
こ
の
吉
益
東
洞
の
、
時
に
殼
誉
相
半
ば
す
る
医
説
ｌ
特
に
そ
の
処
方
ｌ
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
医
学
的
な
Ｉ
特
に
漢
方
医
学
的
な

ｌ
、
あ
る
い
は
ま
た
、
臨
床
的
な
観
点
か
ら
の
研
究
は
、
既
に
出
尽
く
し
た
感
す
ら
あ
り
、
こ
の
小
論
ご
と
き
が
こ
こ
で
屋
上
屋
を
重
ね

る
余
地
す
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
そ
の
医
学
思
想
に
つ
い
て
、
特
に
中
国
古
代
医
学
思
想
と
の
連
関
か
ら
見
た
思

想
史
的
・
医
史
学
的
な
研
究
は
、
従
来
さ
ほ
ど
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

東
洞
の
医
術
や
医
学
的
思
惟
そ
の
も
の
が
、
彼
自
身
の
た
ゆ
ま
ぬ
医
術
の
修
行
と
研
究
、
そ
し
て
そ
の
臨
床
経
験
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

（
１
）

吉
益
東
洞
、
名
は
為
則
。
我
が
国
江
戸
時
代
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
〃
古
医
方
″
最
大
の
医
家
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
病
理
学
的
思
惟
の
脈

絡
に
お
い
て
、
中
国
古
代
の
内
経
医
学
以
来
の
伝
統
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
曲
直
瀬
道
三
に
代
表
さ
れ
る
〃
後
世
派
″
の
医
家
た
ち

に
も
、
き
わ
め
て
一
般
的
で
あ
っ
た
陰
陽
五
行
説
を
排
し
、
一
切
の
病
因
は
お
ろ
か
病
名
す
ら
も
一
切
語
ろ
う
と
せ
ず
、
〈
万
病
一
毒
説
〉
の

旗
標
の
も
と
に
峻
剤
に
よ
る
汗
吐
下
和
四
法
の
徹
底
を
主
張
す
る
、
時
に
い
さ
さ
か
過
激
と
さ
え
評
さ
れ
る
一
大
臨
床
家
（
実
践
家
）
で
あ

（
２
）

つ
詮
」
Ｏ

」
γ

吉
益
東
洞
の
天
命
説
に
つ
い
て

Ｉ
中
国
古
代
医
学
思
想
と
の
連
関
か
ら
Ｉ

日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
三
巻
第
四
号

平
成
九
年
十
二
月
二
十
日
発
行舘

野
正
美

平
成
九
年
三
月
二
十
七
日
受
付

平
成
九
年
五
月
二
十
二
日
受
理
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た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
彼
が
そ
の
〈
万
病
一
毒
説
〉
の
淵
源
形
態
を
中
国
の
古
典
に
探
求
し
て
、
そ
の
考
え

（
３
）

方
を
伝
統
的
な
中
国
古
代
医
学
思
想
の
理
論
的
な
脈
絡
の
中
で
敷
術
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
り
、
著
書
の
至
る
所
に
見
ら
れ
る
、
中
国
の
古
典

（
４
）

文
献
か
ら
の
幅
広
い
引
用
文
な
ど
か
ら
見
て
、
彼
が
中
国
古
代
の
医
学
思
想
に
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を
持
ち
、
相
当
の
影
響
を
受
け
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
に
首
肯
し
う
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
国
古
代
医
学
思
想
と
の
連
関
に
お
い
て
、
東
洞
の
医
術
・
医
説
を
思

想
史
的
・
医
史
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
、
多
少
な
り
と
も
意
義
を
認
め
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
、
ま
ず
こ
の
東
洞
の
基
本
的
な
医
学
思
想
の
形
態
を
、
そ
の
陰
陽
五
行
説
批
判
に
お
い
て
概
観
し
た
上
で
、
更
に

ひ

彼
の
単
な
る
〃
理
論
″
を
超
え
た
医
術
の
修
行
と
臨
床
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
彼
に
独
特
の
〈
天
命
説
〉
Ｉ
運
命
論
、
延
い
て
は
、
そ

れ
に
基
づ
く
死
生
観
Ｉ
を
分
析
し
、
そ
の
医
学
思
想
と
し
て
の
本
質
を
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
彼
の

〈
天
命
説
〉
こ
そ
が
、
そ
の
医
学
思
想
の
本
質
的
な
意
味
で
の
核
心
を
な
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
点
で
、
従
来
の
医
学
的
・
医
史
学
的
な
東

洞
研
究
に
は
、
僅
か
に
補
な
う
点
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
以
下
に
彼
の
陰
陽
五
行
説
批
判
に
つ
い
て

概
観
し
て
み
た
い
。

言
Ｄ
）

従
来
の
東
洞
研
究
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
東
洞
は
陰
陽
五
行
説
を
真
向
か
ら
否
定
し
、
こ
の
陰
陽
五
行
説
を
奉
ず
る
く
陰
陽
医
〉
た
ち

に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
加
え
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
東
洞
の

（
６
）

悲
し
い
か
な
。
古
書
医
言
、
巻
一
）

以
陰
陽
不
論
人
事
也
、
然
漢
以
降
、
陰
陽
之
説
播
而
吾
道
浬
美
、
其
論
益
似
微
、
其
事
益
難
成
也
、
悲
哉
、
（
陰
陽
を
以
て
人
事
を
論
ぜ

ひ
ろ

ふ
さ

お
と
る

ざ
る
な
り
。
然
る
に
漢
以
降
、
陰
陽
の
説
播
が
り
て
、
吾
が
道
は
浬
が
れ
り
。
其
の
論
益
々
微
う
る
に
似
て
、
其
の
事
益
々
成
り
難
し
。

(48） 16(）



五
行
之
説
、
已
見
虞
害
及
洪
範
、
：
…
・
錐
然
、
要
皆
論
説
之
言
巳
、
今
執
其
説
、
施
之
匙
術
、
則
致
謬
千
里
、
是
吾
党
所
以
不
取
也
、

す
で

（
五
行
の
説
、
已
に
虞
書
及
び
洪
範
に
見
ゆ
。
．
…
：
然
り
と
錐
も
、
要
は
皆
論
説
の
言
な
る
の
み
。
今
其
の
説
を
執
り
て
、
之
を
匙
術

に
施
せ
ば
、
則
ち
謬
千
里
を
致
す
。
是
れ
吾
が
党
の
取
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
医
断
）

等
と
い
っ
た
発
言
は
、
一
見
そ
の
よ
う
な
理
解
を
許
容
す
る
か
に
見
え
は
す
る
。

だ
が
し
か
し
、
東
洞
の
こ
と
ば
を
、
そ
の
思
惟
の
脈
絡
全
体
の
中
で
更
に
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
い
さ
さ
か
的
外

