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一　

序

　

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
が
初
め
て
鈴
木
大
拙
の
言
葉
を
引
用
し
た
の

は
、Psychoanalysis and Religion

（
一
九
五
〇
）
に
お
い
て
で
あ
っ

た
）
2
（

。
そ
の
後
フ
ロ
ム
は
、
メ
キ
シ
コ
市
の
自
宅
に
大
拙
を
招
き
、
精
神
分

析
学
会
を
開
催
し
て
い
る
。
そ
の
会
で
の
講
演
等
が
元
と
な
り
、
共
著

Zen Buddhism
 and Psychoanalysis

（
一
九
六
〇
）
3
（

）
が
出
版
さ
れ
、
そ

こ
に
は
直
接
の
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
、
そ
う
し
た
一
九
五
〇
年
代
に
始
ま
る
両
者
の
影
響
関
係
を
考

察
す
る
前
段
階

4

4

4

と
し
て
、
ま
だ
直
接
の
接
触
が
な
か
っ
た
頃
の
著
作
、
つ

ま
り
フ
ロ
ムEscape from

 Freedom

『
自
由
か
ら
の
逃
走
』（
一
九
四
一
）

と
大
拙
『
無
心
と
い
ふ
こ
と
』（
一
九
四
四
）
を
と
り
あ
げ）

4
（

、
フ
ロ
ム
の

「
自
由
」
概
念
の
構
造
を
補
助
線
と
し
て
、
大
拙
の
「
無
心
」
お
よ
び
「
無

分
別
の
分
別
」
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
座
か
ら
の
理
解
を
目
的
と
す
る
。

二　
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
お
け
る
自
由

　

フ
ロ
ム
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
お
け
る
「
自
由
」
の
概
略
は
次
の
通

り
で
あ
る
（
構
造
の
図
式
化
の
た
め
各
概
念
に
記
号
を
付
す
。
概
念
の
詳

細
・
出
典
等
は
後
出
の
引
用
文
を
参
照
）。
フ
ロ
ム
は
「
自
由
」
を
二
つ

に
分
け
、
消
極
的
な
「
…
…
か
ら
の
自
由
」
と
、
積
極
的
な
「
…
…
へ
の

自
由
」
と
す
る
（
そ
れ
ぞ
れ
を
「
自
由
ａ
」「
自
由
ｂ
」
と
す
る
）。
書
名

「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
と
は
、
こ
の
消
極
的
な
自
由
ａ
か
ら
の
逃
走
を
意

味
す
る
（
逃
走
を
ｃ
と
す
る
）。
つ
ま
り
、「
か
ら
の
」
が
二
重
と
な
り
、

「
…
…
か
ら
の

4

4

4

自
由
ａ
」
か
ら
の

4

4

4

逃
走
ｃ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
で
は
、

自
由
ａ
に
よ
っ
て
抜
け
出
て
き
た
元
の
「
…
…
」
と
は
何
か
と
言
え
ば
、

人
に
本
来
的
な
安
定
・
安
心
を
与
え
る
と
同
時
に
束
縛
す
る
「
前
個
人
的

社
会
の
絆
」
と
さ
れ
る
（
こ
の
「
絆
」
に
縛
ら
れ
た
状
態
を
ｘ
、
自
由
ａ

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
状
態
を
ｙ
と
す
る
）。
フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
人
は
、

〈
特
集
１　

西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙

─
比
較
思
想
の
視
座
か
ら
〉

大　

熊　
　
　

玄　

　

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
「
自
由
」
と
鈴
木
大
拙
の
「
無
心
」
の
構
造）

1
（
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人
を
孤
独
に
お
と
し
い
れ
、

そ
の
た
め
個
人
を
不
安
な
無

力
な
も
の
に
し
た
〔
状
態

ｙ
〕。
こ
の
孤
独
は
た
え
が

た
い
も
の
で
あ
る
。
か
れ

は
、
自
由
〔
ａ
〕
の
重
荷
か

ら
の
が
れ
〔
ｃ
〕
て
新
し
い

依
存
と
従
属
〔
ｘ′
状
態
〕
を

求
め
る
か
、
あ
る
い
は
人
間

の
独
自
性
と
個
性
と
に
も
と

づ
い
た
積
極
的
な
自
由

〔
ｂ
〕
の
完
全
な
実
現
〔
状

態
ｚ
〕
に
進
む
か
の
二
者
択

一
に
迫
ら
れ
る
。（
四
頁
）

　
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
で
は
、

こ
う
し
た
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｘ
、ｙ
、

ｚ
、
ｘ′
の
関
係
が
、
多
様
な
概
念

に
言
い
換
え
ら
れ
な
が
ら
展
開
す

る
。
そ
れ
ら
の
概
念
の
一
部
を
用

い
て
略
図
化
す
る
と
、
下
図
と
な

る
。

　

以
下
、
フ
ロ
ム
『
自
由
か
ら
の

逃
走
』
の
構
造
を
、
大
拙
の
「
無

い
わ
ゆ
る
「
人
間
（
近
代
人
）」
と
し
て
の
独
立
性
と
合
理
性
の
あ
る
状

態
ｙ
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
の
状
態
ｘ
か
ら
自
由
ａ
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
状
態
ｙ
の
「
人
間
」
は
、
ま
だ
苦
悩
・
不
安
を
抱
え

て
お
り
、
個
人
と
し
て
充
分
に
自
立
し
た
積
極
的
・
生
産
的
な
安
定
し
た

状
態
へ
の
自
由
ｂ
を
得
て
い
な
い
（
こ
の
「
…
…
へ
の
自
由
ｂ
」
が
向
か

お
う
と
す
る
状
態
を
ｚ
と
す
る
）。

　

