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伝
わ
る
か
ら
だ
の
探
求
④

│
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
を
模
擬
的
に
色
読
し
て
│

釋
　
　
　
一
　
祐

　
易
経
に
「
地
雷
復
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
大
地
に
雷
が
と
ど
ろ
き
慶
事
が
始
ま
る
。
自
然
現
象
が
齎
す
縁
起
論
で
す
。
始
ま
る

な
ら
ば
「
生
」
と
か
「
始
」
と
す
べ
き
で
す
が
、「
復
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
陰
行
陰
徳
が
遥
か
昔
か
ら
反
復
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
教
え

る
為
で
あ
り
ま
す
。

　
世
界
中
で
大
流
行
し
は
じ
め
た
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
は
「
瞑
想
」「
禅
」
を
元
と
し
た
治
療
法
で
す
。
人
類
は
細
菌
感
染
症
か
ら

は
ほ
ぼ
逃
れ
、
今
は
免
疫
性
疾
患
が
課
題
で
す
。
こ
の
最
有
効
治
療
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
が
出
し
た
答
え
が
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
」
で
し
た
。
明
治
二
十
六
年
シ
カ
ゴ
万
博
に
て
開
か
れ
た
、
は
じ
め
て
の
「
万
国
宗
教
会
議
」。
イ
ン
ド
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ

と
、
日
本
の
釈
宗
演
が
紹
介
し
た
仏
教
の
禅
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
瞑
想
は
西
洋
の
心
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
ま
す
。
日
本
総
監
督
は
岡
倉
天
心

で
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
、
米
軍
兵
士
は
休
暇
中
に
仏
教
寺
院
へ
入
り
僧
堂
生
活
を
は
じ
め
、
ア
ジ
ア
各
地
で
仏
教
、
儒
教
、
道
教
を

学
び
ま
す
。「
教
法
流
布
の
先
後
」
の
判
断
力
を
も
っ
て
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
が
野
狐
禅
で
あ
る
か
止
観
業

か
？

　
そ
の
鑑
定
人
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
球
は
、
ま
ず
植
物
に
よ
り
酸
素
濃
度
を
上
げ
動
物
を
生
み
、
酸
素
濃
度
が
低
下
す
る
と
巨
大
隕
石
を
引
き
寄
せ
、
ユ
カ
タ
ン
イ
ン
パ

ク
ト
を
起
こ
し
、
十
五
年
間
の
太
陽
隠
れ
（
赤
道
下
で
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
）
を
へ
て
、
環
境
を
調
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
で
も
、
地
球

は
年
間
約
十
万
ト
ン
づ
つ
質
量
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
転
公
転
の
速
度
や
太
陽
と
の
距
離
を
保
っ
て
い
ま
す
。
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ヘ
ル
マ
ン
ヘ
ッ
セ
は
渡
し
守
に
こ
う
語
ら
せ
て
い
ま
す
「
私
は
こ
の
川
か
ら
学
ん
だ
の
で
す
。
す
べ
て
の
も
の
は
帰
り
来
る
と
い
う
こ

と
を
」
と
。
今
や
こ
の
論
理
（
散
逸
構
造
論
）
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
中
国
の
砂
漠
に
、
夏
だ
け
出
現
す
る
川
が
あ
り
ま
す
。
陽
の
季
節
に
齎
さ
れ
る
陰
の
恵
み
。
亜
熱
帯
の
雨
季
と
乾
季
。
日
本
は
四
季
と

土
用
が
あ
り
、
山
川
草
木
彩
り
豊
か
な
る
由
縁
で
す
。

　
中
国
で
は
天
地
自
然
の
流
れ
を
物
理
科
学
的
に
観
察
し
気
学
と
し
て
陰
陽
五
行
十
干
十
二
支
に
分
科
し
、
水
流
気
流
の
観
察
を
深
め
て

天
地
一
致
を
理
解
し
て
ゆ
き
ま
す
。
昼
間
は
天
に
陽
の
力
、
大
地
は
陰
の
力
、
夜
は
天
に
陰
の
力
、
地
に
陽
の
力
。
陽
に
対
し
て
は
陰
、