れ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
東
洞
は
、
前
掲
『
古
書
医
言
」
や
「
医
断
』
等
の
引
用
文
の
前
後
に
お
い
て
、

夫
陰
陽
者
造
化
之
事
、
而
非
人
事
也
、
（
夫
れ
陰
陽
は
造
化
の
事
に
し
て
、
人
事
に
非
ざ
る
な
り
。
古
書
、
巻
一
）

夫
元
気
者
、
陰
陽
一
元
気
也
、
天
之
所
賦
、
人
之
所
生
、
所
謂
先
天
之
気
也
、
（
夫
れ
元
気
と
は
、
陰
陽
の
一
元
気
な
り
。
天
の
賦
す
所
、

人
の
生
ず
る
所
、
所
謂
先
天
の
気
な
り
、
医
断
）ひ

Ｏ

等
と
言
う
通
り
、
決
し
て
こ
の
陰
陽
五
行
説
Ｉ
延
い
て
は
、
陰
陽
五
行
の
気
Ｉ
そ
の
も
の
を
否
定
し
去
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
彼
自
身
、
ご
く
自
然
に
、
こ
の
〈
気
〉
の
世
界
の
住
人
な
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
こ
れ
を
〈
人
事
〉
と
し
て
の
〈
医
〉
の
次
元
、
つ

ま
り
日
常
的
な
医
術
の
実
践
に
お
い
て
敷
術
す
る
こ
と
を
〈
無
益
〉
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
一
度
、
彼
の
こ
と
ば
を
厳
密
に
見
直
す
な
ら
ば
、
実
際
に
彼
が
激
し
く
攻
撃
し
、
否
定
し
去
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
彼
が

天
下
衆
庶
嬰
係
疾
病
、
不
能
免
脱
其
苦
患
也
、
是
無
乞
、
以
陰
陽
論
疾
病
、
以
不
知
為
知
之
弊
也
、
（
天
下
の
衆
庶
、
疾
病
に
嬰
係
し
て
、

あ
た

其
の
苦
患
を
免
脱
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
是
れ
官
な
し
。
陰
陽
を
以
て
疾
病
を
論
ず
れ
ば
な
り
。
知
ら
ざ
る
を
以
て
知
れ
り
と
為

す
の
弊
な
り
。
古
書
、
巻
一
）

夫
世
医
論
死
生
、
大
抵
究
陰

陰
陽
医
者
、
以
臆
論
之
、
故
無
徴

実
と
謂
う
な
り
。
同
前
書
、
巻
四
）

大
抵
究
陰
陽
五
行
之
理
、
其
言
妖
妄
、
徒
動
俗
耳
、
（
夫
れ
世
医
の
死
生
を
論
ず
る
や
、
大
抵
、
陰
陽
五
行
の
理
を
究

故
無
徴
焉
、
是
謂
之
有
論
無
実
、
（
陰
陽
医
は
、
臆
を
以
て
之
を
論
ぜ
り
。
故
に
徴
な
し
。
是
れ
之
を
有
論
無
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い
た
ず
ら

む
る
も
、
其
の
言
は
妖
妄
に
し
て
、
徒
に
俗
を
動
か
せ
る
の
み
。
復
山
伯
起
害
）
。

等
と
言
っ
て
い
る
通
り
、
こ
の
陰
陽
五
行
説
を
振
り
か
ざ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
因
を
詮
索
し
、
理
窟
を
つ
け
て
は
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
医

説
を
主
張
す
る
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
〈
陰
陽
医
〉
た
ち
で
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
東
洞
は
、
そ
れ
ら
〈
陰
陽
医
〉
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
、
か
く
も
激
し
い
調
子
で
攻
撃
し
、
そ
の
医
説
Ｉ
特
に
病
因
論

Ｉ
を
徹
底
的
に
否
定
し
去
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、

諺
日
、
有
病
不
治
、
常
得
中
医
、
為
則
日
、
余
初
見
此
諺
、
我
業
於
医
、
以
為
大
恥
、
…
・
・
漢
既
疾
医
絶
滅
、
特
陰
陽
医
行
、
而
有
此

諺
邪
、
陰
陽
医
之
於
治
無
益
、
可
以
知
美
、
則
此
諺
亦
不
爲
甚
、
於
是
、
余
大
発
憤
、
：
…
因
朝
夕
讃
研
、
試
功
日
新
、
遂
精
窮
此
術
、

乃
覚
得
免
此
諺
之
讓
也
、
吾
党
小
子
、
慎
莫
惑
病
名
医
論
、
縦
令
謂
解
天
下
医
書
、
諸
記
病
名
、
不
能
治
病
、
則
焉
免
此
諺
之
讓
、
（
諺

な
り
わ
い

に
曰
く
、
病
あ
り
て
治
せ
ざ
れ
ば
、
常
に
中
医
を
得
た
り
、
と
。
為
則
の
曰
く
、
余
初
め
て
此
の
諺
を
見
る
に
、
我
医
を
業
と
せ
し
か

た
だ

ば
、
以
て
大
恥
と
為
せ
り
。
…
．
：
漢
に
は
既
に
疾
医
絶
滅
し
、
特
陰
陽
医
の
み
行
わ
る
。
而
し
て
此
の
諺
あ
る
か
。
陰
陽
医
の
治
に
於

い
て
益
な
き
こ
と
、
以
て
知
る
べ
く
ん
ば
、
則
ち
此
の
諺
も
亦
甚
し
と
は
為
さ
ざ
る
な
り
。
是
に
於
て
か
、
我
大
い
に
発
憤
せ
り
。
：
…
．

あ
ら

そ
し

困
り
て
朝
夕
讃
研
し
、
試
功
日
に
新
た
に
し
て
、
遂
に
此
の
術
に
精
窮
し
、
乃
ち
此
の
諺
の
護
り
免
る
る
を
得
た
る
を
覚
ゆ
る
な
り
。

た
と
い

吾
が
党
の
小
子
、
慎
み
て
病
名
医
論
に
惑
わ
さ
る
る
こ
と
莫
か
れ
。
縦
令
、
天
下
の
医
書
を
謂
解
し
て
、
病
名
を
暗
記
せ
し
も
、
病
を

あ
た

い
ず
く
ん

そ
し

治
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
焉
ぞ
此
の
諺
の
護
り
を
免
れ
ん
や
。
古
書
、
巻
一
）

と
言
わ
れ
る
通
り
、
東
洞
の
主
眼
が
、
あ
く
ま
で
も
一
人
の
医
家
と
し
て
の
疾
病
の
治
療
そ
の
も
の
で
あ
り
、
病
理
学
的
な
思
惟
の
次
元
で

の
病
因
の
追
究
や
、
そ
の
理
論
的
な
ｌ
つ
ま
り
、
陰
陽
五
行
説
に
よ
る
ｌ
記
述
な
ど
は
、
さ
し
て
重
要
な
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
か
、