そ
し
て
、
元
の
状
態
ｘ
か
ら
自
由
ａ
と
な
り
な
が
ら
、
い
ま
だ
自
由
ｂ

が
得
ら
れ
て
い
な
い
状
態
ｙ
に
お
け
る
「
人
間
」
に
は
、
二
つ
の
選
択
肢

が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
次
の
段
階
で
あ
る
状
態
ｚ
へ

の
道
を
歩
も
う
と
す
る
積
極
的
な
「
…
…
ｚ
へ
の
自
由
ｂ
」
と
、
自
由
ａ

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
状
態
ｙ
を
捨
て
て
安
易
に
誰
か
（
何
か
）
へ
の
依

存
・
服
従
に
走
る
「
自
由
ａ
か
ら
の
逃
走
ｃ
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
度
、

自
由
ａ
に
よ
っ
て
「
人
間
」
と
な
っ
た
状
態
ｙ
は
、
二
度
と
元
の
原
初
状

態
ｘ
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
き
つ
く
先
は
、
原
初
に
似
せ
た
状
態

に
す
ぎ
な
い
（
こ
の
逃
走
ｃ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
擬
似
的
原
初
状
態
を
ｘ′

と
す
る
）。
以
上
で
、
フ
ロ
ム
の
自
由
の
構
造
を
作
り
あ
げ
る
要
素
が
出

そ
ろ
う
。
以
下
の
引
用
は
、
そ
の
構
図
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

近
代
人
は
、
個
人
に
安
定
を
与
え
る
と
同
時
に
彼
を
束
縛
し
て
い
た

前
個
人
的
社
会
の
絆
〔
状
態
ｘ
〕
か
ら
は
自
由
〔
ａ
〕
に
な
っ
た
が
、

個
人
的
自
我
の
実
現
、
す
な
わ
ち
個
人
の
知
的
な
、
感
情
的
な
、
ま

た
感
覚
的
な
諸
能
力
の
表
現
と
い
う
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由

〔
ｂ
〕
は
、
ま
だ
獲
得
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
状
態
ｙ
〕。

自
由
〔
ａ
〕
は
近
代
人
に
独
立
と
合
理
性
を
あ
た
え
た
が
、
一
方
個

x 前個人、子ども、所与、安定、調和、楽園、本能、無意識、束縛、第一次的絆

x′第二次的絆・権威・服従・依存

y 個人、意識、思考、独立、分離、不安、無力、疑い、動揺、矛盾、苦悩、人間存在

成長

脱出

積極的

……への自由 b

消極的

……からの自由 a 逃走 c

z 積極的な結びつき、連帯、愛情、自発的・生産的な仕事、自己の実現
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し
か
し
こ
れ
ら
の
衝
動
や
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
新
し
い
絆
〔
ｘ′
〕
は
、

成
長
の
過
程
で
断
ち
切
ら
れ
た
第
一
次
的
絆
〔
ｘ
〕
と
同
一
の
も
の

で
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
肉
体
的
に
母
親
の
胎
内
に
二
度
と
帰
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
子
ど
も
は
精
神
的
に
も
個
性
化
の

過
程
を
逆
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
あ
え
て
そ
う
〔
逆
行
〕

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
〔
ｃ
〕
は
ど
う
し
て
も
服
従
の
性
格
を
お

び
る
こ
と
に
な
る
〔
ｘ′
〕。（
三
九
頁
）

　

母
親
か
ら
離
れ
な
い
子
ど
も
、
あ
る
い
は
原
初
的
自
然
の
ま
ま
の
原
始

人
、
つ
ま
り
状
態
ｘ
の
中
の
存
在
は
、
こ
こ
で
言
う
「
人
間
」
と
な
っ
て

は
い
な
い
。
こ
こ
で
言
う
人
間
存
在
と
は
、
与
え
ら
れ
た
自
然
（
状
態
ｘ
）

の
ま
ま
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
意
識
し
、
思
考
し
、
選
択
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
能
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
行
動
〔
ｘ
〕
が
、
あ
る
程
度
ま
で
な
く

な
る
と
き
〔
ｙ
〕、
す
な
わ
ち
、
自
然
へ
の
適
応
が
そ
の
強
制
的
な

性
格
〔
ｘ
〕
を
失
う
と
き
〔
ｙ
〕、〔
略
〕
人
間
存
在
は
は
じ
ま
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
存
在
と
自
由
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
発
端
か
ら
離
す
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

。
こ
こ
で
い
う
〔
人
間
存
在
の
始
ま
り
か
ら
あ
る
〕

自
由
と
は
、「
…
…
へ
の
自
由
〔
ｂ
〕」
と
い
う
積
極
的
な
意
味
で
は

な
く
、「
…
…
か
ら
の
自
由
〔
ａ
〕」
と
い
う
消
極
的
な
意
味
の
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
が
本
能
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
〔
ｘ
〕

か
ら
の
自
由
〔
ａ
〕
で
あ
る
。（
四
二
頁
）（
傍
点
は
原
典
に
よ
る
）

　

言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
存
在
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
与
え
ら
れ
て
い
る
」

方
向
性
を
受
け
と
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
考
え
、
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
能

心
」
と
の
比
較
し
や
す
い
箇
所
を
引
用
し
て
概
略
し
た
い
。
フ
ロ
ム
に
よ

れ
ば
、
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
生
物
学
的
に
は
独
立
し
た
存
在

と
し
て
そ
の
生
を
開
始
す
る
が
、「
か
な
り
な
が
い
あ
い
だ
機
能
的
に
は

母
親
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な
、
子
ど
も
に
「
安
定
感
や

帰
属
感
や
、
ま
た
ど
こ
か
に
足
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
感
じ
」
を
与
え
る

