
〈
研

究

論

文

８

〉

鈴
木
正
三
と
白
隠
慧
鶴
の
比
較
思
想
の
試
み

―
―
現
世
に
お
げ
る
報
恩
観
を
め
ぐ
っ
て
―
―

は
じ

め

に

鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
～
一
六
五
五
）
と
白
隠
慧

鶴
（
一
六
八
五

～
一
七
六
八
）

は
、
江
戸
時
代
前
期
と
中
期

の
禅
僧

で
あ
る
。

一
般

に
、
正
三

は
世

俗
の
職

分
倫
理

に
即
し

た
仏
法

を
説

い
た
人
物
と
し
て
、
ま

た
白
隠

は
臨
済
宗
中
興

の
祖

と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
正
三

の
説
く
修
行
で

は
〈
二
王

禅
〉

が
有
名

で
、

例
え
ば
彼

の
弟
子
慧

中
が
師

で
あ
る
正
三

の
言
行

を
記

し

た

『
驢

鞍

橋
』
巻
上

に
は
「
仏
道
修
行
と

云
は
、
二
王
不
動

の
大
堅
固

の
機
を
受

て
修

す

る
事

一
つ
也
。
此
の
機
を
以
て
身

心
を
責
滅
す
る

よ
り
外
、
別

に
仏
法
を

知
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ

る
。

つ
ま
り

二
王
等

の
悪
魔
降
伏
の
形
像

を
真
似
る

こ
と
で
強
く
信
心
を
守

る
の
が

良
い
と
す

る
一
種
の
観
想
修
行
で
あ

る
。
こ

う
し
た
修
行
に
よ
り
煩
悩
を
消
滅
し
無
我
と

な
る
べ
き
こ
と
を
正
三

は
説
い

た
。
一
方
の
白
隠
は

〈
見
性
〉
を
言

う
。
見
性
と
は
自
性

（
自
己
の
本
性
）

小
　
濱
　
聖
　
子

を
見
る
（
悟
る
）
こ
と
で
、
著
作
で

は
「
須
く
大
勇
猛
の
信
心
を
憤
起
し
、

一
回
見
性
」
（
『
荊
叢
毒
藁
』
巻
一
）
せ
よ
と
い
う
。

そ
し
て

特
に
公

案
を
用
い

る
の
が
良
い
と
し
て
、
修
行
者

に
は
勇
ま
し
い
気
持
ち
で
公

案
に
取
り
組
む

よ
う
勧
め
る
。
つ
ま
り
正

三
は
一
種
の
観
像
念
仏
、
白
隠

は
公

案
と
い
う
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
あ
る
対

象
に
勇

猛
に
心
を
こ
ら
す
と
い
う
点
で
は
似
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

正
三

と
白
隠
は
年
代

的
に
直
接

的
な
交
流
関
係
は
な
い
も
の
の
、
白
隠

は

著
作

『
八
重
葎
巻
之
三
』
（
一
七
六
一
年
刊
）
の
中
で
正

三
を
臨
済

宗
妙
心
寺

派
の
愚

堂
東
寔

（
一
五
七
七
～
一
六
六
一
）
に
よ

っ
て

悟
り
に
導

か
れ
た
大
人

物
と
し
て

述
べ
た
一
文

が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
愚

堂
か
ら

は
至
道

無
難
（
一
六
〇
三
～
七
六
）
－
正
受
老
人
（
一
六
四
二
～
一
七
二
一
）
―
白
隠
と

い
う
法
系
が
辿
れ

る
の
で
あ
り
、
白
隠
の
正

三
に
対
す
る
こ

の
よ

う
な
評
価

は
決
し
て
小
さ

い
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
他
に
も
、
正
三
の
門
流
人
が
白
隠
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に
弟
子

入
り
し
た
等

、
両
者

の
関
係
に
つ
い
て

は
な
お
研
究
の
余
地
が
あ
る
。

た
だ
し
元

三
河

武
士
で

あ
っ
た
正
三

の
実
際
の
所
属
に
つ
い
て
は
、
資
料
に

よ

っ
て
見
解
が
分
か
れ
る
。

彼
は
臨
済
宗
で
出
家
し
た
が
、
先
祖
以

来
曹
洞

宗
で

あ

っ
た
こ
と
や
、
彼
の
建
て
た
寺
が
ほ
ぼ
曹
洞
宗
の
寺
と
さ
れ
て

い
る

こ
と
か
ら
、
現
在
で

は
曹
洞
宗
の
僧
侶
と
す

る
の
が
大
方
の
見
方
で

あ
る
。

し
か
し
正
三
自
身
は
、
誰
に
も
教
え
ら
れ
ず
自
ら
悟

っ
た
と
す
る
無
師
自
証

を
旨
と
し
て
い
た
。

正

三
の
出
家
は
一
六
二
〇

年
、
四
二
歳
の
時
で
あ

る
。
こ
の
時
代

は
戦
乱

期
に
お
け
る
出
世
間
の
教
え

と
し
て
の
仏
教
よ
り
も
、
安
定
し
た
社
会

に
お

け
る
人
倫
を
説
く
儒
教
が
重

ん
じ
ら
れ
、
思
想

の
中
心

に
ほ
ぼ
取

っ
て
代

わ

り
つ
つ
あ

っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
武
士
な
ど
政
治
の
支
配
者
側
の
立
場