陰
に
対
し
て
は
陽
、
自
然
は
強
さ
に
強
さ
を
ぶ
つ
け
ま
せ
ん
。

　
狩
猟
採
集
か
ら
農
耕
備
蓄
へ
と
文
明
が
転
換
し
は
じ
め
た
の
は
約
一
万
年
前
。
狩
猟
採
集
時
代
は
、
身
体
能
力
の
高
さ
、
敵
と
毒
を
見

つ
け
る
力
が
生
存
を
支
え
ま
し
た
。
相
手
の
間
違
い
探
し
と
打
ち
負
か
し
の
能
力
で
す
。
そ
れ
が
農
耕
備
蓄
主
流
に
な
る
と
、
自
然
現
象

の
予
見
が
優
れ
た
人
材
の
資
質
と
な
り
、
一
方
で
は
貨
幣
を
産
み
出
し
ま
す
。
一
粒
を
半
年
で
茶
碗
一
杯
に
す
る
、
自
然
の
圧
倒
的
贈
与
、

救
い
、
一
即
多
の
法
則
に
魅
せ
ら
れ
、
天
地
自
然
に
倣
う
精
神
性
、
悦
び
と
楽
し
み
、
誉
め
励
ま
す
共
感
力
の
高
さ
へ
と
変
化
し
て
い
き

ま
す
。
呪
術
と
宗
教
の
あ
わ
い
で
す
。

　
は
じ
め
神
へ
の
捧
げ
も
の
だ
っ
た
動
物
の
血
と
肉
は
穀
物
へ
と
替
わ
り
、
や
が
て
自
他
の
関
係
性
を
信
じ
自
ら
を
捧
げ
る
菩
薩
が
登
場

し
ま
す
。

　
昨
今
、
心
理
学
は
六
度
・
四
無
量
心
・
三
乗
・
一
乗
の
教
え
を
実
用
し
始
め
て
い
ま
す
。
心
理
学
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
運
ば
れ
た

西
洋
に
お
け
る
唯
識
的
成
果
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
成
立
に
仏
教
感
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
疑
う
余
地
の
な
い
今

日
で
あ
り
ま
す
。

　
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
が
西
北
イ
ン
ド
を
征
服
し
た
の
は
、
お
釈
迦
様
御
入
滅
後
約
一
〇
〇
〜
二
〇
〇
年
。
コ
ー
ラ
ン
に
於
け
る
イ
ス
カ
ン

ダ
ル
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
ス
カ
ン
ダ
で
す
。「
大
王
は
ア
ジ
ア
の
国
土
を
征
服
し
た
が
、
思
想
は
征
服
さ
れ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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こ
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
の
心
を
支
配
し
た
ア
ジ
ア
の
「
寛
容
の
精
神
」
は
そ
の
後
、

民
主
主
義
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
起
こ
し
ま
す
。

　
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
没
後
、
約
五
十
年
〜
が
ア
シ
ョ
カ
王
の
時
代
、
そ
し
て
約
三

〇
〇
年
後
に
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
が
誕
生
し
ま
す
。
紀
元
前
の
数
十
年
間
が
シ
ー
ザ

ー
の
時
代
で
す
。
イ
エ
ス
様
は
、
仏
教
の
影
響
を
最
も
受
け
、
熱
烈
に
救
世
主
誕

生
を
待
ち
望
ん
だ
ユ
ダ
ヤ
教
エ
ッ
セ
ネ
派
の
出
身
で
す
。

　
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
自
身
も
仏
教
イ
ン
パ
ク
ト
を
心
に
刻
み
ま
し
た
。
ま
た
東
洋

の
民
衆
も
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
イ
ン
パ
ク
ト
を
皆
で
共
有
し
ま
し
た
。「
あ
の
様
な

大
王
の
軍
勢
に
国
を
蹂
躙
さ
れ
た
ら
、
い
く
ら
自
分
個
人
の
さ
い
わ
い
（
成
仏
）

を
追
求
し
て
も
、
埒
が
明
か
な
い
」、
こ
れ
に
よ
り
さ
い
わ
い
の
定
義
が
個
人
か

ら
集
団
、
社
会
へ
と
深
化
し
、
修
行
の
在
り
方
の
変
革
を
迫
ら
れ
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
が
お
覚
り
に
な
っ
た
こ
ろ
、
孔
子
様
は
、
気
学
を
ふ
く
む
、