一
体
感
、「
個
人
が
完
全
に
解
放
さ
れ
る
以
前
に
存
在
す
る
こ
れ
ら
の
絆
」

を
、
フ
ロ
ム
は
「
第
一
知
的
絆
」
ｘ
と
呼
ぶ
（
三
五
頁
）。

ひ
と
た
び
個
性
化
が
完
全
な
段
階
〔
ｙ
〕
に
達
し
、
個
人
が
こ
れ
ら

の
第
一
次
的
絆
〔
ｘ
〕
か
ら
自
由
〔
ａ
〕
に
な
る
と
、
か
れ
は
一
つ

の
新
し
い
課
題
に
直
面
す
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、
前
個
人
的
存
在

の
場
合
〔
ｘ
〕
と
は
別
の
方
法
で
、
み
ず
か
ら
に
方
向
を
与
え
、
世

界
の
中
に
足
を
お
ろ
し
、
安
定
を
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〔
ｚ
〕。（
三
五
頁
）

　

母
親
か
ら
離
れ
た
子
ど
も
が
人
間
と
し
て
成
長
し
た
後
、
状
態
ｘ
へ
戻

ろ
う
と
せ
ず
に
安
定
を
求
め
る
と
き
に
、
積
極
的
な
自
由
ｂ
の
獲
得
が
必

要
と
な
る
。
フ
ロ
ム
は
、
そ
の
獲
得
を
、
自
ら
の
個
性
を
放
棄
す
る
こ
と

な
し
に
、
個
人
を
世
界
に
自
発
的
に
結
び
つ
け
る
「
愛
情
と
生
産
的
な
仕

事
」
と
し
、「
全
人
格
の
統
一
と
力
強
さ
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
と
言
う

（
四
〇
頁
）。
し
か
し
、
多
く
の
「
人
間
」
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
ｚ
へ
の

積
極
的
な
自
由
ｂ
を
獲
得
で
き
ず
、
状
態
ｙ
か
ら
状
態
ｘ′
へ
の
逃
走
ｃ
を

始
め
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
、
個
性
〔
ｙ
〕
を
な
げ
す
て
て
外
界
に
完
全
に
没
入
し
、
孤

独
と
無
力
の
感
情
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
衝
動
〔
ｃ
〕
が
生
ま
れ
る
。
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同
じ
用
語
・
記
号
で
示
さ
れ
る
内
容
が
ま
っ
た
く
一
致
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
比
較
の
た
め
に
抽
象
さ
れ
た
概
念
を
用
い
て
、

そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
次
の
引
用
中
の
「
天
地
の

心
」
と
い
う
概
念
は
、
重
層
的
な
意
味
の
あ
る
特
殊
な
概
念
で
あ
り
、
安

易
に
フ
ロ
ム
の
概
念
と
対
比
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
が
、
こ
こ
で
は
そ

の
重
層
性
を
捨
象
し
、
文
脈
上
無
理
の
な
い
範
囲
で
抽
象
化
し
た
「
自
然

の
は
た
ら
き
（
つ
ま
り
ｘ
状
態
）」
と
し
て
見
て
み
た
い
（
以
下
の
引
用

文
は
『
無
心
と
い
う
こ
と
』
に
よ
る
）。

人
間
に
は
い
わ
ゆ
る
意
識
な
る
も
の
が
発
生
し
た
〔
ｙ
〕
の
で
、
面

倒
は
こ
こ
か
ら
出
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
地
の
心
〔
ｘ
〕
が
、
心
の

ま
ま
に
、
一
直
線
に
、
垂
直
線
的
に
、
働
い
て
ゆ
か
な
い
で
、
そ
の

働
き
に
対
し
て
反
省
を
加
え
る
も
の
が
で
き
た
。
そ
れ
が
人
間
の
意

識
で
あ
る
〔
ｙ
〕。
い
つ
ま
で
も
ド
ン
ド
ン
進
ん
で
ゆ
く
物
理
性
や

動
物
性
〔
ｘ
〕
が
な
く
な
っ
て
、
そ
の
進
み
行
く
も
の
を
ち
ょ
っ
と

と
ら
え
て
、
そ
れ
を
調
べ
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
〔
ｙ
〕。
こ

の
進
む
と
い
う
も
の
〔
ｘ
〕
に
は
、
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
、
こ
の

進
む
と
い
う
も
の
は
何
物
か
、
ど
こ
か
ら
出
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
な

ど
と
考
え
始
め
た
〔
ｙ
〕。（
一
八
九
頁
）

　

こ
の
大
拙
の
文
章
に
も
、
フ
ロ
ム
と
同
様
に
、
ｘ
状
態
か
ら
ｙ
状
態
へ

の
移
行
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
人
間
の
意
識
」
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

元
の
動
物
の
世
界
ｘ
か
ら
脱
却
し
（
フ
ロ
ム
の
「
自
由
ａ
」）、
人
間
と
な

っ
て
人
生
が
始
ま
る
が
、
そ
こ
ｙ
に
は
人
間
と
し
て
の
苦
悩
や
矛
盾
も
生

じ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
不
安
の
あ
る
状
態
ｙ
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
、「
動

動
的
に
働
き
か
け
る
存
在
で
あ
る
。
受
動
的
な
だ
け
で
は
、
人
間
と
は
言

え
な
い
。

あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
た
本
能
的
な
行
動
〔
ｘ
〕
の
か
わ
り
に
、
人

間
〔
ｙ
〕
は
心
の
な
か
で
、
行
動
方
針
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
考
え
は
じ
め
る
。
自
然
に
た
い
す
る
働
き
か

け
も
、
純
粋
に
受
動
的
な
も
の
〔
ｘ
〕
か
ら
能
動
的
な
も
の
〔
ｙ
〕

に
変
っ
て
い
く
。
人
間
は
も
の
を
造
り
だ
す
。
道
具
を
発
明
す
る
。

そ
し
て
自
然
を
征
服
す
る
一
方
、
ま
す
ま
す
自
然
か
ら
は
な
れ
て
い

く
〔
ｙ
〕。
自
分
自
身
に
つ
い
て
〔
略
〕
自
然
と
は
同
一
の
も
の
で

は
な
い
と
、
漠
然
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
〔
ｙ
〕。
人
間
は
自
然