に
特

に
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
仏
教
が
中
世
以

来
の
権
威

の
上

に
安
住
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な

っ
た

た
め
、
む
し
ろ
布
教
活
動
が
活
発

化
し
た
結
果
、
民
衆
化
や
世
俗
へ
の
浸
透
が

広
く
進

ん
だ
時
代
で
も
あ

る
。

こ
う
し

た
時
代

に
正

三
は
ど
の
宗
派

に
も
属

さ
ず
、
元

武
士
で
あ

っ
た
彼
独

自
の
解
釈
を
交
え
た
仏
教
を
説
き
、

そ
れ
が

『
万

民
徳
用
』

な
ど

の
職
分

倫

理
や
二
王
禅
と
呼
ば
れ
る
苛
烈

な
修
行

姿
勢
に
表
れ
た
と
い
え
よ

う
。

一
方

や
や
時
代

を
下

っ
て
白
隠

は
、
中
国

の
伝
統
的
な
公

案
修
行

に
返

る
と
い
う

方
法

に
よ

っ
て
仏
教
の

た
て
直
し

を
図

っ
た
。
正
三

の
独
自

路
線
と
白
隠
の

伝
統

へ
の
回
帰

は
、
一
見
反
対
と
も
思
え

る
方
向
性
だ
が
、
両

者
は
共

に
既

成

の
教
団

の
権

威
に
対
し
て
批
判

的
精

神
を
持
っ
て

い
た
の
で

あ
り
、
現
実

社
会
で

の
実
践

重
視
、

広
い
教
化
活
動

と
い
う
類
似
点
が
見

ら
れ
る
の
で
あ

る
。し

か
し
問
題

は
そ
の
実

践
の
中
身
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
実
践
と

は
修

行
で
あ
り

、
仏
へ

の
報
恩
行
で
あ

る
。
正
三
と
白
隠
の
現
実
社
会
つ
ま
り
現

世

に
お
け

る
報
恩
行

の
捉
え
方

の
違

い
が
、
一
方
で

は
無
宗
派
的
な
独
自

の

在
り
方
と

な
り
、

他
方
で

は
伝
統
の
再
考
と
い
う
形
で
表

れ
た
理
由
と
考
え

ら
れ
る
。
本
稿
で

は
、
特

に
彼
ら

の
現
世
及
び
そ
こ
に
お
け

る
報
恩
観

に
焦

点
を
あ
て

だ
思
想

の
比
較

を
目

的
と
す

る
。
彼
ら
が
現
世

と
い
う
自
分

の
生

き

る
世
界

を
ど

う
捉
え

、
そ
こ
で

の
生
き
方
つ
ま
り
報
恩
行

の
意

味
を
ど

う

見
出
し
て

い
た
の

か
を
明

ら
か
に
す
る
。

一
　

現

世

の

捉

え

方

そ
も

そ
も
正
三
と

白
隠
と
が
俗
世
間

を
離
れ
、
出
家
の
道
を
志

し
た
理
由

は
な
ん
で
あ
る
か
を
確
認

し
よ
う
。
彼
ら
が
世
俗
を
ど
う
捉
え
て

い
た
の
か
、

こ
れ
は
つ
ま
り
世

俗
と
い
う
こ
の
現
実
世
界
の
存
在
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

正

三
の
場
合

正

三
の
出
家
の
理
由
に
は

『
驢
鞍
橋
』
下

の
次

の
部
分
が
し
ば
し
ば
引

用

さ
れ
る
。

某
世
間
い
や
に
御
座
有

に
仍
て
、
此
躰
に
罷
成
也
。
…
我
四
十
余
の
時
、

頻
り
に
世
間
い
や

に
成
け
る
間
、
御
穿
鑿
有
ば
、
無
理

に
世
間
い
や

に

候
間
、
是
の
如
く
罷
成
。
［
『
驢
鞍
橋
』
巻
下
の
一
三
、
正
三
全
集
二
三
九
～

三
四
一
頁
］
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こ

の
文
で
正

三
は
「
世
間
」
が

「
い
や
」

だ
と
は

っ
き
り
述
べ
て
い
る
。

ま

た
こ
の
い
や
気
に
よ

る
出

家
の
底

に
は
「
曲
事
と
思
召
ば
、
御
成
敗
あ
れ

と
罷
出

、
腹
切

ん
と
思

ひ
定
」
（
同
二
四
一
頁
）
て
い
た
と

い
う
、
死
を

覚
悟

し
た
決
心
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
例
え

ば
彼
と
同
じ
武
士
を
含

め
て
農
民
、

職
人

、
商
人
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
の
人

が
、
そ
の
職
分
に
少
し
ば
か
り
い
や

気
が

さ
し
た
程
度
で
は
出
家

の
理
由

に
足
ら
な
い
。
そ
う
い
う
人
々
に
正

三

は
「
い
や
な
事
を
作
こ
そ
身
を
捨

な
れ
」
（
同
二
三
九
頁
）
と
言

っ
て
各

々
の

職
分

に
勤
め
る
こ
と
を
勧
め
、
出
家

を
思

い
留
ま
ら
せ
た
。
正

三
に
と

っ
て
、

出
家

に
は
日
常
世
間

全
般
に
対
す

る
い
や
気
、
か
つ
自
分
へ
の
死
ぬ
ほ
ど
の

い
や
気

の
み

が
理
由
に
な
る
。

そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
い
や
気
の
さ
す
世
間

に
生
き

る
し

か
な
い
人

の
一
生

に
つ

い
て

は
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
の

で
あ

る
。

恐

る
べ
し
恐
る

べ
し
。

一
生
は

唯
一
睡

の
夢
也
。
［
『
麓
草
分
』
、
正
三
全

集
九
三
頁
］

元

よ
り
無
我
に
し
て
、
我

と
云
物

な
し
、
我

と
思
は
夢

な
り
。［
「
反
故

集
」
巻
上
、
正
三
全
集
二
九
〇
頁
］

他
に
も
「
一
生
は
唯
、
浮
世

の
旅
」
（
『
万
民
徳
用
』
）
と
い
い
、
つ
ま

り
自

分

を
含
め
て
世

間
一
切

は
夢
や
幻
と

観
ず
べ
き

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
彼

の
こ
う
し

た
無
常
観

は
、
近

世
以

前

の
中
世

仏
教

的

〈
憂
き

世
〉
思

想
の
色
調
を
感
じ

さ
せ

る
。
先

の
引
用
文

中
に
は
「
浮
き
世

」
の
字

が
使

わ
れ

て
い
る
が
、
文
意

か
ら
す
れ
ば

こ
こ
は
生
き
る
こ
と
の
苦
し
い
無

常

の
世
と

い
う
意
味
で

あ
り
、
近
世

の
享
楽

的
意
味

を
含

ん
だ

い
わ
ゆ

る

「
浮
き
世
」
で

は
な

い
。
つ
ま
り
厭

世
的
無
常
観
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

白
隠

の
場

合

白
隠

の
出
家

は
、
死
後
の
恐
怖
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
仮
名
法
語

『
八
重
葎

巻
之
三
』
「
策

進
幼
稚

物
語
」

や

『
遠
羅
天

釜
』
巻
下

に
よ
れ
ば
、
原
宿

の

問
屋
を

生
家
と
し

た
彼
が
八
歳
頃
、
母
に
連
れ
て
行

っ
て
も
ら

っ
た
日
蓮
宗

の
寺
で
、

摩
訶
止

観
が
講
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
聞
い
た
地
獄
の
様
子
の
余
り

の
苦
し

さ
に
、

家
に
帰

っ
て
か
ら
も
数
日
間
恐

れ
悲
し
み
続
け
た
と
い
う
。

彼
が
そ
の
恐
悲
の
苦
を
取
り
去
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
母
に
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
仏
教