東
洋
の
自
然
科
学
を
纏
め
上
げ
ま
す
。
そ
の
後
、
仏
教
は
こ
れ
を
思
想

的
下
地
と
し
て
漢
訳
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
日
本
へ
伝
わ
り
ま
す
。

　
ギ
リ
シ
ャ
神
の
ト
ッ
プ
、
ゼ
ウ
ス
の
姉
に
し
て
そ
の
娘
を
産
ん
だ
デ

ー
メ
ー
テ
ル
と
娘
ペ
ル
セ
ポ
ネ
の
地
母
神
物
語
は
鬼
子
母
尊
神
様
や
七

面
大
明
神
、
伊
邪
那
美
命
を
想
起
し
ま
す
。
多
宝
如
来
、
地
涌
の
菩
薩
、

根
の
国
↓
国
つ
神
↓
地
祇
↓
大
黒
さ
ま
↓
日
蓮
聖
人
、
当
門
下
は
大
地

と
の
深
き
縁
が
あ
り
ま
す
。
地
母
神
は
寛
容
と
柔
順
の
シ
ン
ボ
ル
、
ま
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さ
に
チ
縁
の
象
徴
で
す
。

　
マ
タ
イ
の
福
音
書
に
「
柔
和
な
人
達
は
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
彼
ら
は
大
地
の
力
を
受
け
継
ぐ
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
。

　
陀
羅
尼
品
の
呪
文
は
ダ
ー
ラ
ニ
ー
と
い
う
よ
り
マ
ン
ト
ラ
、
毘
沙
門
天
の
呪
文
は
地
母
神
の
力
を
高
め
る
讃
文
と
も
読
め
ま
す
。

　
今
、
禅
が
宗
教
の
枠
を
越
え
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
先
往
き
は
個
人
か
ら
集
団
、
社
会
、
国
家
の
健
康
へ
と
向
上
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。
世
界
一
の
大
王
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
の
心
を
掴
ん
だ
仏
教
と
、
世
界
共
通
の
地
母
神
に
倣
う
寛
容
の
精
神
「
チ
縁
運
動
」

展
開
を
願
い
ま
す
。

　
宮
沢
賢
治
作
品
群
に
は
「
寛
容
な
る
精
神
を
育
む
」
超
課
題
（
演
劇
用
語
で
作
家
の
意
図
）
が
籠
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
多
く
舞
台
化
さ

れ
俳
優
の
レ
ッ
ス
ン
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
聖
霊
が
宿
る
と
崇
拝
さ
れ
、
能
楽
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
に
声
に
出
し
、
か
ら
だ
で
動
い
て
役
を
生
き
る
領
域
に
入
る
と
、
そ
れ
は
仮
想
体
験
と
は
い
い
難
い
ほ
ど
の
感
化
力
を
も
ち
ま
す
。

　
始
め
に
訪
れ
る
三
毛
猫
は
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
ト
マ
ト
を
穫
っ
て
き
て
「
お
土
産
で
す
」
と
い
い
、
弾
い
て
み
な
さ
い
聴
い
て
あ
げ
る
か
ら

と
い
い
ま
す
。
そ
の
言
い
草
に
怒
っ
て
、
ネ
コ
が
い
や
が
る
曲
を
弾
い
て
腹
い
せ
を
し
ま
す
。

　
次
に
カ
ッ
コ
ウ
が
や
っ
て
き
て
教
え
を
請
う
く
せ
に
、
自
分
の
言
分
ば
か
り
を
主
張
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
熱
心
さ
に
ほ
だ
さ
れ
て
随

分
上
達
し
ま
す
。

　
次
は
と
っ
て
も
お
お
ら
か
な
狸
の
子
が
や
っ
て
き
ま
す
。
ゴ
ー
シ
ュ
は
誉
め
ら
れ
そ
の
気
に
な
り
、
リ
ズ
ム
を
取
る
練
習
を
は
じ
め
ま