ひ

と
も
す
れ
ば
治
療
に
無
益
、
延
い
て
は
有
害
で
さ
え
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

本
来
、
中
国
古
代
に
お
け
る
認
識
論
か
ら
存
在
論
へ
と
展
開
す
る
哲
学
的
思
惟
の
記
述
形
式
で
あ
っ
た
陰
陽
・
五
行
の
観
念
は
、
ご
く
自

（
７
）

然
に
、
い
わ
ゆ
る
〃
内
経
医
学
″
の
病
理
論
的
思
惟
の
記
述
形
式
と
し
て
も
採
用
さ
れ
、
そ
の
医
説
を
敷
術
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
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陰
陽
五
行
説
そ
れ
自
体
は
決
し
て
医
説
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
更
に
、
前
引
の
通
り
、
東
洞
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
先
ず
、
お
の
が
医
術
の

腕
を
磨
き
、
治
療
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
こ
そ
が
、
最
大
の
関
心
事
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
陰
陽
五
行
説
の
〃
理
屈
″
そ
の
も
の
に
泥
ん
で
い

て
は
、
治
療
の
本
旨
に
惇
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
有
害
で
さ
え
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
東
洞
は
、
陰
陽
五
行
説
に
よ
っ
て
形
式
的
に
敷
術
さ
れ
る
伝
統
的
な
医
説
そ
の
も
の
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
医
家

た
る
も
の
、
た
だ
ひ
た
す
ら
疾
病
そ
の
も
の
に
立
ち
向
い
、
そ
の
治
療
に
こ
そ
心
血
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
強
い
意
志
を
持
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

…
…
因
を
論
ぜ
ず
と
い
ふ
主
意
は
、
臆
見
に
落
て
治
療
な
り
が
た
く
、
殊
に
道
を
害
す
る
事
あ
る
ゆ
へ
な
り
。
其
発
る
故
の
な
き
と
い

ふ
に
は
あ
ら
ず
。
其
発
る
故
を
ほ
り
う
が
ち
て
論
じ
、
理
を
窮
る
事
、
人
力
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
し
か
る
に
後
世
の
医
は
專
ら
其
理

を
窮
る
事
を
っ
と
む
。
然
れ
ど
も
病
を
視
定
め
ざ
る
ゆ
へ
、
日
々
方
を
変
ず
。
な
ん
ぞ
病
を
見
定
て
薬
方
を
変
る
事
あ
ら
ん
。
是
口
に

は
病
因
を
い
へ
ど
、
心
に
し
ら
ざ
る
故
な
り
。
た
と
え
因
を
し
る
と
も
無
益
な
り
。
因
な
し
と
言
は
無
理
な
り
。
唯
空
論
理
窟
に
て
道

に
害
あ
る
故
、
吾
党
に
は
い
は
ざ
る
な
り
。
（
或
問
、
巻
下
）

等
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
彼
と
て
も
、
決
し
て
病
理
学
的
な
思
惟
の
次
元
に
お
け
る
病
因
の
探
究
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
全
く
無
関
心
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
、
既
に
い
さ
さ
か
触
れ
た
通
り
、
陰
陽
五
行
説
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
否
定
し
去
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
・

も
て
あ
そ

た
だ
、
医
術
そ
の
も
の
に
精
進
せ
ず
、
疾
病
の
治
療
自
体
に
さ
し
た
る
効
果
も
な
い
陰
陽
五
行
説
の
理
窟
を
弄
び
、
い
た
ず
ら
に
病
人
と

（
８
）

そ
の
周
囲
に
人
々
の
心
労
を
増
す
だ
け
の
、
当
時
の
一
部
の
医
家
た
ち
を
、
東
洞
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
〈
陰
陽
医
〉
の
末
流
と
み
な
し
て
、
か

く
も
激
烈
な
批
判
を
加
え
た
ま
で
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
こ
そ
ま
さ
に
、
彼
み
ず
か
ら
、

た
し
か
に
、
束
洞
自
身

。
…
：
非
謂
無
因
也
、

ざ
る
な
り
。
復
山
伯
」

復
山
伯
起
害
）

か
か
わ

な
ず

拘
之
則
泥
、
故
不
俵
不
取
也
、
（
因
な
し
と
謂
う
に
非
ざ
る
な
り
。
之
に
拘
れ
ば
則
ち
泥
め
り
。
故
に
不
俵
は
取
ら
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夫
医
道
難
獲
也
、
不
可
以
言
語
而
論
、
在
黙
而
知
之
爾
、
（
夫
れ
医
道
は
獲
る
こ
と
難
き
も
の
な
り
。
言
語
を
以
て
論
ず
べ
か
ら
ず
。
黙

し
て
之
を
知
る
の
み
。
復
宗
梅
諄
書
）

夫
医
之
爲
道
也
、
治
疾
而
已
、
治
疾
在
方
、
其
方
尽
伝
、
其
得
与
不
得
、
在
其
人
、
或
用
毒
薬
而
知
瞑
眩
也
、
或
治
疾
病
而
知
方
意
也
、

た

や
」
し
』
》
」
し
』

錐
欲
極
之
、
不
可
極
也
、
故
医
者
終
身
之
術
也
、
（
夫
れ
医
の
道
為
る
や
、
疾
を
治
す
の
み
。
疾
を
治
す
る
は
方
に
あ
り
。
其
の
方
尽

く
伝
わ
る
れ
ば
、
其
の
得
る
と
得
ざ
る
と
は
、
其
の
人
に
在
り
。
或
い
は
毒
薬
を
用
い
て
瞑
眩
を
知
り
、
或
は
疾
病
を
治
し
て
方
の
意

を
知
る
な
り
。
之
を
極
め
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
極
む
く
か
ら
ず
。
故
に
医
は
終
身
の
術
な
り
。
送
南
元
珠
還
北
奥
青
森
序
）

等
々
と
再
三
に
亘
っ
て
力
説
し
て
い
る
通
り
、
医
術
の
修
行
を
通
じ
て
、
そ
の
真
髄
Ｉ
い
わ
ば
、
医
術
の
〈
道
〉
・
〈
医
道
〉
Ｉ
を
体
得

し
、
こ
れ
を
実
際
の
臨
床
的
実
践
に
お
い
て
体
現
し
た
、
一
人
の
〃
達
人
″
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
に
は
他
の
医
家
の
追
随
を
許
さ
な
い
東
洞
独
自
の
、
従
っ
て
ま
た
孤
独
な
〈
医
道
〉
の
展
開
が
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
時
と
し
て
皮
相
に
誤
解
・
曲
解
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
、
彼
の
〈
天
命
説
〉

に
つ
い
て
も
Ｉ
そ
の
誤
解
・
曲
解
を
も
含
め
て
Ｉ
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
解
析
し
、
東
洞
の
本
旨
を
汲
み
取
ら
な
い
限
り