を
勧

め
ら
れ
た
の
だ

っ
た
。
し
か
し
こ

の
幼
児
期
の
経
験
は

単
な
る
き

っ
か
け
で
あ
り
、
む
し
ろ
次
の
文

を
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。

人
而
し
て
命
を
終
え
る
こ
と
の
無
き

者
未

だ
か
つ
て
有
ら
ず
。

ま
さ
に

知
る

べ
し
。
命
終
無
き
こ
と
あ
た
は
ず
、
則
ち
何
ぞ
命
終
に
備
え
て

営

ま
ざ

る
や
。
…
人
而
し
て
来
生
す
る
こ
と
の
無
き
者
未
だ
か
つ
て
有

ら

ず
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
。
来
生
無
き

こ
と
あ
た
は
ず
、
則
ち
何
ぞ
来
生

を
資

く
る
こ
と
弁
え
ざ
る
や
。
［
『
寒
山
詩
闡
提
記
聞
』
巻
二
、
白
隠
全
集
四

：
一
三
三
頁
］

こ
れ
ま

で
死

な
な
か

っ
た
人
は
い
な
い
し
、
生
ま
れ
て
来
な
か

っ
た
人
も

い
な

い
。

こ
の
こ
と
は
一
般
に
無
常
と
言
わ
れ

、
正
三
の
言
う
浮
き
世

や
夢
、

幻

に
も
似
て

い
る
。
す
べ
て
存
在
は
生
滅
変
化
す

る
の
で
あ
り
、
常
住
の
実

体

は
な

い
。
簡
単

に
言
え
ば
、

こ
の
無
常
観
の
克
服
が
白
隠
に
と

っ
て
の
修

行
の
一

つ
で
あ

る
。
で
は
白
隠
の
無
常

観
も
ま

た
、
正
三
の
そ
れ
と
同
様

に

厭
世
感
と
結
び
つ
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
疑
問
に
つ
い
て

は
、
彼

の

鈴木正 三と白隠慧鶴の比較思想の試み95



以
下

の
文
を
見
れ
ば
明
ら

か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

も
し
人
、
仏
道
を
成
就
せ
ん
こ
と
を
欲
せ
ば
、
先
ず
須
く
見
性
分
明
な

る
こ
と
を
要
す
べ
し
。
［
『
荊
叢
毒
薬
』
巻
一
、
白
隠
全
集
二
：
三
四
頁
」

自
心
上

に
向

か
い
参
究
せ
よ
。
一
気
に
進
ん
で
退

か
ざ
れ
ば
則
ち
、
自

性
、
他
性
、
衆
生
性
、
煩
悩
性
、
菩
提
性
、
仏
性
、
神
性

、
菩
薩
性
、

有
情
性
、
非
情
性
、
餓
鬼
性
、
修
羅
性
、
畜
生
性
、
乍
一
念
子
間

に
於

い
て
、
一
見
見
徹
し
て
毫
芒
も
留
め
ず
。
大
事
を
了
畢
し

、
生
死

を
透

脱
す
。
［
『
息
耕
録
開
莚
普
説
』
、
白
隠
全
集
二
‥
四
一
三
頁
］

「
見
性
」
の

「
性
」
と

は
、
も
の
の
お
り
方
を

い
う
。

白
隠
が

右
で

さ
ま
ざ

ま
な
性
を
あ
げ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
質
を
も

つ
実
体
で
あ

る
こ
と

を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
空
・
縁
起
と
い
う
あ
り
方
で
成

立
し
て

い
る
と

い
う
世
界
観
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。
こ
の
世
界

は
無
常
で

は
あ

る
け

れ
ど
、
そ
れ
ら
の
性

に
気
付
け
ば
、
即
ち
見
性
し
悟
れ
ば
、

は
じ

め
の
無
常

観
は
一
変
す
る
。

大
凡
世
間
所
有

の
一
切
諸
法
、
六
塵
を
超
出
す

る
底
の
一
箇
ま
た
無
し
。

彼

の
六
塵
諸
法

は
全
て
是

無
量
寿
仏
の
黄

金
の
全
身
に
有
る
こ
と
を
覚

了

せ
よ
。
立
地

は
生
死

の
苦
域
を
超
過

せ
ん
。
［
『
息
耕
録
開
莚
普
説
』
、

白
隠
全
集
二
‥
三
九
九
頁
」

こ
う
し
て
現
世

は
、

黄
金
に
光

り
輝
く
永
遠

の
仏
と

重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。

ま
と

め

正

三

は
現
世

を
い
や
な
夢
・
幻
で
あ

る
と
見

た
。

そ
の
い
や
気
を
死
を
賭

し
て
追
究
す

る
道
が
、
正
三

の
出
家

だ
っ
た
。

白
隠

も
ま
た
現
世
に
無
常
を

見
た
が
、
彼

は
見

性
と

い
う
悟
り
の
体
験
に
よ
る
別

の
世
界
観
も
同
時
に
述

べ
て

い
る
。

つ
ま

り
無
常

の
世
界
と
光
り
輝
く
永
遠
の
世
界
と

の
二
つ
が
重

な
り
合

う
世
界
で

あ
る
。

で
は
次

に
考
え
る
べ
き
は
、
そ
の
現
世
世
界
に
お

け

る
悟
り

の
構

造
だ
ろ
う
。

二
　

悟

り

の

構
造

正
三

の
場

合

正
三

に
と

っ
て
現
世

は
無
常

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
き

る
人
と
い

う
存
在
も

ま
た
永
遠
不

変
の
実
体
を
持
た
な

い
「
無
常

の
鏡
」
（
『
麓
草
分
』
）

で

あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
存
在
を
と
り
ま
く
現
実
世
界
つ
ま
り
現
世
が

無
常

の
夢
・
幻

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
執
着
す
る
の
は
空
し

い
こ
と
で
あ

る
。
し

か
し
人

は
そ
の
執
着

か
ら
離
れ
難

い
。

換
言
す
る
な

ら
ば
、
〈
心
〉

と

い
う
主
観
を
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。

懼

き
も
心
、
尊
き
も
心
、
賤
き
も
心
、
美
き
も
心
、
花
と
見
る
も
心
、

月
と
見
る
も
心
、
山
河
大
地
皆
一
心
よ
り
見
出
だ
す
処
也
。
［
『
反
故
集
』

巻
上
、
正
三
全
集
二
八
九
頁
］

ま
た
「
心
あ
れ
ば
三
界
有
」
（
『
二
人
比
丘
尼
』
）
と
ま

で
言
わ
れ
、
存
在
も
世

界
も
全
て
は
自
分
の
心
の
執
着
が
生
み
出

す
夢
幻

へ
集
約

さ
れ
る
。
修
行

は

こ
の
執
着
を
離
れ
る
た

め
に
、
自
分
を
殺
し
無
我

に
な

る
こ
と
を
目
指
し
行

わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
最
大
の
執
着
は
自
分

の
身
心

に
対
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
が

い
か
に
い
や
な
も
の
で
あ
る
か
が
述

べ
ら
れ
る
。

心

に
は
三
毒
七
情
を
始
め
、
八
万

四
千
の
苦
あ
り
。
是
皆
、
身
よ
り
出



た
る
苦
患
也
。
…
四
百
四
病
、
内
外
よ
り
責
る
身
に
非
や
。
殊

に
此
身

は
元
来
不
浄
な
り
、
而
も
悪
血
充
満
の
身
に
し
て
、
五
臓
腸
猶
清

か
ら

ず
、
目
汁
鼻
汁

、
大
小
便
利
、
毛
の
穴
よ
り
出

る
汗
に
至
る
迄
、
臭
気

甚
し
ふ
し

て
、
楽
し
む

べ
き
処

な
し
。
［
『
反
故
集
』
巻
上
、
正
三
全
集
二

九
六
～
二
九
七
頁
」

自

分
の
身
は

「
糞
袋
」
（
『
驢
鞍
橋
』
巻
上
）
で
あ
り
、
心
に
つ

い
て
も
ま
た

「
六
道
輪
廻

は
、
今
日
の
一
心
の
所
為
」
（
『
反
故
集
』
巻
上
）
と
述
べ
ら
れ

る
。

人
は
身
心
と

い
う
内
外
全
て
で
苦
楽
を
生
み
出
し
、
生
を
送

っ
て

い
る
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
正

三
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
楽
輪
廻
の
元
と
な
る
心
の
鍛
錬
を