す
。
心
が
躍
る
様
な
そ
の
子
狸
の
リ
ズ
ム
に
ゴ
ー
シ
ュ
は
愉
し
く
弾
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
と
な
く
間
違
い
を
正
す
子
狸
の
指
摘
も
心
安

く
受
け
容
れ
て
し
ま
う
。

　
最
後
は
野
鼠
の
親
子
で
す
。
ゴ
ー
シ
ュ
の
セ
ロ
の
響
き
は
按
摩
の
よ
う
で
病
気
が
治
る
と
励
ま
さ
れ
ゴ
ー
シ
ュ
は
自
分
の
存
在
の
意
味

を
感
じ
ま
す
。

　
指
導
者
に
必
要
な
資
質
「
寛
容
さ
柔
ら
か
さ
を
伴
う
誉
め
励
ま
す
力
」
の
重
要
性
に
な
ぞ
ら
え
、
小
中
高
の
歩
み
三
乗
が
文
脈
と
し
て
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あ
り
ま
す
。

　
賢
治
文
学
の
特
徴
に
「
逆
擬
人
法
」
が
あ
り
ま
す
。
一
見
動
物
の
擬
人
化
と
観
が
ち
で
す
が
、
人
間
が
動
物
に
共
感
し
同
機
し
ま
す
。

主
体
が
動
物
、
客
体
が
人
で
す
。
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
非
社
会
的
動
物
に
よ
っ
て
気
付
か
さ
れ
る
。「
夕
鶴
」
な
ど
も
同
種
の
物

語
。
あ
わ
い
の
も
つ
更
生
力
で
す
。

　
光
と
は
動
く
一
本
の
線
で
、
光
の
ベ
ク
ト
ル
上
に
自
分
が
居
合
わ
せ
て
は
じ
め
て
光
を
受
け
る
事
が
出
来
ま
す
。
宗
教
は
天
地
自
然
、

存
在
す
る
す
べ
て
を
逆
擬
人
化
す
る
。
信
仰
は
そ
の
天
地
自
然
が
放
射
す
る
光
に
照
ら
さ
れ
、
自
分
が
ど
う
映
え
て
い
る
の
か
、
如
何
な

る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
天
地
自
然
を
主
体
に
置
き
、
そ
れ
に
対
し
自
分
は
客
体
的
立
場
に
積
極
的
に
立
ち
、
伝
わ
っ
て
く
る
か
ら

だ
に
柔
軟
に
随
う
生
活
。
昨
今
で
は
科
学
も
こ
の
宗
教
的
方
法
論
を
採
用
し
始
め
て
い
ま
す
。
戒
定
慧
を
超
え
「
信
」
の
領
域
を
捉
え
始

め
て
い
ま
す
。

　「
仏
教
は
強
引
な
力
を
持
っ
て
で
は
な
く
対
話
を
も
っ
て
伝
道
さ
れ
た
類
例
の
な
い
宗
教
」
と
は
西
側
の
評
価
で
す
。
近
代
は
宗
教
の

力
が
衰
え
、
国
が
力
を
増
長
し
ま
す
。
正
し
い
と
か
慈
悲
深
い
人
間
性
等
で
は
な
く
、
統
制
巧
み
な
人
種
や
国
家
が
権
力
を
持
つ
時
代
。

し
か
し
そ
の
国
家
も
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
な
り
、
今
や
地
球
上
の
何
処
で
何
が
起
き
て
も
、
そ
れ
が
す
ぐ
に
す
べ
て
の
国
々
の
存
亡
、

さ
ら
に
我
々
一
人
ひ
と
り
の
生
活
に
直
接
影
響
が
お
よ
び
ま
す
。
数
十
年
前
ま
で
は
、
乱
暴
で
野
蛮
な
支
配
者
に
よ
っ
て
社
会
が
崩
壊
し

て
も
、
そ
の
力
の
及
ば
な
い
地
域
か
ら
の
支
援
に
よ
っ
て
復
興
が
で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
世
界
が
一
つ
に
な
っ
て
き
た
今
、
ど
っ
か
で

何
か
が
起
き
る
と
、
世
界
中
に
た
ち
ま
ち
そ
の
影
響
が
及
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
ら
も
う
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と

い
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。
後
戻
り
出
来
な
い
地
点
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
越
え
た
の
で
す
。

