と
い
う
定
か
な
ら
ぬ
神
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
八
百
万
の
神
や
諸
仏
そ
し
て
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
、
ヤ
ー
ヴ

ェ
な

ど
を
通
し
て
の
み

「
お
の
ず
か
ら
」
に
即
す
る
ほ
か
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

詳
し
く
み
れ
ば
さ
ら
に
重
要
な
指
摘
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
上
述
の
よ
う
に
日
本
語
の
特
質
は
わ
れ
わ
れ
の
考

え
方
や
生
き
方
を
制
約
し
、
そ
れ
ら
の
日
本
的
な
特
質

の
形
成
の

一
つ
の
有
力
な
要
因
と
な

っ
て
働
い
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
書

の
指
摘
す
る
課
題
に
対
処
す
る
に
は
日
本
語
に
対
す
る
認
識
と
思
想
形
成
の
た
め
の
自
覚
的

な
使
用
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
可
能
に
し
有
効
に
す
る
た
め
に
英
語
な
ど
の
外
国
語
を
習
得
し
習
熟
す
る
こ
と
が
重
要

な
前
提
条
件
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

本
書
は

「
日
本
人
の
心
」
の
襞
の
豊
か
さ
、
奥
行
き
の
深
さ
を
明
ら
か
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ

の
う
ち
に
あ
る
可
能
性

を
追
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。
書
評
と
は
い
い
な
が
ら
、
こ
の
主
題
の
周
辺
を
廻

っ
て
、
私

の
関
心
か
ら
す
る
勝

手
な
物
言
い
に
終
わ

っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
〔東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
四
年

二
五
四
頁

(U
P
選
書
嬲
)
〕

(わ
た
な
べ

た
け
し

・
専
任

・
日
本
思
想
史
)
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