す
る
こ
と
が
、
万
人

に
共
通
し
て
な
す
べ
き
こ
と
だ
と
考
え
る
。
特

に
「
唯

苦
の
中

に
成
仏

の
縁

あ
り
、
楽
む
心
を
放
下

し
て
、
一
筋
に
無
上
菩
提
を
勤

求
せ
ば
、
是
便
天
上
界

を
出

る
の
道
な
り
」
（
『
反
故
集
』
巻
上
）
と
し
て
、
苦

に
重

点
を
置

い
て

い
る
。

と
こ

ろ
が

、
こ
れ

ほ
ど
ま
で

に
現
世
や
自
分
の
身

心
を
い
や
な
も
の
と
し

て
捉

え
、
我

執
を
離
れ
無
我
を
求
め
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
修
行

に
よ
っ

て
現
世
で
成
仏

す
る
こ
と

は
叶

わ
な

い
。
「
今

年
は
少
し

機
の
位
ひ

、
を
と

な
し

く
覚
ゆ

、
だ
る
む

べ
き
子

細
な
し
。
少
し

熟
し

た

る
か

と
思

ふ
也
」

（
『
驢
鞍
橋
』
巻
上
）
と

い
う
の
は
、
年
々
修
行

を
続
け

る
こ
と
に
よ

っ
て
少
し

向
上
し

た
部
分

が
あ

っ
て
、
た
と
え
何
回
か
無
我
の
体
験
を
し
た
と
し
て
も
、

時
が
経
て
ば
ま

た
執
着

し
始
め
て
し
ま
う
と
い
う
人

の
無
常
な
あ
り
方
を
表

し
て

い
る
。
こ

う
し
て

、

何
と
勤
め
て
も
無

我
に

は
成
れ

ぬ
物

也
。
［
『
驢
鞍
橋
』
巻
下
の
二
五
、
正

三
全
集
二
四
五
頁
」

と
結
論

さ
れ
る
。
完
全

な
無
我

に
は
な
れ
ず
、

自
分

と
い
う
個
人

の
無
我
と

し
て
の
成

仏
は
到

達
さ

れ
得
な

い
。
こ
の
〈
成

仏
〉

に
つ
い
て

、
正
三

に
お

い
て
は
、
個
人
的

に
無
我

を
目
指
す
こ
と
が
、

社
会
的

に
は
周
囲

と
の
関
係

に
お
け
る
四
恩

の
思
想
と
な

る
の
だ
が
、
そ
れ

に
つ

い
て

は
次
節
で
述
べ
る
。

白
隠

の
場
合

白
隠

の
見
性

の
修
行

は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
行

う
よ

う
述

べ
ら
れ
る
。

問
う
。
如
何

が
見
性
を
得
ん
。
曰
く
。
も

し
見
性

を
要
せ
ば

、
自
心
の

源

に
就

い
て

参
究
せ
よ
。
即
ち
今
見
聞
覚

知
す

る
底
是
何
者
な
る
か
、

ま
た
即
ち
今
見
聞
覚
知
す
る
主
を
了
知
せ

ん
と
要
す
底
の
心

は
何
処
に

在

る
か
と
。
行
住

坐
臥
内
外
中
間

に
於

い
て

、
単

単
研

究
す

べ
し
。

［
『
寒
山
詩
闡
提
記
聞
』
巻
二
、
白
隠
全
集
四
：
一
三
四
～
一
三
五
頁
］

修
行
は
、
認
識

の
主
体
と
し
て
の
自
己

の
存
在

に
つ

い
て
率
直

な
疑
問
を
追

究
す
る
こ
と

か
ら

始
め
ら
れ
る
。
言
語
的
思
惟
で

自
分
の
根
拠

は
見
つ
け
ら

れ
ず
、
ま

た
独

立
し
た
絶
対
的
実
体
と
い
う
在
り
方
で

は
自
分

を
考
え
ら
れ

な

い
こ
と

を
、
こ
れ

に
よ

っ
て
修
行
者
は
体
験
し
て
悟
る

の
で
あ

る
。
同
じ

悟
り

（
成
仏
）

の
た
め
の
内
観
方
法
で

も
、
正
三
が

い
や

な
不
浄

の
身
心
の

追
究
だ

っ
た
の

に
対
し
て
、
白
隠
の
自
己

探
求

は
よ
り
深
化
し
た
も
の
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
見
性
体
験
の
瞬
間
は
、

打
上
一
片
純

一
無
雑
、
行
し
て
行

ず
こ
と
を
知
ら
ず
、
坐
し
て
坐
す
こ

と
を
知
ら
ざ

る
の
底

に
至
る
時
節
、
心
頭

は
時
時
熱
悶
す
。
是
真
箇
参

窮
底
の
好
消
息
也
。
・：
十
方
法
界
、
一
毫
髪
も
他
物
を
見
ざ
る
こ
と
を
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許
す
。
是

即
ち
見

性
底
の

端
的
也
。
［
『
寒
山
詩
闡
提
記
聞
』
巻
二
、
白
隠

全
集
四
：
一
三
五
頁
］

と
い
う
よ
う
に
、
自
他
の
区
別
が
失

わ
れ
た
神
秘
体
験
状
態

に
あ
っ
て

、
そ

れ

は

「
法

成
就

に
到

り
快

楽
の

境
界
」
「
其
の
快

楽

は
言

う
べ

か
ら
ず
」

（
『
寒
山
詩
闡
提
記
聞
』
巻
一
）
つ
ま
り
体

験
と
し
て

言
語

化
不
可

能
で
あ

る
。

言
葉

は
日
常
世
界

に
お
け
る
存
在

を
区
切

り
、
取
り
出

し
て
、
私

た
ち
に
提

示
し
て
み
せ

る
。
通
常

は
そ

の
こ
と

に
何
の
疑
問
も

抱
か
ず
、

例
え

ば
「
山

は
山
」
「
川

は
川
」
「
自
分

は
自
分
」

と
し
て
個
々
が
独

立
し

た
存
在
で

あ
る

か
の
よ

う
に
思

う
。
し

か
し
右
で

は
、
最

も
確
実
に
思
え

た
自
分

の
本
性
す

ら
根
拠

の
な

い
思

い
込
み
だ

っ
た
こ

と
に
愕
然
と
し
、

そ
れ
を
言
語
で

追
究

す
る
こ
と

に
行
き
詰
ま

っ
て
、

つ
い
に
自

他
区
別

の
な
い
感
覚

に
な

っ
た
こ

と
を
示
し
て

い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
で

は
こ

の
よ

う
に
一
切
平
等
で
区
別

の

な

い
感
覚
が

「
快
楽
」
で
あ

る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
い
つ
ま
で
も
留
ま

る
の
が

悟
り

か
と
い
う
と
、
そ
れ

は
違

う
。

長
時
間
神
秘
体

験
を
持

続
さ
せ

る
こ
と

の
不
可

能
性
も

さ
る
こ

と
な
が
ら
、
単
な
る
恍
惚
感

で
は
、
悟

り
は
薬

物
に

よ

っ
て

得
ら

れ
る
同
効
果
と

違
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

こ
で
は
白
隠
が

そ
も

そ
も
言
語

や
公
案

を
修
行

と
し
て
い
る
点
を
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
つ

ま
り

見
性
と
い
う
は
た
ら
き

が
起
こ
る
の
は
、
公
案
と
い
う
形

で
師
か
ら
の

呼

び
か
け
・
問

い
が

あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
白
隠
は
公

案
修
行

を
説
く
。

公

案
と
は
禅
の
師
弟
間

に
お
け

る
独
特
の
対
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
弟
子

の
師

へ
の
報
恩
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

ま
と
め

現
世

に
続
き

、
正

三
は
自
分
の
身
心
も
ま
た
い
や
な
も
の
だ
と
捉
え
て

い

る
。
彼
の
修
行

と
は
、
こ
の
い
や
な
現
世
で

い
や
な
身
心
を
以
て

い
や
な
こ

と
を
究
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
無
我
に
至
ろ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
一
方