　「
異
質
的
な
も
の
に
対
す
る
好
意
的
関
心
」
が
個
人
及
び
組
織
の
必
須
条
件
で
す
。
自
分
と
は
違
う
考
え
・
信
仰
・
習
慣
・
行
動
・
思

想
・
主
張
に
対
す
る
、
お
釈
迦
様
が
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
た
寛
容
宥
和
の
姿
勢
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
気
学
で
は
「
二
黒
欠
け
は
地
獄
欠
け
」
と
い
わ
れ
、
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
事
態
と
さ
れ
、
寛
容
と
柔
順
が
欠
け
た
社
会
を
地
獄
の
環
境
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と
忌
み
嫌
い
ま
し
た
。
二
黒
は
大
地
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
寛
容
さ
を
失
い
排
他
的
独
善
性
に
大
衆
傾
向
が
傾
い
た
現
代
へ
の
対
応
策
を

気
学
は
明
確
に
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
先
祖
供
養
や
お
墓
や
遺
骨
と
自
分
と
の
関
係
性
が
、
自
分
の
未
来
と
対
極
で
繋
が
っ
て
い
る

事
も
示
し
て
お
り
ま
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
に
活
用
す
る
危
険
性
は
歴
史
が
警
告
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
奥
に
あ
る
論
理
構
造
や
思
想

性
か
ら
は
明
る
い
展
望
が
開
け
ま
す
。
こ
の
気
学
が
二
度
目
の
東
洋
イ
ン
パ
ク
ト
。
十
七
世
紀
こ
ろ
、
当
事
者
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ヘ
ー
ゲ

ル
等
の
哲
人
達
で
し
た
。

　
人
間
は
意
味
も
な
く
生
存
し
て
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
意
味
は
周
り
が
見
出
す
も
の
？
　
意
味
が
先
か
、
生
存
が
先

か
。
穢
れ
や
悪
を
徹
底
し
て
嫌
い
排
除
す
る
の
が
仏
教
の
精
神
な
ら
ば
合
掌
と
い
う
姿
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
戦
後
最
悪
と
報

じ
ら
れ
た
相
模
原
の
事
件
を
想
い
こ
れ
を
考
え
ま
す
。
リ
オ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
テ
ー
マ
は
「
寛
容
」
で
し
た
。

　
い
ま
、
我
々
人
類
は
温
暖
化
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
越
え
、
日
本
文
化
喪
失
の
歯
車
が
廻
り
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
人
類

生
存
の
危
機
を
回
避
す
る
科
学
的
方
法
は
、
気
体
炭
素
の
固
形
化
で
す
。
自
然
界
に
委
ね
る
な
ら
ば
、
善
神
捨
国
？

　
闇
と
極
寒
の
十
五

年
。
神
話
が
伝
え
る
天
の
岩
戸
隠
れ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
再
び
太
陽
の
恵
み
を
齎
し
た
の
は
悦
び
の
声
、
神
を
称
え
る
美
し
い
言
挙
げ
で

し
た
。
仏
教
お
よ
び
宗
教
の
立
場
か
ら
は
ど
ん
な
方
法
論
を
発
信
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

　
経
済
学
の
父
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
が
行
き
着
い
た
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
は
「
保
身
窮
ま
れ
ば
利
他
と
な
る
」
で
し
た
。
も
う
菩
薩
の

生
き
方
は
特
別
な
も
の
で
も
、
聖
者
の
特
殊
能
力
で
も
な
く
、
仏
教
か
ら
独
り
立
ち
し
、
最
も
優
れ
た
処
世
術
と
し
て
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化

さ
れ
始
め
ま
す
。
僧
侶
と
寺
院
は
そ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
な
れ
ば
、
社
会
か
ら
と
て
も
大
切
に
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
最
後
は
、
ヘ
ル
マ
ン
ヘ
ッ
セ
と
宮
澤
賢
治
の
言
葉
で
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
渡
し
守
は
一
言
も
発
し
な
い
の
に
、
語
り
手
は
よ
く
感
じ
た
、
静
か
に
、
胸
を
開
い
て
、
待
ち
受
け
な
が
ら
、
自
分
の
言
葉
を
受
け
容