は
、
そ
の
真
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
一
医
家
と
し
て
の
、
こ
の
卓
越
し
た
境
地
が
、
そ
の

問
日
、
先
生
云
、
達
者
不
俟
切
望
聰
写
、
直
診
得
病
毒
之
所
在
、
然
其
術
固
非
容
易
可
得
、
如
何
、

答
日
、
此
非
言
語
文
字
可
遼
諭
者
、
吾
子
能
守
余
教
、
親
験
之
疾
灰
、
切
試
之
事
実
、
積
以
歳
月
、
則
黙
識
神
契
、
自
然
可
了
会
芙
、

た
だ

要
在
専
心
解
悟
已
、
（
問
い
て
曰
く
、
先
生
云
う
、
達
者
は
切
望
聴
写
を
俟
た
ず
、
直
病
毒
の
所
在
を
診
得
す
る
の
み
、
と
。
然
ら
ば
其

ま
こ
と

い
か
ん

の
術
は
固
に
容
易
に
は
得
べ
き
も
の
に
非
ず
。
如
何
せ
ん
か
、
と
。

に
わ
さ
と

よ
わ

み
ず
か

答
え
て
曰
く
、
此
れ
言
語
文
字
の
違
か
に
諭
す
べ
き
者
に
非
ざ
る
な
り
。
吾
子
能
く
余
が
教
を
守
り
、
親
ら
之
を
疾
灰
に
験
し
、
切
に

之
を
事
実
に
試
し
、
積
む
に
歳
月
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
黙
識
神
契
し
、
自
然
に
了
会
す
べ
き
も
の
な
り
。
要
は
専
心
解
悟
す
る
に
在

之
を
事
実
に
試
し
、
積

る
の
み
、
と
。
答
間
害
）
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（
９
）

中
国
古
代
の
思
想
界
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
〃
運
命
″
の
問
題
は
、
ひ
ろ
く
活
発
に
論
議
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
が

人
間
存
在
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
切
実
な
、
い
わ
ば
存
在
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
孔
子
・
孟
子
・
墨
子
ら
は
、
こ
の
運
命
の
問
題
を
、
あ
く
ま
で
も
理
性
的
な
思
惟
の
次
元
に
お
い
て
論
議
し
解
決

を
つ
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
徳
と
福
の
一
致
を
定
命
論
ａ
①
５
国
ご
目
め
日
）
的
に
確
信
し
、
こ
れ
を
糞
求
し
な
が
ら
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
人

さ
い
な

知
・
人
力
の
遙
か
に
及
ば
な
い
宿
命
論
（
冒
昌
、
日
）
的
な
現
実
に
苛
ま
れ
、
遂
に
、
運
命
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
切
、
口
を
閉
ざ
す
、
と
い

う
一
種
の
判
断
中
止
の
英
断
を
下
す
に
至
っ
た
孔
子
。
続
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
〈
天
〉
を
立
て
、
一
種
〃
非
日
常
″
の
世
界
に
運
命
の

真
相
を
体
認
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
理
性
的
な
思
惟
の
次
元
に
お
い
て
、
こ
れ
を
理
論
的
に
説
明
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
孟
子
と
墨
子
。
彼

ら
三
人
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
運
命
論
の
一
方
の
旗
頭
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
一
方
に
は
、
一
種
の
宗
教
的
な
体
験
を
通
じ
て
、
日
常
的
世
界
も
ろ
と
も
運
命
の
拘
束
を
離
れ
去
り
、
真
に
自
由
な
境
地
を
切
り
開

く
こ
と
を
主
張
す
る
一
群
の
人
々
が
い
た
。
屈
原
や
荘
子
ら
で
あ
る
。
屈
原
は
宗
教
儀
礼
的
ｌ
シ
ャ
ー
マ
’
一
ズ
ム
の
Ｉ
体
験
を
通
じ
て

天
界
に
飛
翔
し
、
遙
か
に
日
常
的
世
界
も
ろ
と
も
運
命
を
超
克
し
よ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
、
失
意
の
う
ち
に
泪
羅
の
淵
に
身
を
投
ず
る
。

荘
子
は
屈
原
の
こ
の
よ
う
な
試
み
を
、
む
し
ろ
〈
心
斎
〉
三
壮
子
」
、
「
人
間
世
篇
」
）
と
か
、
あ
る
い
は
〈
坐
忘
〉
（
同
「
大
宗
師
篇
」
）
等
と
呼

ば
れ
る
修
行
的
実
践
を
通
じ
て
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
そ
の
後
学
た
ち
は
、
荘
子
の
こ
の
実
践
的
境
地
を
、
単
な
る
恵
施
流
の
理

窟
だ
け
で
、
全
く
皮
相
に
理
解
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
中
国
古
代
に
お
け
る
運
命
論
は
、
こ
れ
ら
の
二
大
潮
流
を
形
成
し
て
論
議
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
国
時
代
も
末
期
に
至
る
と
、

〈
天
命
説
〉
の
形
成
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
本
質
的
契
機
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
以
下
、
東
洞
の
〈
天
命
説
〉
に
つ
い
て
、
更
に
論
究
を
続
け
て
ゆ
き
た
い
。

三
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君
子
行
法
以
俟
命
而
已
芙
、
（
君
子
は
法
を
行
な
い
て
以
て
命
を
俟
つ
の
み
。
孟
子
、
尽
心
下
篇
）

と
、
一
種
〃
安
心
立
命
″
的
な
宿
命
論
の
境
地
を
主
張
し
た
孟
子
の
考
え
方
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

死
生
存
亡
者
天
命
也
、
故
錐
扁
鵲
爺
附
微
子
箕
子
、
不
能
救
突
、
蓋
因
病
毒
而
死
、
及
不
仁
不
義
而
亡
者
、
固
非
天
命
也
、
治
之
以
法
、

あ
た

及
修
身
以
道
而
死
亡
者
、
天
命
也
、
（
死
生
存
亡
は
天
命
な
り
。
故
に
扁
鵲
念
鮒
微
子
箕
子
と
錐
も
救
う
こ
と
能
わ
ず
。
蓋
し
病
毒
に
困

も
と
よ

も
ち

り
て
死
す
る
も
の
及
び
不
仁
不
義
に
し
て
亡
ぶ
者
は
、
固
り
天
命
に
は
非
ざ
る
な
り
。
之
を
治
す
る
に
法
を
以
う
る
も
の
及
び
身
を
修

む
る
に
道
を
以
て
し
て
而
も
死
亡
す
る
者
は
、
天
命
な
り
。
古
書
、
巻
三
）

夫
死
者
天
命
也
、
雌
扁
鵲
無
奈
之
何
、
（
夫
れ
死
は
天
命
な
り
。
扁
鵲
と
錐
も
之
を
い
か
ん
と
も
す
る
な
し
、
同
前
書
巻
四
）