白
隠
の
修
行

と
は
、
ま
ず
自
己
の
存
在
に
つ

い
て
の
探
究
だ
っ
た
。
そ
れ
は

公
案
と
い
う
師

弟
間
の
対

話
で
求
め
ら
れ
る
。
さ
て
、
両
者
の
こ
の
よ
う
な

自
己
の
身
心
や
存
在
と
い
う
個
に
お
け

る
悟
り
の
意
味
が
、
現
世
社
会
の
中

で
の
意
味
に
転
化
す
る
と
、
恩
と
い
う
形

に
な
る
。
次
節
で
は
彼
ら
の
報
恩

と
し
て

の
修
行

観
を
と
り
あ
げ
て
、
木

稿
の
ま
と
め
と
し
よ
う
。

三
　
結
論
―
報
恩
観

正
三

の
場

合

正
三

は
先

の
無
我
の
教
え
と
共
に
四
恩

の
理
を
述
べ
る
。
四
恩

と
は
即

ち

天

地
・
師
・
国
王

・
父
母

の
恩
で

、
こ
れ
ら

は
正

三
に
よ
れ
ば
、
人
の
全
て

を
夢
・
幻

と
捉
え

る
主
観
と

は
関
係
な
く
、
確
実

な
も
の
と

し
て

語
ら

れ

て
い
る
。
つ
ま
り
正

三
は
こ
こ
で
唐
突
に
、
主
観
を
離
れ
た
物
の
実
在
を
認

め
て
い
る
の
で

あ
る
。

確
か
に
、
そ
れ
ま
で
は
自
分
の
身
心
、
つ
ま
り
個
人
に
し
か
焦
点
が
当
て

ら
れ
て

い
な
か

っ
た
の
が
、
恩
の
理
に
よ
っ
て
自
分
と
周
囲
と
の
関
係
に
目

を
向
け

る
こ
と
に
な
り
、
社
会
的
な
仏
教
の
教
え
と
な
る
。
し

か
し
そ
こ
で

行
わ
れ
る
実
践
す
な
わ
ち
報
恩
行
は
、
や
は
り
究
極
的

に
は
無
我

に
な
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
無
我

に
な
る
こ
と
は
決
し
て
達
成
さ
れ
得
な

い
こ
と
は

前
節
で

見
た
通
り
だ

っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
四
恩

に
対
す
る
報
恩
行
も
ま
た
、



成
就

さ
れ
得

な
い
。

た
と
え
ば
仏
教
で
特

に
重
要

な
仏
祖
の
恩

（
先
の
四
恩

の
う

ち
師
恩

に
当

た
る
）

に
つ

い
て
、
次

の
よ
う
に
言
わ
れ

る
。

仏

祖
の
恩

を
報
ぜ

ん
事
、
衆
生
済

度
に
し
く
は
な
し
［
『
麓
草
分
』
、
正
三

全
集
七
八
頁
】

仏
祖

へ
の
報
恩
行
と

は
衆
生

を
救
済
す

る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
完
全

な

無
我

が
達
成
で
き

な
い
の
と
同
様
、
完

全
な
済
度
す
な
わ
ち
全
人
類

の
救
済

は
、

こ
の
自
分

と
い
う
一
人
の
人

間

に
は
不

可
能

で
あ
る
。
『
反

故
集
』

巻

上

に
は
「
物

の
恩

を
鑑
は
理
也
。
是

を
報
ず

る
は
義
也
」
と
あ
る
。
報
恩
行

は
義
で

あ
り

「
義
と
云

は
煩
悩

を
截
断
す

る
の
剣
」
（
『
麓
草
分
』
）
と
い

う
よ

う
に
、

修
養

の
一
環

に
行
う
べ
き
徳
目
で

は
あ
る
。
し
か
し

そ
の
徳
目

を
自

分

に
教
え
て
く
れ
た
古
人
の
人
格

に
は
余
り

注
意
が
払
わ
れ
て

い
な
い
。

つ

ま
り
、

古
人
と

の
関
わ
り

に
よ

っ
て
自
分

が
あ
る
と
い
う
、
自
己

の
存

在
へ

の
直
接

的
関

係
は
考
え
ら
れ
て

い
な
い
。
恩

の
理
は
理
そ
れ
の
み
で

厳
然
と

し
て

あ
る
の
で
あ
り

、
そ
の
実

践
と
し
て
の
報
恩
行
は
再
び
自
分
個
人
の
主

体
の
問
題
に
回
収
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
自
分
と
い
う
主
体
を
た
て
て
論
じ

る
限

り
、
正
三

の
修
行

は
こ
こ

で
も
達
成
さ
れ
得
な
い
。
無
我
成
仏
も
古
人

へ
の
報
恩
も
、
ど
ち
ら
も
現
世

の
自
分

の
存
在
と
は
深
く
断
絶
し
た
先
に
あ

る
。

こ
う
し

て
正

三

は
死

の
間
際

に
な

っ
て
も
、
自
分

の
修

行
が
不

完

全

だ
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て

言
う
。

一
日
生
れ
ば
一

日
の
苦
み

な
る
間
、
少

な
り
と
も
、
早
く
死

た
る
が
増

也
。
最

早
、
今

度
は
仏
祖

の
恩

を
報
ず
る
事
を
得
ず
。
頓
て
出
ん
ず
。

出

ん
ず
。
［
『
反
故
集
』
巻
下
、
正
三
全
集
三
二
八
頁
】

も
は
や
現
世
で

自
分
が
修
行
し
報
恩
行
を
な
す
こ
と
は
で
き
な

い
、
だ
か
ら

ま
た
転
生
し
て
再

び
修
行

を
重
ね

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

正

三
が
四

恩
と
い
い
報
恩
行
と

い
う
、
そ

の
修
行
と
は
、

あ
く
ま
で
も
現
世

の
人
が
い
つ
か
現
世
を
脱
し
て
成
仏
す
る
ま
で
功
徳
を
積
む
こ
と
で
あ

っ
て
、

完
全
な
無
我
が
達
成
で
き

な
い
の
と
同
様
、
今
生
を
受
け

た
段
階
で
成
仏

は

死
ぬ
ま
で
あ
り
得
な
い
。

〈
仏
〉
と
〈
現
世
の
自
分
〉
と

の
断
絶
と

い
う
、
嘆
く
し

か
な
い
結
論

に
至

り
な
が
ら
も
、
し
か
し
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
苦
で
あ
る
輪
廻
転
生