れ
て
く
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
一
語
も
聞
き
も
ら
さ
ず
、
一
語
も
焦
っ
て
促
す
こ
と
な
く
、
賛
辞
も
非
難
も
挟
ま
ず
に
、
た
だ
じ
っ
と
こ
ち

ら
の
言
葉
に
傾
聴
し
て
い
る
こ
と
を
。
こ
の
よ
う
な
聞
き
手
に
、
お
の
れ
を
告
白
し
、
そ
の
胸
の
中
へ
自
己
の
生
涯
、
自
己
の
探
求
、
自

05　釋氏.indd   40 2017/08/21   10:02



41 伝わるからだの探求④（釋）

己
の
苦
悩
を
沈
め
葬
る
こ
と
は
何
と
い
う
幸
福
だ
ろ
う
。

　
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集
団
、
社
会
、
宇
宙
へ
と
次
第
に
進
化
す
る
。

　
こ
の
方
向
は
古
い
聖
者
の
踏
み
ま
た
教
え
た
道
で
は
な
い
か
。

　
新
た
な
時
代
は
世
界
が
一
つ
の
意
識
に
な
り
生
物
と
な
る
方
向
に
あ
る

　
正
し
く
強
く
生
き
る
と
は
、
銀
河
系
を
自
ら
の
う
ち
に
意
識
し
て
、

　
こ
れ
に
応
じ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
な
べ
て
の
悩
み
を
薪
と
燃
や
し
、
な
べ
て
の
心
を
心
と
せ
よ
。

　
風
と
ゆ
き
き
し
、
雲
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
と
れ
。

　
個
性
の
異
な
る
幾
億
の
天
才
も
併
び
立
つ
べ
く
斯
て
地
面
も
天
と
な
る
。

　
我
々
に
要
る
も
の
は
銀
河
を
包
む
透
明
な
意
志
、
巨
き
な
力
と
熱
で
あ
る
。

　
有
り
難
う
御
座
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
垣

　
宝
光
寺

　
釋
潮
叡
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賢
治
探
求
の
小
径

　
賢
治
先
生
と
の
急
接
近
は
、
小
学
校
国
語
教
師
鳥
山
敏
子
先
生
と
の
出
逢
い
か
ら
。
憑
依
度
が
あ
ま
り
に
も
深
く
て
三
十
七
歳
に
な
っ
た
時
生
き

方
を
見
失
っ
た
ほ
ど
の
方
。
敏
子
先
生
の
賢
治
探
求
は
賢
治
先
生
の
教
え
子
の
方
々
と
の
果
て
し
な
い
雑
談
と
思
い
出
話
し
を
通
し
て
、
生
々
し
く

賢
治
先
生
と
同
居
す
る
こ
と
と
作
品
の
演
劇
読
み
だ
っ
た
。
ゆ
え
に
「
賢
治
先
生
」
と
呼
ぶ
の
が
な
じ
み
深
い
。
敏
子
先
生
の
師
匠
は
演
出
家
で
あ

り
大
学
教
授
で
あ
っ
た
竹
内
敏
晴
先
生
。
演
出
家
岡
倉
士
朗
（
岡
倉
天
心
の
甥
）、
作
家
木
下
順
二
、
俳
優
山
本
安
英
、
宇
野
重
吉
ら
と
近
代
演
劇

界
の
端
緒
を
に
な
っ
た
方
。
こ
の
竹
内
先
生
の
俳
優
の
レ
ッ
ス
ン
、
人
間
の
生
き
方
レ
ッ
ス
ン
に
は
賢
治
先
生
の
作
品
が
課
題
の
一
つ
と
し
て
常
に

挙
っ
た
。
理
解
か
ら
入
る
経
路
で
は
な
い
、
手
本
に
従
っ
て
お
の
れ
の
分
別
価
値
観
を
介
せ
ず
、
体
感
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
「
目
覚
め
」
へ
行

き
付
く
探
求
。
信
解
と
言
う
べ
き
か
、
こ
の
経
路
を
模
擬
的
色
読
と
仮
名
し
、
梅
干
の
よ
う
に
食
べ
ず
し
て
も
唾
を
涌
か
せ
る
教
化
道
を
探
求
。
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