死
生
者
命
也
、
医
之
所
不
与
也
、
（
死
生
は
命
な
り
。
医
の
与
ら
ざ
る
所
な
り
。
答
問
害
）

等
と
、
再
三
に
亘
っ
て
言
明
さ
れ
て
い
る
通
り
、
医
家
た
る
も
の
、
お
の
が
医
術
に
精
進
し
て
〈
扁
鵲
〉
の
よ
う
な
名
医
と
な
っ
て
疾
病
の

治
療
に
こ
れ
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
病
人
の
生
死
Ｉ
つ
ま
り
、
治
癒
／
死
亡
Ｉ
は
、
一
種
、
運
命
的
な
現

あ
ず
か

象
で
あ
り
、
遺
憾
な
が
ら
医
家
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
の
〃
運
命
″
と
し
て
の
〈
死
〉
は
、
医
術

つ
か
さ
ど

と
い
う
〈
人
事
〉
Ｉ
人
間
的
努
力
Ｉ
の
遙
か
に
及
ば
な
い
〈
天
の
主
る
〉
と
こ
ろ
の
〈
天
命
〉
で
あ
り
、
従
っ
て
、
医
家
た
る
も
の
、

こ
だ

ひ

た
だ
ひ
た
す
ら
治
療
に
最
善
を
尽
く
せ
ば
、
そ
の
結
果
に
は
拘
わ
ら
な
い
、
延
い
て
は
、
責
任
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
東
洞
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
こ
そ
、
ま
さ
に
、
か
の
孟
子
の
宿
命
論
的
な
境
地
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

中
止
の
態
度
に
も
似
て
、
そ
（

が
全
生
命
と
運
命
を
賭
し
て
、

思
想
界
全
体
に
統
合
の
気
運
が
見
え
は
じ
め
、
こ
の
運
命
論
の
議
論
も
、
ま
ず
筍
子
の
定
命
論
的
な
く
礼
〉
の
理
論
体
系
に
よ
っ
て
整
理
さ

れ
、
更
に
『
易
伝
』
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
整
然
と
統
合
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
翻
っ
て
こ
の
運
命
論
の
観
点
か
ら
見
る
限
り
、
東
洞
の
〈
天
命
説
〉
は
、
一
見
す
る
と
、
孔
子
の
定
命
論
的
信
念
に
基
づ
く
判
断

中
止
の
態
度
に
も
似
て
、
そ
の
実
、
人
間
存
在
の
深
層
に
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
本
質
を
〈
善
〉
な
る
〈
性
〉
と
し
て
体
認
し
、
そ
こ
に
お
の
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（
Ⅷ
）

命
説
）
批
判
、
そ
し
て
、
西

嫁
す
る
〃
逃
げ
口
上
″
あ

そ
れ
は
、
東
洞
自
身
の

…
…
蕊
干
吾
薬
、
非
薬
無
功
、
命
不
長
也
、
（
吾
が
薬
に
蕊
る
る
も
、
薬
の
功
な
き
に
非
ず
、
命
の
長
ぜ
ざ
れ
ば
な
り
。
祭
南
部
源
侯
文
）

或
問
日
、
彼
大
毒
の
薬
を
用
ひ
、
直
に
死
す
る
も
の
あ
り
。
そ
れ
に
て
も
薬
に
て
死
し
た
る
に
あ
ら
ざ
る
か
。

答
日
、
薬
に
て
死
し
た
る
に
あ
ら
ず
。
死
ぬ
べ
き
時
節
に
て
死
に
た
る
と
い
ふ
も
の
な
り
。
…
…
（
或
問
、
巻
上
）

等
と
い
う
、
い
さ
さ
か
極
端
な
、
従
っ
て
誤
解
・
曲
解
を
招
き
易
い
発
言
に
も
原
因
の
一
端
は
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、

こ
の
よ
う
な
誤
解
・
曲
解
の
根
底
に
は
、
〃
運
命
″
と
い
う
日
常
的
な
思
惟
の
脈
絡
を
遙
か
に
超
え
た
、
大
い
な
る
〃
流
れ
〃
あ
る
い
は
〃
力
″

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
、
真
筆
な
、
そ
し
て
ま
た
本
質
的
な
反
省
と
理
解
の
欠
如
が
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
既
に
い
さ
さ
か
指
摘
し
た
医
術
の

〈
道
〉
を
体
得
し
、
そ
れ
を
臨
床
の
現
場
に
お
い
て
体
現
す
る
と
い
う
、
東
洞
の
実
践
的
な
〃
達
観
″
の
境
地
そ
れ
自
体
に
対
す
る
、
明
確

と
こ
ろ
が
、
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
東
洞
の
こ
の
我
が
身
を
削
る
が
如
き
、
厳
し
く
切
実
な
る
〃
達
観
″
も
、
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
誤

解
・
曲
解
を
受
け
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
く
は
、
赤
沢
容
斎
・
山
脇
東
門
・
亀
井
南
漠
ら
の
東
洞
（
の
天

（
Ⅷ
）
（
、
）

命
説
）
批
判
、
そ
し
て
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、
東
洞
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
、
一
種
の
医
療
過
誤
を
〃
運
命
″
の
名
の
も
と
に
責
任
転

嫁
す
る
〃
逃
げ
口
上
〃
あ
る
い
は
〃
言
い
訳
″
で
あ
る
と
見
倣
す
誤
解
・
曲
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

尽
人
事
而
俟
天
命
、
（
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
俟
つ
。
医
断
、
復
有
馬
雲
鳳
害
、
他
）

お
さ

た
だ

医
司
疾
病
、
不
司
天
命
、
唯
尽
人
事
、
（
医
は
疾
病
を
司
め
て
、
天
命
を
司
め
ず
。
唯
人
事
を
尽
く
す
の
み
。
祭
南
部
源
侯
文
）

等
と
、
全
く
明
快
に
記
述
す
る
。
そ
こ
に
は
、
医
術
の
〈
道
〉
に
こ
れ
努
め
、
み
ず
か
ら
体
現
し
た
人
間
存
在
の
本
質
的
な
あ
り
方
と
ぎ
り

ぎ
り
の
真
相
を
、
真
向
か
ら
率
直
に
認
め
る
東
洞
の
、
た
ん
な
る
判
断
中
止
を
遙
か
に
超
え
た
、
か
の
孟
子
と
同
等
の
〃
達
観
″
の
境
地
が

る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、

東
洞
も
ま
た
、
み
ず
か
ら

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

孟
子
が
〈
君
子
行
法
以
俟
命
而
已
芙
〉
（
前
引
）
と
断
言
し
た
の
と
同
様
の
、
ま
さ
に
確
乎
た
る
達
観
の
境
地
を
、
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方
不
得
其
方
、
方
証
齪
鋸
而
致
死
者
、
非
命
也
、
故
技
術
不
可
不
鍛
錬
、
方
法
不
可
不
審
明
、
筍
術
之
不
精
方
之
不
中
而
致
死
者
、
医