に
希
望
を

繋
ぎ
、
修
行
が
成
就
す

る
ま
で
延

々
と
転
生
し
続
け
な
く
て

は
な
ら
な

い
の

で
あ
る
。

白
隠
の
場
合

公
案
を
褝
の
師
弟
間

の
対
話
と

い
う
。
師
弟
と
い
う
非
対
等

な
関
係

に
お

け
る
問
答
が
対
話
に
成
る
瞬
間

が
、
す

な
わ
ち
現
成
公

案
と
い
う
悟
り
の
瞬

間
と
さ
れ
る
。

先
ず
須
く
見
性
は
掌
上
を
見
る
が
如

く
し
去
れ
。
間
に
は
亦
仏
祖

の
言

教
を
把
し
、
看
過
来
せ
よ
。
心
を
以
て
古
教
を
照
ら
し
、
且
つ
真
正

の

導
師

に
見
え
、
誓

っ
て
祖
師
最
後
の
因
縁

に
参
決
せ
よ
。
末
期
に
一

箇

半
箇
を
打
出
し
。
以

て
仏
祖
の
深
恩

に
報
答
す
る
こ
と
、
是

を
当

家
の

種
草
と
す
。
［
『
息
耕
録
開
莚
普
説
』
、
白
隠
全
集
二
‥
四
一
〇
頁
］

右
文
で
白
隠
は
、
仏
祖
へ
の
報
恩

が
後
継
者

を
出
す

こ
と
（
「
末
期

に
一

箇
半
箇
を
打
出
」
）
と
見
做
し
て

い
る
。

こ
の
自
分
の
後

に
教
え

を
引
き
継

が
せ
る
こ
と

は
、
ま
た
別

の
と
こ
ろ
で

「
垂

一
転
語
」
（
一
転
語
を
出
す
）
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（
『
息
耕
録
開
莚
普
説
』）
と
表
現
し