の
一
部
で
あ
り
〔
ｘ
〕
な
が
ら
、
し
か
も
自
然
を
超
越
す
る
〔
ｙ
〕

と
い
う
、
悲
劇
的
な
運
命
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
解
り
は
じ
め
る
。

（
四
二
頁
）

　

つ
ま
り
、
状
態
ｙ
に
お
け
る
人
間
は
、
そ
の
「
自
然
の
一
部
で
あ
り
な

が
ら
、
自
然
を
超
越
す
る
」
と
い
う
「
悲
劇
的
な
運
命
」
を
意
識
す
る
と

は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
が
、
自
ら
の
出
自
と
し
て
の
状
態
ｘ
を
意
識

し
つ
つ
も
、
も
は
や
分
離
さ
れ
た
ｘ
に
は
戻
れ
な
い
と
い
う
意
識
を
も
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
悲
劇
・
矛
盾
は
、
大
拙
に
お

い
て
も
強
調
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

三　
『
無
心
と
い
う
こ
と
』
に
お
け
る
無
心

　

以
上
の
フ
ロ
ム
の
「
自
由
」
の
構
図
を
補
助
に
、
鈴
木
大
拙
の
「
無
心
」

を
見
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ロ
ム
と
大
拙
が
語
る
文
脈
は
異
な
り
、
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〔
ｘ
〕
に
通
ず
る
道
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
一
八
八
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
大
拙
は
、
本
能
的
無
心
ｘ
と
人
間
的
無
心
ｚ
の
違
い
を
述

べ
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
、
ど
こ
か
そ
の
二
つ

4

4

に
は
「
通
ず
る
道
が
あ

る
」
と
も
言
う
。
ま
た
、
大
拙
の
用
語
法
に
は
、「
本
能
的
…
…
」
と
「
人

間
的
…
…
」
と
い
う
形
容
句
を
付
し
な
が
ら
も
、
こ
の
二
つ
の

4

4

4

状
態
に
同4

一
の
4

4

「
無
心
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
ｘ
と
ｙ
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
大
拙
・
フ
ロ
ム
の
両
者
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
「
ｘ
―
ｙ
」
に
対
す
る
ｚ
の
位
置
が
両
者
で
異
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
大
拙
に
お
い
て
、「
有
心
（
ｙ
）」
と
「
無
心
（
ｘ
、
ｚ
）」
の
違
い

は
明
ら
か
な
の
だ
が
、
フ
ロ
ム
と
は
異
な
り
、
無
心
に
お
け
る
ｘ
と
ｚ
の

異
同
が
厳
格
に
二
分
さ
れ
て
い
な
い
。
次
の
引
用
で
は
、
そ
う
し
た
大
拙

の
「
ｘ
―
ｚ
」
の
異
・
同
の
不
明
瞭
さ
が
よ
く
表
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ

の
明
瞭
に
二
分
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
往
来

4

4

を
表
す
「
転
じ
る
」
と
い
う
概

念
（「
か
え
す
」
に
近
似
し
た
概
念
）
が
登
場
す
る
。

天
地
の
心
、
神
な
が
ら
の
生
活
、
こ
れ
〔
ｘ
〕
に
対
し
て
反
省
を
し

て
、
そ
う
し
て
そ
の
心
の
動
き
に
一
事
の
障
礙
を
生
じ
、
こ
こ
に
矛

盾
を
感
じ
て
、
悩
み
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
〔
ｙ
〕。
そ
し
て
こ
の

悩
み
が
ま
た
さ
ら
に
従
来
の
矛
盾
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
そ
こ
に
転
じ
た
生
活
の
進
み
方
と
い
う
も
の
が
見
出
さ

れ
た
、
そ
れ
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
が
、
そ

の
意
味
な
る
も
の
は
、
有
心
無
心
有
意
無
意
を
離
れ
た
も
の
〔
ｚ
〕、

無
義
を
義
と
す
る
も
の
〔
ｚ
〕
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
人
間
的

無
心
〔
ｚ
〕
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
無
意
味
の
意
味
、
無
目
的

物
的
無
心
ｘ
」
と
「
人
間
的
無
心
ｚ
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

本
能
は
無
心
と
い
え
ば
無
心
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
動
物
の
無
心
〔
ｘ
〕

で
あ
っ
て
、
人
間
の
無
心
〔
ｚ
〕
で
は
な
い
。
人
間
界
の
無
心
〔
ｚ
〕

に
は
今
一
つ
洗
練
せ
ら
れ
た
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
人
間
化
と
い
う

か
、
あ
る
い
は
仏
化
し
た
と
で
も
言
う
か
、
何
か
そ
う
い
う
風
な

〔
人
間
化
し
た
〕
無
心
の
世
界
〔
ｚ
〕
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま

り
本
能
の
無
心
〔
ｘ
〕
か
ら
出
て
、
人
間
的
有
心
〔
ｙ
〕
へ
出
た
が
、

こ
の
有
心
〔
ｙ
〕
を
今
一
度
〔
人
間
と
し
て
の
〕
無
心
の
世
界
〔
ｚ
〕

へ
か
え
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。（
一
八
七
頁
）

　

こ
の
引
用
最
後
の
「
無
心
の
世
界
へ
か
え
し
て
し
ま
」
う
必
要
が
あ
る

と
い
う
言
葉
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
「
か
え
す
」
と
は
、
ま
っ

た
く
元
の
無
心
の
世
界
（
ｘ
）
に
還
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、

フ
ロ
ム
の
構
図
で
言
う
、
ｘ′
へ
と
向
か
う
「
自
由
か
ら
の
逃
走
ｃ
」
で
も

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
拙
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
か
ら
で
あ
る
。