之
罪
也
、
（
方
其
の
方
を
得
ず
、
方
証
齪
館
し
て
死
を
致
す
る
者
は
、
命
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
技
術
は
鍛
錬
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
方
法

く
わ

は
審
明
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
筍
も
術
の
精
し
か
ら
ず
、
方
の
中
ら
ず
し
て
死
を
致
す
者
は
、
医
の
罪
な
り
、
答
間
害
）

そ
こ
な

等
と
、
み
ず
か
ら
を
厳
し
く
律
し
て
医
術
の
体
得
に
精
進
し
た
東
洞
の
真
蟄
で
峻
厳
な
〈
医
道
〉
の
本
旨
を
、
遺
憾
な
が
ら
、
全
く
捉
え
損

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
こ
で
要
す
る
に
、
東
洞
の
〈
天
命
説
〉
の
存
在
論
的
な
次
元
に
お
け
る
、
ぎ
り
ぎ
り
の
本
質
は
、
単
な
る
技
術
者
と
し
て
の
医
家
の
域

を
遙
か
に
超
え
て
、
人
間
存
在
の
運
命
ｌ
ｌ
特
に
、
そ
の
〃
運
命
″
と
し
て
の
〃
死
〃
Ｉ
を
見
通
す
鋭
い
眼
力
を
裏
付
け
と
す
る
彼
の
〃
達

観
″
の
、
日
常
的
・
現
実
的
な
ｌ
主
に
臨
床
の
場
面
で
の
１
１
表
象
の
記
述
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

な
洞
察
と
認
識
の
不
足
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
〃
達
人
″
の
域
に
い
る
東
洞
の
本
領
は
、
単
な
る
治
療
法
や
処
方
の
記
録
の
外
見
的

な
分
析
や
、
そ
の
発
言
の
表
面
的
な
解
釈
だ
け
で
は
、
と
う
て
い
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
か
か
る
誤
解
・
曲
解
は
、

死
生
者
命
也
、
自
天
作
之
、
其
唯
自
天
作
之
、
医
焉
能
死
生
之
哉
、
…
…
唯
因
疾
病
致
死
非
命
也
、
毒
薬
所
能
治
已
、
蓋
死
生
者
医
之

所
不
与
也
、
疾
病
者
医
之
所
当
治
也
、
故
先
生
日
、
尽
人
事
而
待
天
命
、
筍
人
事
之
不
尽
豈
得
委
於
命
乎
、
是
故
術
之
不
明
方
之
不
中

な

た
だ

而
致
死
者
非
命
美
、
執
古
之
方
体
今
之
病
能
合
仲
景
之
規
矩
而
死
者
命
也
、
（
死
生
は
命
な
り
。
天
よ
り
之
を
作
す
。
其
れ
唯
天
よ
り
之

い
ず
く
ん

を
作
す
。
医
は
焉
ぞ
能
く
之
を
死
生
せ
ん
や
。
…
…
唯
疾
病
に
因
り
て
死
を
致
す
者
は
命
に
非
ざ
る
な
り
。
毒
薬
の
能
く
治
す
る
所
な

ま
さ

る
の
み
。
蓋
し
死
生
は
、
医
の
与
ら
ざ
る
所
な
り
。
疾
病
は
、
医
の
当
に
治
す
べ
き
所
な
り
。
故
に
先
生
の
曰
く
、
人
事
を
尽
く
し
て

天
命
を
待
つ
、
と
。
筍
も
人
事
の
尽
く
さ
ざ
れ
ば
、
豈
に
命
に
委
ぬ
る
こ
と
を
得
ん
や
。
是
の
故
に
、
術
の
明
ら
か
な
ら
ず
、
方
の
中

ら
ず
し
て
死
を
致
す
者
は
命
に
非
ざ
る
な
り
。
古
の
方
を
執
り
て
、
今
の
病
を
体
し
、
能
く
仲
景
の
規
矩
に
合
し
て
而
も
死
す
る
者
は

命
な
り
。
医
断
）

方
不
得
其
方
、
．
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先
に
も
い
さ
さ
か
触
れ
た
通
り
、
東
洞
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
む
し
ろ
、
彼
の
並
は
ず
れ
て
厳
格
な
る
反
省
と
精
進
に
裏
付
け
ら
れ
た

確
乎
た
る
信
念
の
な
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
、
彼
の
〈
天
命
説
〉
の
、
他
に
類
を
見
な
い
卓
越
し
た
本
質
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
い

仮
令
瘻
於
疾
病
錐
十
全
芙
、
命
尽
則
死
、
故
古
語
日
、
死
病
無
良
医
、
是
之
謂
也
、
（
仮
令
疾
病
を
瘻
す
こ
と
十
全
な
り
と
錐
も
、
命
の

尽
き
れ
ば
則
ち
死
す
。
故
に
古
語
に
曰
く
、
死
病
に
良
医
な
し
と
は
、
是
れ
之
の
請
い
な
り
。
古
書
、
巻
一
）

若
夫
病
毒
去
、
疾
苦
解
、
而
後
死
者
、
是
命
也
、
無
奈
之
何
也
、
（
若
し
夫
れ
病
毒
去
り
、
疾
苦
解
し
て
、
而
る
後
に
死
す
る
者
は
、
是

れ
命
な
り
。
之
を
い
か
ん
と
も
す
る
な
し
。
答
問
耆
）

等
と
言
わ
れ
る
通
り
、
東
洞
は
、
医
術
の
〈
道
〉
を
極
め
る
こ
と
を
通
じ
て
体
得
し
た
鋭
い
眼
力
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
病
状
が
ｌ
一
見
、

医
家
の
治
療
の
か
い
あ
っ
て
完
治
し
た
か
に
映
ろ
う
と
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
ｌ
も
は
や
医
家
の
手
に
余
る
、
い
わ
ば
末
期
症
状
で
あ
る
こ

と
が
見
て
と
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
人
知
・
人
力
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
〃
運
命
″
で
あ
る
と
し
て
宿
命
論
的
に
認
識
し
、
〈
命
〉
と
か
〈
天

命
〉
と
い
う
伝
統
的
な
語
彙
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
表
現
し
て
、

疾
病
可
治
、
死
不
可
救
、
（
疾
病
は
治
す
べ
き
も
、
死
は
救
う
べ
か
ら
ず
。
古
書
、
巻
一
）

生
死
は
も
と
よ
り
造
化
の
司
に
し
て
、
人
の
知
ら
る
鼻
事
に
あ
ら
ず
。
（
或
問
、
巻
上
）

等
と
述
べ
て
い
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
医
術
の
真
髄
ｌ
〈
道
〉
ｌ
を
体
得
し
、
〃
運
命
″
と
い
う
抗
し
が
た
い
〃
力
″