て
い
る
。

一
転
語

と
は
公
案

と
い
う
問

い

に
答
え
た
一
句
で
あ

る
。
師
の
問

い
に
弟
子
が
答
え

た
悟
り
の
時
、
呼

び
か

け

と
応
答
と

い
う
対
話
が
新

た
に
一
つ
成
立
す

る
。

つ
ま
り
垂
一
転
語

と
は
、

過
去
の
仏
祖

か
ら
現
在

の
自
分
、
そ
し
て
未
来

の
後

継
者
へ
対

話
を
継
続
さ

せ
る
こ
と

に
他

な
ら

な
い
。
こ
れ

は
、
個
人

に
お
い
て
は
過
去
・
現

在
・
未

来
の
縁
起
し
て

あ
る
世
界
の
あ
り
よ
う
を
認
識
す

る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り

見
性
と

は
縁
起
す

る
お
り
方

（
性
）
を
悟
る
こ

と
だ
と
言
え

る
。
そ
し
て
白

隠
は
。真

正
安
楽

の
田
地

に
到
ら

ん
と
欲
せ
ば
、

転
悟

転
請
、
転
了

転
参
す

べ

し
。
［
『
正
受
老
人
崇
行
録
』
、
白
隠
全
集
一
：
四
九
一
頁
］

と
言

っ
て
、
一
度
見
性
し
た
ら
そ
れ
を
ま
た
何
度
も
繰
り
返
し

は
た
ら

か
せ

続
け

ね
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。
人
が
対
話
と
い

う
見
性

を
繰
り
返
す
こ

と
に
よ

っ
て
、
世
界
も
ま
た
幾
度
も
新
し
く
転
じ
続
け

る
。
報
恩
行
と

は
、

こ
の
縁
起
す

る
世
界

に
お
い
て
、
自
分
と
他
人
と
が
問

い
答
え

る
行

い
で
あ

る
。
こ

の
よ

う
に
し
て
、
修
行

は
そ
の
ま
ま
見
性
と

な
り
、

自
分
と

い
う
個

人
の
存
在

は
す

な
わ
ち
周
囲
の

他
者
と
の
関
係

を
抜
き

に
し
て

考
え

ら
れ
得

ず
、
自
他
の
断

絶
は
受
け
容
れ
ら
れ
、
乗
り
越
え
ら

れ
よ
う
と
す

る
。

ま
と

め

正

三

に
お

い
て
日
常

は
い
や

な
こ
と
で
あ
り
、
厭

う
べ
き
現
世

に
お
い
て

無
我

に
な
ろ

う
と
す

る
こ
と
が
修
行
だ

っ
た
。
彼

は
世
法
即

仏
法
を
説
く
。

個
々
人
が
各

々
職
分

の
義
を
尽

く
す
べ
し
と

い
う
世
法

が
、
無
我
を
目
指
せ

と
い
う
仏
法
と

等
し

い
と
し
て
も
、
夢

・
幻
で

あ
る
現
世

に
お
い
て
そ
れ
ら

の
法
が
成
就
し
修
行
が
完
全
に
達
成
さ
れ

る
こ
と

は
な

い
の
で

あ
っ
て
、
人

は
現
世

を
脱
し
て
い
つ
か
仏
に
成
る
瞬
間

を
求

め
な
が
ら
ひ
た
す
ら
に
生
き

る
し
か
な
い
。
無
我
に
な
れ
と
い
い
な
が
ら
、
そ

の
無
我

に
な
る
主
体
と
し

て

自
分

と
い
う
我
を
た
て
、
そ
の
修
行

を
強
調
す

る
正

三
の
考
え

は
、
矛
盾

し
て

い
る
。
仏
祖
へ
の
報
恩
行

も
ま
た
、
自
分
と

い
う
個
人
が
成
仏
す

る
ま

で
行

う
修
養
徳
目
の
一
つ
と
し
て

捉
え

る
限
り
、
こ
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ

な

い
。
四

恩
と
い
う
理
を
あ
げ
、
衆
生
救
済
と

い
う
大
き
な
目
標
を
掲
げ
つ
つ

も

、
正

三
に
あ

っ
て
は
こ
の
矛
盾
が
明
確

に
自
覚
さ
れ
る
ま
で

に
は
至
ら
ず
、

そ
れ
が

「
頓
て

出
ん
ず
出
ん
ず
」
と

い
う
必
死
の
自
己
の
主
張
の
嘆
き

に
表

れ
て

い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
隠

に
お
い
て

は
、
自
己
と

は
何

か
と

い
う
存
在
の
追
究
が
見
性
と
結
び

つ
き
、

そ
れ
は
つ
ま
り
縁

起
す

る
世
界
の
自
覚
だ

っ
た
。
世
界

は
無
常
で
あ

る
と
共

に
、
仏
の
説
く
真

の
世
界
で
も
あ

っ
た
と

い
え
る
。
そ
こ
に
お
け
る

自
己

の
お

り
方

に
つ
い
て

い
え
ば
、
人

は
自
分
を
あ
ら
し