人
間
的
無
心
〔
ｚ
〕
と
い
う
の
は
、
そ
れ
な
ら
何
で
あ
る
か
。
そ
れ

は
人
間
的
有
心
、
こ
の
有
心
の
世
界
〔
ｙ
〕
か
ら
、
物
理
的
無
心
の

世
界
、
ま
た
は
一
般
生
物
界
に
認
め
ら
れ
る
本
能
的
に
無
心
の
世
界

〔
ｘ
〕
へ
立
ち
か
え
る
〔
逆
行
〕
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は

人
間
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ

う
で
き
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に
我
々
の
最
後
に
進
む
べ
き
目
標
〔
ｚ
〕

が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
人
間
的
無
心
〔
ｚ
〕
と
い
う

こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
〔
人
間
的
〕
無
心
〔
ｚ
〕

の
中
に
は
ど
こ
か
に
や
は
り
物
質
的
ま
た
は
一
般
生
物
的
無
心
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ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
本
能
〔
ｘ
〕
を
肯
定
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち

無
心
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
も
見
え
る
。
あ
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ

の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
本
能
〔
ｘ
〕
に
人
間
的
、
有
意
有
心
的
鍛

錬
〔
ｙ
〕
が
加
え
ら
れ
て
、
そ
う
し
て
か
え
っ
て
そ
こ
に
、
大
い
に

今
ま
で
の
動
物
的
無
心
の
中
で
は
味
わ
わ
れ
な
い
、
無
限
の
意
味
を

持
っ
た
も
の
〔
ｚ
〕
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
無
意
味
の
意
味

〔
ｚ
〕
に
生
き
る
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
〔
人
間
的
〕
無
心
の
境
涯
だ

と
自
分
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。（
一
九
五
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
大
拙
の
「
無
心
」
は
、
フ
ロ
ム
の
構
図
と
対
照
的
に
、
次

頁
の
図
の
よ
う
に
仮
に
図
式
化
で
き
る
（
z′
に
つ
い
て
は
後
述
）。

　

こ
の
よ
う
に
フ
ロ
ム
の
「
自
由
」
を
参
照
し
て
大
拙
の
「
無
心
」
を
構

図
化
す
る
と
、
大
拙
の
「
無
分
別
の
分
別
」
や
「
無
意
味
の
意
味
」
と
い

う
表
現
の
意
図
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
大
拙
は
、
フ
ロ
ム
の
よ
う

に
、
ｙ
を
挟
ん
で
ど
ち
ら
か
一
方
を
二
者
択
一
す
る
の
で
は
な
く
、
ｘ
と

ｙ
の
両
方
に
重
な
る
ｚ
を
理
想
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
点
が
、
次

の
引
用
で
は
く
ど
い
ほ
ど
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

人
間
に
あ
り
て
は
、
そ
う
い
う
も
の
〔
本
能
ｘ
〕
を
も
ち
な
が
ら
、

こ
こ
に
お
腹
が
す
い
て
も
食
べ
な
い
、
い
く
ら
寒
く
て
も
着
物
を
着

な
い
、
い
く
ら
貧
乏
を
し
て
も
人
の
も
の
に
は
触
れ
な
い
、
と
い
う

よ
う
な
人
間
的
有
心
の
働
き
が
な
く
て
は
な
ら
ん
〔
ｙ
〕。
こ
の
〔
有

心
の
〕
働
き
〔
ｙ
〕
が
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
く
く
ら
れ
ぬ
本
能
的

無
心
の
世
界
〔
ｘ
〕
が
、
ま
た
こ
こ
〔
ｚ
〕
に
あ
る
の
で
あ
る
。
無

心
で
有
心
の
世
界
〔
ｚ
〕、
有
心
で
無
心
の
世
界
〔
ｚ
〕、
神
な
が
ら

の
目
的
を
体
得
す
る
と
こ
ろ
に
、
上
述
の
〔
人
間
的
〕
無
心
の
世
界

〔
ｚ
〕
が
あ
る
と
、
自
分
は
こ
う
い
う
風
に
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

／
言
を
改
め
て
い
う
な
ら
ば
、〔
略
〕
動
物
的
本
能
〔
ｘ
〕
を
も
っ
て
、

そ
れ
に
よ
り
て
動
き
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
上
に
人
間
的
有
心
〔
ｙ
〕

と
い
う
も
の
を
加
え
て
、
そ
う
し
て
そ
の
本
能
〔
ｘ
〕
に
も
よ
ら
ず
、

そ
の
有
心
〔
ｙ
〕
に
も
停
ら
な
い
で
、
つ
ま
り
有
〔
ｙ
〕
と
無
〔
ｘ
〕

と
の
間
と
い
う
か
、
有
〔
ｙ
〕
で
も
無
〔
ｘ
〕
で
も
な
い
と
こ
ろ
を

歩
ん
で
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
人
間
的
無
心
〔
ｚ
〕
な
る
も
の

を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。（
一
九
一
頁
）

　

こ
の
引
用
で
は
、「
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
重
層
的
に
使
用
さ
れ
理
解

し
に
く
い
が
、
引
用
前
半
の
「
転
じ
た
生
活
の
進
み
方
」
に
よ
っ
て
見
出

さ
れ
て
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
「
意
味
」
と
は
、
人
間
的
無
心
ｚ
と
い

う
特
別
な
意
味

4

4

4

4

4

（
意
義
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
拙
は
、
人
間
的
無
心
ｚ
を
、

本
能
的
無
心
ｘ
か
ら
人
間
的
有
心
ｙ
を
経
て
後
に
至
る
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
ｘ
と
「
通
ず
る
」
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
へ
の
連
関
を
「
か
え

す
」「
転
ず
る
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
拙
に
と
っ
て
の

ｚ
は
、
ｘ
か
ら
見
て
ｙ
の
向
こ
う
側
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ｘ
か
ら
ｙ
に