の
〃
流
れ
〃
を
見
極
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
お
の
が
医
術
の
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
〃
限
界
″
を
率
直
に
認
め
、
ひ
と
り
こ
れ
に
耐
え

て
ゆ
く
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
病
気
に
死
ん
で
ゆ
く
当
人
以
上
に
辛
く
厳
し
い
立
場
で
あ
り
、
東
洞
の
胸
中
も
察
す
る
に
余
り
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

或
問
日
、
生
死
を
知
ず
と
い
へ
る
は
、
駿
剤
を
專
用
ひ
、
死
し
た
る
時
の
云
わ
け
と
い
ふ
者
あ
り
。
い
か
ん
。

答
日
、
生
死
を
し
ら
ぬ
と
い
ふ
事
は
、
衆
人
畏
る
筈
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
媚
諫
い
ひ
わ
け
す
る
心
な
し
。
若
云
わ
け
な
ら
ば
、
畏
れ
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ぬ
事
を
い
か
や
う
と
も
工
夫
す
べ
き
事
な
れ
ど
も
、
生
死
は
元
よ
り
し
ら
ぬ
事
ゆ
へ
、
し
ら
ぬ
と
い
ふ
な
り
。
・
・
…
．
（
或
問
、
巻
上
）

と
言
明
さ
れ
る
、
彼
の
〃
覚
悟
″
に
、
よ
く
よ
く
鑑
み
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
ま
た
、
こ
れ
こ
そ
、
東
洞
が

知
死
生
也
、
病
者
与
医
者
無
益
、
（
死
生
を
知
る
や
、
病
者
と
医
者
と
に
益
な
し
。
古
書
、
巻
一
）

知
死
生
非
疾
医
之
事
、
知
之
不
知
、
医
者
病
者
、
皆
共
無
益
、
学
者
思
諸
、
（
死
生
を
知
る
は
、
疾
医
の
事
に
非
ざ
る
な
り
。
之
を
知
る

も
知
ら
ざ
る
も
、
医
者
病
者
、
皆
共
に
益
な
し
。
同
前
書
、
巻
二
）

等
と
、
再
三
に
亘
っ
て
、
人
間
存
在
の
〃
運
命
″
と
し
て
の
〈
死
生
〉
に
言
及
す
る
こ
と
の
〈
無
益
〉
を
主
張
し
、

死
生
者
命
也
、
医
之
所
不
与
也
、
（
死
生
は
命
な
り
、
医
の
与
ら
ざ
る
所
な
り
。
答
問
害
）

夫
医
之
為
任
也
、
唯
疾
病
之
治
而
已
、
而
有
功
有
拙
、
必
係
子
術
突
、
故
術
不
可
以
不
修
焉
、
術
已
修
焉
、
治
無
弗
中
、
錐
不
能
岻
死

た

生
、
亦
能
救
病
患
也
、
非
良
医
而
何
、
仮
令
能
岻
死
生
、
其
治
不
中
、
則
何
足
爲
良
医
、
（
夫
れ
医
の
任
為
る
や
、
唯
疾
病
の
治
の
み
。

す
で

而
も
功
あ
り
拙
あ
る
は
、
必
ず
術
に
係
わ
る
な
り
。
故
に
術
は
以
て
修
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
術
已
に
修
め
ら
る
れ
ば
、
治
も
中
ら
ざ
る

み

た
と
い

み

な
し
。
死
生
を
砥
る
こ
と
能
わ
ず
と
雛
も
、
亦
能
く
病
患
を
救
う
や
、
良
医
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
仮
令
能
く
死
生
を
砥
る
も
、
其
の

な

治
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
何
ぞ
良
医
と
為
す
に
足
ら
ん
や
、
復
山
伯
起
耆
）

等
と
ま
で
言
い
切
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

夫
死
者
天
命
也
、
…
…
医
者
主
疾
病
、
疾
病
則
尽
可
治
、
故
雌
死
、
病
苦
治
而
其
死
安
静
美
、
是
謂
之
疾
無
不
治
、
（
夫
れ
死
は
天
命
な

り
。
…
・
：
医
は
疾
病
を
主
る
。
疾
病
は
則
ち
尽
く
治
す
べ
し
。
故
に
死
せ
り
と
雌
も
、
病
苦
治
す
れ
ば
其
の
死
は
安
静
な
り
。
是
れ
之

を
疾
は
治
せ
ざ
る
な
し
と
謂
う
な
り
。
古
書
巻
四
）

と
い
う
発
言
の
真
意
も
、
ひ
と
り
こ
の
線
に
沿
っ
て
の
み
、
よ
く
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
不
幸
に
し
て
命
運
ま
さ
に
尽
き

そ
こ
で
東
洞
の
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と
こ
ろ
で
、
東
洞
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
古
く
孟
子
に
ま
で
そ
の
淵
源
を
測
り
う
る
、
〈
人
事
を
尽
く
し
て
、
天
命
を
待
つ
〉
と
い
う
、

典
型
的
な
宿
命
論
の
一
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
、
既
に
い
さ
さ
か
論
及
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
彼
自
身
は
し
か
し
、
彼
の
こ
の
考
え
方
（
の
淵

源
）
を
享
皿
子
」
書
中
に
は
認
め
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
が
そ
の
〈
天
命
説
〉
の
淵
源
形
態
を
「
孟
子
」
に

見
出
し
て
い
た
と
い
う
形
跡
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
東
洞
の
芙
命
諺
は
Ｉ
言
う
掌
で
も
種
く
『
本
来
彼
み
ず
か
ら
実

践
的
に
体
現
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
〃
理
論
″
と
し
て
ｌ
そ
の
淵
源
形
態
が
『
孟
子
」
に
ま
で
湖
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
は
、

と
い
う
発
言
は
、
彼
の
、
い
わ
ば
〃
本
音
″
と
も
言
え
る
心
情
の
吐
露
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
東
洞
は
〈
医
道
〉
の
真
髄
を
体
現
し
、
静
か
に
〈
天
命
〉
を
受
容
で
き
る
境
地
に
至
っ
た
、
一
人
の
〃
達
人
〃
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
他
の
医
家
た
ち
を
遙
か
に
陵
駕
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
に
ま
た
、
皮
相
な
誤
解
や
曲
解
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
彼
の
〈
天
命
〉
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

東
洞
の

つ
く
る

ん
と
し
て
い
る
末
期
症
状
の
病
者
を
前
に
、
単
な
る
言
い
逃
れ
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
、
峻
剤
処
方
の
過
誤
を
取
り
繕
っ
て

い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
お
の
が
医
術
に
精
進
し
、
そ
の
〈
道
〉
を
極
め
た
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
そ
の
〃
限
界
″
を
認
め
る

お
も
ん
ば
か

の
止
む
な
き
に
至
り
、
人
間
存
在
の
〃
運
命
″
の
厳
し
さ
の
本
質
を
達
観
し
た
東
洞
の
思
惟
の
流
れ
を
、
よ
く
よ
く
慮
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