め
て

く
れ
た
誰

か

か
ら
の
恩

を
受
け

、
そ
れ
へ
の
報
恩

は
ま
た
別
の
誰
か
に
与
え

る
と
い
う
形

で

捉
え

ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
過
去
の
伝
統

は
現
在
の
自
分

に
と
っ
て
重

要

と
な
る
。
悟
る
こ
と
、
成
仏
、
見
性
と

は
、
現
世
を
超
え
た
ど
こ
か
へ
行

く
こ
と
で

は
な
く
、
ま
た
仏
を
ど
こ

か
彼
方

に
夢
想
す
る
こ
と
で

も
な
く
、

公
案
と

い
う
い
わ
ば
自
己
と
他
者
と
の
対
話
の

は
た
ら
き
と
し
て

成
立
す

る

の
で
あ

る
。

以
上

の
正
三

と
白
隠
の
思

想
は
、
個
人
の
お
り
方
や
、
個
人
と
そ
れ
を
取

り
巻
く
社

会
と
の
関
係

性
に
つ

い
て
、
日
本
近
世
と
い
う
時
代

の
思
想
展
開



を
研
究
す
る
上
で
、
世
界
観
や
恩
と

い
う
テ
ー

マ
の
重
要
性
と
人

の
多
様
な

生
を
示

し
て

い
る
。

＊
正

三
の
テ
キ
ス
ト
に
つ

い
て
は
、

鈴
木
鉄
心
編

『
鈴
木
正
三
道
人
全

集
』

山
喜

房
仏

書
林
、
一

九
六

二
年

（
「
正

三
全

集
」
と
表
記
）

白
隠

の
テ
キ
ス
ト
に
つ

い
て
は
、

芳
澤
勝

弘
訳
注

『
白
隠
禅
師
法
語
全
集
』
全
一
四
冊

十
別
冊
、
禅
文
化
研
究
所
、

一
九
九

九

～
二
〇
〇

三
年

（
「
白
隠

法
語
集
」
と
表
記
）

『
白
隠
和

尚
全
集
』

全

八
巻
、

龍
吟
社
、
一

九
三
四

年

（
「
白

隠
全

集
」

と
表

記
）

を
使
用
し

た
。

そ
の
う
ち

本
稿
で

使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、

主
に
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
八
重
葎
巻
之
三
』
（
白
隠
法
語
集
七
）
、
『
正

受
老
人
崇
行

録
』
（
白
隠
全
集
一
）
、

『
荊
叢
毒
蘂
』
及
び

『
息
耕
録
開
莚
普
説
』
（
白
隠
全
集

二
）
、
『
寒
山
詩
闡
提
記

聞
』
（
白
隠
全
集
四
）
。

な
お
引
用
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
文
は
読
み
下
し

に
し

、
漢
字
を
常
用
の
も
の

と
す

る
等
、
適
宜
改

め
た
。

（
１
）
　
こ
こ
で

は
正
三

は
二
王
禅
、
白
隠
は
公

案
と
い
う
、
両
者
の
代

表
的
な
修
行

方
法
の
み
簡

単
に
取
り
上

げ
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
以

外
に
も
念
仏
を
勧
め
る
等
、

仏
教

の
多
様
性
を
否

定
し
て

い
な
い
。

（
２
）
「
…
宝
鑑
国
師
、
大
愚
和
尚
（
愚
堂
東
寔
の
こ
と
Ｉ
引
用
者
注
）
、
仏
頂
老
人
、

三
尊
宿
出
府
の
前
後
、
春
日
局
、
正
三
老
人
（
鈴
木
正
三
の
こ
と
―
引
用
者

注
）
、

芭
蕉

の
翁
、
両
三
箇
を
打
出
し
玉

ふ
よ
り
外
、

数
百
年

来
。
終

に
唯
今

の
如
く
歓
喜
得
力
の
勇
士
多

か
つ
し
事

を
聞

か
ず
・
・・
」
（
白
隠

法
語
集
七

、
九

七

～
九
八
頁
）
。

ち
な
み
に
右
の
文
は
、
本
作

品
の
冒
頭

、
江
戸

の
老
居
士

某

が
や

っ
て

来
て
、
白
隠

に
法
語
執
筆

の
要
望
を
述
べ

た
せ
り

ふ
の
一
部
と
な
っ

て
い

る
。

（
３
）
　
四
恩

は
父
母

・
衆
生
・
国
王
・
三
宝
や
、
天

地
・
国
王

・
父
母

・
衆
生
の
組

み
合
わ
せ
が

一
般
的
だ
が
、
正
三
は
彼
独

自
の

見
解
を
述

べ
る
。

（

お
ば

ま

・

せ

い
こ

、

倫

理

学
、

お
茶

の
水

女
子

大

学

大

学

院

）
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