出
て
き
た
者
（
人
間
）
が
、
単
に
ｘ
へ
と
逆
行
せ
ず
に
、
人
間
ｙ
と
し
て

の
意
味
を
残
し
な
が
ら
（
有
意
）、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
無
く
し
た
ｘ
と

も
通
じ
る
よ
う
な
か
た
ち
（
無
意
）
に
「
転
ず
る
」「
か
え
す
」
と
言
わ

れ
る
。
こ
こ
に
、「
無
意
味
の
意
味
」
や
「
有
で
も
無
で
も
な
い
と
こ
ろ

を
歩
ん
で
ゆ
く
」
と
い
う
表
現
が
生
じ
る
。
次
の
引
用
で
は
、
こ
の
「
無

意
味
の
意
味
」
は
、「
無
限
の
意
味
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。



29 │ エーリッヒ・フロムの「自由」と鈴木大拙の「無心」の構造

で
す
。（
三
八
頁
）

　

引
用
最
後
の
、
善
悪
な
ど
の
道
徳
的
世
界
を

「
超
越
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
自
由
の
獲
得
は
、

単
に
そ
こ
を
離
れ
て
再
び
「
無
分
別
の
世
界
」

ｘ
へ
と
逆
行
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
大
拙
は
、

引
用
末
で
単
に
（
不
用
意
に
？
）「
無
分
別
の

世
界
に
は
い
っ
て
し
ま
う
」
と
書
い
て
い
る

が
、
そ
の
ま
ま
ｘ
へ
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
と

し
た
ら
、
文
意
が
通
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
の

意
図
は
、「〔
分
別
す
る
心
を
も
ち
な
が
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

〕
無

分
別
の
世
界
に
は
い
」
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
が
「
無
分
別
の
分
別
」
と
し
て
の
自
由
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
大
拙
は
、
分
別
を
離
れ
た
単
な

る
無
分
別
（
絶
対
の
無
分
別
）
に
は
、「
働
き
」

が
な
く
、
人
間
の
行
為
も
生
じ
な
い
、
と
言
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
で
は
「
死
ん
だ
と
同
じ
」
で
あ

り
、
そ
こ
に
人
間
が
「
最
後
に
進
む
べ
き
目
標
」

は
な
い
、
と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
絶
対

の
無
分
別
」
は
、
と
き
に
絶
対
的
な
解
放
と
も

み
な
さ
れ
、
宗
教
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
境
地

（
解
脱
）
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

人
間
に
よ
っ
て
最
終
的
に
求
め
ら
れ
る
境
地
と

で
な
く
て
し
か
も
神
な
が
ら
の
世
界
〔
ｚ
〕、
自
然
本
能
を
否
定
し

て
、
し
か
も
自
然
本
能
の
働
き
で
働
く
世
界
〔
ｚ
〕〔
略
〕。
有
心
は

道
徳
の
世
界
〔
ｙ
〕
で
あ
る
、
無
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
道
徳
を

無
視
す
る
〔
ｘ
〕
と
い
う
こ
と
に
も
見
え
る
。
そ
う
は
見
え
る
が
、

そ
の
実
は
、
有
心
も
無
心
も
な
く
、
道
徳
も
超
道
徳
も
な
い
と
こ
ろ

の
世
界
〔
ｚ
〕
が
一
つ
あ
る
。（
一
九
二
頁
）

　

大
拙
が
説
く
「
人
間
的
無
心
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ｘ
と
ｙ
が
重
な
り

合
う
よ
う
な
世
界
ｚ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ｘ
や
ｙ
か
ら
転
じ

4

4

て
く
る

4

4

4

、
か
え
さ
れ
て
く
る

4

4

4

4

4

4

4

世
界
で
も
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
境
位

は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
絶
対
性
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の

か
。
次
の
引
用
で
、
解
脱
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
る
「
自
由
」
は
、
フ
ロ

ム
に
お
い
て
逃
走
さ
れ
る
自
由
ａ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
積
極
的
自
由
ｂ
」

に
近
似
し
て
い
る
。

仏
教
の
方
で
解
脱
〔
ｚ
〕
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
解
脱
は
宗

教
の
終
局
の
目
的
で
す
。
し
か
し
解
脱
〔
ｚ
〕
は
、
単
に
〔
対
立
の

世
界
ｙ
を
〕
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に

は
自
主
、
自
由
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
二
つ
の
も
の
で

作
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
〔
ｙ
〕
を
離
れ
た
だ
け
で
は
、
働
き
と
い
う

も
の
が
見
え
ぬ
。
死
ん
だ
と
同
じ
で
あ
る
。〔
略
〕
そ
こ
で
解
脱
す

る
と
い
う
こ
と
〔
ｚ
〕
は
〔
単
に
対
立
の
世
界
ｙ
を
離
れ
る
の
で
は

な
く
〕
自
由
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
す
。
自
由
を

得
る
こ
と
は
善
悪
な
ど
の
値
打
の
つ
け
ら
れ
る
世
界
〔
ｙ
〕
を
超
越

し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
無
分
別
の
世
界
に
は
い
っ
て
し
ま
う
こ
と

z′機輪曾未転、独坐大雄峯、絶対の無分別、畢竟空で死人と同様

z人間的無心、無分別の分別、無意味の意味

転ずる

かえす

x 物質、本能的無心、子ども、無分別、無意識、無意味、神ながら、停止、死

成長 立ち返る（逆行）

y 人間的有心、おとな、分別、意識、意味、反省、苦悩、矛盾、道徳、善悪
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な
り
ま
す
。
石
橋
だ
け
で
は
何
の
こ
と
な
し
に
そ
こ
に
あ
る
。
無
分

別
が
無
分
別
の
ま
ま
で
、
動
い
て
出
な
い
〔
ｘ
／
z′
〕、
曾
つ
て
転

ぜ
ず
で
は
、
千
聖
の
霊
機
輪
で
も
役
に
立
た
ぬ
。
い
わ
ゆ
る
阿あ

轆ろ
く

轆ろ
く

地ち

に
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
一
た
び
転
ず
れ
ば
必
ず
両
頭

に
走
る
〔
ｙ
〕
の
で
す
。
転
ず
る
と
い
う
と
き
無
分
別
の
分
別
〔
ｚ
〕

に
な
る
。
無
分
別
〔
ｘ
／
z′
〕
が
転
ず
れ
ば
両
頭
に
走
る
よ
う
に
な

る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
是
非
善
悪
の
世
界
〔
ｙ
〕
が
出
て
来
る
、
有

無
の
世
界
〔
ｙ
〕
が
出
て
来
る
。〔
独
坐
大
雄
峯
の
ま
ま
で
は
〕
そ

こ
ま
で
転
出
せ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。〔
略
〕
独
坐
雄
峯
と
だ
け
言
っ

て
は
、
機
輪
未
だ
曾
つ
て
転
ぜ
ず
で
、
働
き
が
見
え
ぬ
が
、
僧
礼
拝

す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
働
き
が
出
る
、
行
為
の
世
界
が
生
れ
る
。

意
識
が
あ
り
、
反
省
が
あ
り
、
批
判
の
世
界
が
動
く
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
人
間
の
世
界
〔
ｙ
〕
と
な
っ
て
な
か
な
か
に
賑に

ぎ

わ
う
の
で

す
。（
九
二
頁
）

　
ｘ
（
あ
る
い
は
z′
）
か
ら
ｙ
に
転
じ
、
ｙ
か
ら
ｘ
（
あ
る
い
は
z′
）
に

転
じ
る
。
そ
の
「
転
じ
る
」
と
こ
ろ
に
、
ｘ
と
ｙ
が
重
な
り
合
う
世
界
ｚ

が
あ
る
。
こ
れ
が
大
拙
の
言
う
「
自
由
」
で
あ
る
。

四　

結
論
と
残
さ
れ
た
課
題

　

フ
ロ
ム
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
と
大
拙
『
無
心
と
い
う
こ
と
』
に
お
い

て
、「
ｘ
―
ｙ
」
の
構
造
は
共
通
し
て
い
た
。
そ
し
て
両
方
と
も
に
、
ｙ

に
い
る
人
間
が
「
最
後
に
進
む
べ
き
目
標
」
と
し
て
ｚ
が
想
定
さ
れ
、
両

者
と
も
に
ｚ
へ
の
歩
み
（
自
由
ｂ
）
に
価
値
を
見
て
い
た
。
し
か
し
、
両

し
て
の
「
単
な
る
（
絶
対
的
な
）
無
分
別
」
を
、
便
宜
上
「
z′
」
と
し
て

お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
大
拙
は
、
こ
の
絶
対
無
分
別
の
境
地
z′
を
、
ｘ
と
近

似
し
た
も
の
と
し
て
描
き
つ
つ
も
区
別
し
、
ま
た
、
ｚ
へ
と
「
転
ず
る
」

も
の
と
も
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

絶
対
の
無
分
別
〔
z′
〕、
ま
こ
と
に
結
構
だ
が
、
そ
こ
に
止と

ど

ま
っ
て

い
て
は
、
畢ひ

っ
き
ょ
う竟空

で
死
人
と
同
様
で
あ
る
。
無
分
別
〔
ｘ
／
z′
〕
は

き
っ
と
分
別
〔
ｙ
〕
に
出い

で
来き
た

る
を
要
す
る
、
そ
し
て
出
れ
ば
必
ず

両
頭
す
な
わ
ち
二
つ
に
分
れ
る
〔
ｙ
〕。
二
に
な
っ
て
初
め
て
働
き

が
あ
る
。
転
じ
な
か
っ
た
ら
働
き
は
な
い
の
で
す
。
行
為
の
世
界
は

二
元
の
世
界
〔
ｙ
〕
で
あ
り
ま
す
。〔
略
〕
無
分
別
が
転
じ
て
分
別

に
な
っ
て
も
、
そ
の
分
別
は
す
な
わ
ち
無
分
別
な
の
で
す
、
ま
た
無

分
別
が
そ
の
ま
ま
で
分
別
な
の
で
す
。
彼
か
ら
此こ

れ

が
出
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
な
い
、
転
ず
る
の
で
す
、
無
分
別
が
そ
の
ま
ま
転
じ
て
、

そ
れ
を
分
別
し
て
人
間
が
見
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
別
の
世
界

〔
ｙ
〕
が
無
分
別
の
世
界
〔
ｘ
／
z′
〕
で
あ
り
、
無
分
別
の
世
界
〔
ｘ

／
z′
〕
が
分
別
の
世
界
〔
ｙ
〕
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
す
。（
九

二
頁
）

　

こ
の
最
後
の
「
…
…
と
言
っ
て
よ
い
」
世
界
こ
そ
が
、
大
拙
の
言
う
「
無

分
別
の
分
別
」
の
世
界
ｚ
で
あ
る
。
大
拙
は
、
そ
の
、「
ｘ
／
z′
―
ｙ
―
ｚ
」

を
、
転
じ
て
い
く
一
例
と
し
て
、『
碧
巌
録
』
第
二
十
六
則
）
6
（

お
よ
び
六
十

五
則
）
7
（

の
表
現
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

機
輪
曾か

つ
て
未い
ま

だ
転
ぜ
ず
、
転
ず
れ
ば
必
ず
両
頭
に
走
る
〔
略
〕。

独
坐
大
雄
峯
〔
z′
〕
で
は
機
輪
未
だ
曾
つ
て
転
ぜ
ず
と
い
う
こ
と
に
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話
が
多
く
の
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
。

引
用
・
参
考
文
献

鈴
木
大
拙 『
無
心
と
い
う
こ
と
』〔
大
東
出
版
社
、
一
九
三
九
年
〕
角
川
学
芸
出
版
、
二

〇
〇
七
年
。

『
禅
学
入
門
』〔
大
東
出
版
社
、
一
九
四
〇
年
〕
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
。

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』〔
一
九
四
一
年
〕
日
高
六
郎
訳
、
東
京
創

元
社
、
一
九
五
一
年
。

『
精
神
分
析
と
宗
教
』〔
一
九
五
〇
年
〕
谷
口
隆
之
助
他
訳
、
東
京
創
元
社
、

一
九
五
三
年
。

『
禅
と
精
神
分
析
』〔
一
九
六
〇
年
〕
小
堀
宗
柏
他
訳
、
東
京
創
元
社
、
一
九

六
〇
年
。

入
矢
義
高
・
溝
口
雄
三
・
末
木
文
美
士
・
伊
藤
文
生
訳
注
『
碧
巌
録
（
上
）』
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
。

『
碧
巌
録
（
中
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。

　
（
1
）
本
稿
は
、
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
六
月
の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
西
田
幾

多
郎
と
鈴
木
大
拙

│
比
較
思
想
の
視
座
か
ら

│
」
に
お
け
る
発
表
が
元
と

な
っ
て
い
る
。
発
表
時
の
題
目
は
「
Ｅ
・
フ
ロ
ム
と
鈴
木
大
拙

│
戦
後
東
西

思
想
の
影
響
の
一
側
面
」
で
あ
っ
た
が
、
雑
誌
掲
載
に
あ
た
り
変
更
し
た
。

　
（
2
）
邦
訳
『
精
神
分
析
と
宗
教
』
谷
口
隆
之
助
他
訳
、
東
京
創
元
社
、
一
九
五
三
年
、

五
三
頁
。
大
拙
のA

n Introduction to Zen Buddhism

（
一
九
四
八
）
か
ら

丹
霞
天
然
の
焼
仏
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
邦
訳
『
禅
学
入
門
』
講
談
社
、

二
〇
〇
四
年
、
一
八
六
頁
。

　
（
3
）
邦
訳
『
禅
と
精
神
分
析
』
小
堀
宗
柏
他
訳
、
東
京
創
元
社
、
一
九
六
〇
年
。

　
（
4
）
た
だ
し
本
稿
で
は
右
記
の
引
用
文
献
記
載
の
版
を
使
用
。

　
（
5
）
入
矢
義
高
他
訳
注
『
碧
巌
録
（
上
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
三
三
三
頁
。

　
（
6
）
入
矢
義
高
他
訳
注
『
碧
巌
録
（
中
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
九
六
頁
。

　
（
7
）
フ
ロ
ム
が
最
初
に
大
拙
を
引
用
し
た
箇
所
も
、
権
威
主
義
を
否
定
す
る
丹
霞

天
然
の
焼
仏
の
話
で
あ
っ
た
。
注
（
２
）
参
照
。

（
お
お
く
ま
・
げ
ん
、
仏
教
思
想
・
東
洋
哲
学
、
立
教
大
学
准
教
授
）

者
の
考
え
は
、「
ｘ
―
ｙ
」
に
対
す
る
ｚ
の
性
質
に
お
い
て
異
な
る
。
フ

ロ
ム
に
お
い
て
は
、
ｙ
に
い
る
人
間
は
、
ｘ
と
ｚ
と
い
う
正
反
対
の
位
置

に
あ
る
二
つ
の
ど
ち
ら
か
片
方
に
進
む
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

大
拙
に
お
い
て
は
、
ｘ
と
ｚ
は
明
瞭
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
な
い
。
大
拙
に

と
っ
て
「
最
後
に
進
む
べ
き
目
標
」
で
あ
る
「
無
分
別
の
分
別
」
ｚ
は
、

ｘ
と
ｙ
が
重
な
り
つ
つ
「
転
ず
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ｚ

は
、
ｘ
と
ｙ
が
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
「
行
為
（
働
き
）」
を

生
む
も
の
で
あ
り
、ｙ
が
ま
っ
た
く
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
（
ｘ
に
近
似
し
た
）

「
絶
対
の
無
分
別
」
z′
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
本
稿
で
の
結
論
で
あ
る
が
、
本
稿
で
書
き
残
さ
れ
た
課
題
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
の
主
旨
は
、
状
態
ｙ
に
耐
え
ら
れ

な
く
な
っ
た
人
間
が
x′
へ
と
逃
走
し
て
い
く
と
き
、
自
ら
思
考
し
決
断
す

る
重
責
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
存
在
（
原
理
・
神
・
指
導
者
・
国
家
・
世

論
）
に
人
間
が
服
従
し
受
動
的
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
フ
ロ
ム
に
よ
っ
て
強
く
語
ら
れ
る
受
動
の
危
険
性
は
、
大
拙
に

お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
「
絶
対
的
受
動
性
」
が
主
張

さ
れ
る
（
一
七
〜
八
頁
）。
も
ち
ろ
ん
大
拙
は
、
単
に
受
動
的
な
自
然
状

態
ｘ
へ
の
回
帰
を
勧
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
外
的
権
威
で
あ
る
x′

へ
の
依
存
・
服
従
も
望
ま
な
い）

8
（

。
そ
れ
で
は
、
大
拙
の
文
脈
で
は
、
そ
う

し
た
外
的
権
威
に
対
す
る
受
動
性
の
危
う
さ
が
ど
の
よ
う
に
回
避
さ
れ
る

の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
上
の
受
動
性
の
意
義
が
保
た
れ
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
そ
の
危
険
性
に
対
応
で
き
る
の
か
（
で
き
な
い
の
か
）。
さ

ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
考
察
に
は
大
拙
と
フ
ロ
ム
の
対