束
手
以
待
其
蕊
、
是
豈
仁
人
之
用
心
乎
、
故
既
砥
其
死
、
猶
且
尽
吾
術
、
以
望
其
或
生
、
古
之
道
也
、
然
而
不
生
、
然
後
可
謂
命
也
已

み

美
、
（
手
を
束
ね
て
以
て
其
の
蕊
る
る
を
待
っ
は
、
是
れ
豈
に
仁
人
の
心
を
用
ふ
る
も
の
な
ら
ん
や
。
故
に
既
に
其
の
死
を
岻
て
も
、
猶

且
つ
吾
が
術
を
尽
く
し
て
、
以
て
其
の
或
る
い
は
生
き
ん
と
す
る
を
望
む
が
、
古
の
道
な
り
。
然
り
而
う
し
て
生
き
ず
。
然
し
て
後
命

且
つ
吾
が
術
を
尽
く
し
て
、
以

な
り
と
請
う
べ
き
の
み
。
医
断
）

四
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東
洞
自
身
、
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
が
い
か
に
束
洞
自
身
の
実
践
を
通
じ
て
体
現
さ
れ
た
く
天
命
説
〉
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
を
明
確
に
意
識
し
、
理

、
、
、
、
、
、

論
的
に
敷
術
し
記
述
し
て
ゆ
く
に
は
、
こ
と
ば
の
次
元
で
の
、
何
ら
か
の
淵
源
形
態
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

彼
が
こ
よ
な
く
敬
慕
し
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
〈
疾
医
〉
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
と
し
た
、
扁
鵲
に
つ
い
て
の
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
想
い
起
こ

さ
れ
る
。

こ
こ
で
扁
鵲
は
、
〈
膣
理
〉
ｌ
〈
血
脈
〉
ｌ
〈
腸
胄
〉
そ
し
て
遂
に
〈
骨
髄
〉
へ
と
進
行
し
て
ゆ
く
桓
侯
の
病
状
を
、
時
々
刻
々
と
明
確
に

看
取
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
桓
侯
自
身
に
、
な
ん
ら
自
覚
症
状
も
な
い
間
に
、
病
気
が
既
に
〈
骨
髄
〉
に
達
し
、
も
は
や
医
術
の
及
ば
ぬ

扁
鵲
過
斉
、
斉
桓
侯
客
之
、
入
朝
見
、
日
、
君
有
疾
在
膜
理
、
不
治
将
深
、
桓
侯
日
、
寡
人
無
疾
、
扁
鵲
出
…
…
後
五
日
、
扁
鵲
復
見
、

日
、
君
有
疾
在
血
脈
、
不
治
恐
深
、
桓
侯
日
、
寡
人
無
疾
、
扁
鵲
出
、
桓
侯
不
悦
、
後
五
日
、
扁
鵲
復
見
、
日
、
君
有
疾
在
腸
胄
間
、

不
治
将
深
、
桓
侯
不
応
、
扁
鵲
出
、
桓
侯
不
悦
、
後
五
日
、
扁
鵲
復
見
、
望
見
桓
侯
而
退
走
、
桓
侯
使
人
問
其
故
、
扁
鵲
日
、
疾
之
居

膜
理
也
、
湯
熨
之
所
及
也
、
在
血
脈
、
鍼
石
之
所
及
也
、
其
在
腸
胄
、
酒
膠
之
所
及
也
、
其
在
骨
髄
、
錐
司
命
無
奈
之
何
、
今
在
骨
髄
、

よ
ぎ

臣
是
以
無
請
也
、
．
．
…
．
（
扁
鵲
斉
を
過
る
に
、
斉
の
桓
侯
之
を
客
と
す
。
朝
に
入
り
、
見
え
て
曰
く
、
君
に
疾
あ
り
、
膜
理
に
在
り
。

ま
た

治
せ
ず
ん
ば
将
に
深
か
ら
ん
、
と
。
桓
侯
曰
く
、
寡
人
に
疾
な
し
、
と
。
扁
鵲
出
ず
。
・
・
…
・
後
五
日
、
扁
鵲
復
見
え
て
曰
く
、
君
に
疾

あ
り
、
血
脈
に
在
り
、
治
せ
ず
ん
ば
恐
ら
く
は
深
か
ら
ん
、
と
。
桓
侯
曰
く
、
寡
人
に
疾
な
し
、
と
。
扁
鵲
出
ず
。
桓
侯
悦
ば
ず
。
後

こ
た

五
日
、
扁
鵲
復
見
え
て
曰
く
、
君
に
疾
あ
り
、
腸
胄
の
間
に
在
り
、
治
せ
ず
ん
ば
将
に
深
か
ら
ん
、
と
。
桓
侯
応
え
ず
。
扁
鵲
出
ず
。

桓
公
悦
ば
ず
。
後
五
日
、
扁
鵲
復
見
ゆ
。
桓
侯
を
望
見
し
て
、
退
き
走
れ
り
。
桓
侯
、
人
を
し
て
其
の
故
を
問
わ
し
む
。
扁
鵲
曰
く
、

疾
の
膜
理
に
居
る
や
、
湯
熨
の
及
ぶ
所
な
り
。
血
脈
に
在
る
や
、
鍼
石
の
及
ぶ
所
な
り
。
其
の
腸
胄
に
在
る
や
、
酒
膠
の
及
ぶ
所
な
り
。

其
の
骨
髄
に
在
る
や
、
司
命
と
錐
も
之
を
い
か
ん
と
も
す
る
な
し
。
今
骨
髄
に
在
り
。
臣
是
を
以
て
請
う
こ
と
な
き
な
り
、
と
。
．
…
．
．

其
の
骨
髄
に
在
る
や
、

史
記
、
扁
鵲
倉
公
列
伝
）
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と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
を
〈
司
命
の
神
で
も
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
〉
Ｉ
つ
ま
り
、
運
命
で
あ
る
ｌ
と
表
現
し
て
い
る
。

お
の
が
医
術
を
極
め
、
病
者
の
予
後
も
明
確
に
看
取
し
う
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
そ
の
〃
死
″
に
も
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
臨
床
経
験
を
持
つ
東
洞
が
、
ま
さ
に
〃
我
が
意
を
得
た
り
〃
と
、
こ
の
「
扁
鵲
伝
」
の
記
述
を
見
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
決
し
て
想
像

に
難
く
な
い
。
果
た
し
て
、
東
洞
は
、
扁
鵲
の
〈
錐
司
命
無
奈
之
何
〉
と
い
う
一
言
を
引
い
た
上
で
、

夫
死
生
有
命
也
、
命
者
天
之
令
也
、
孔
子
之
所
牢
言
、
諸
子
之
所
不
得
聞
也
、
医
其
如
夫
命
何
、
（
夫
れ
死
生
に
命
あ
り
。
命
は
天
の
令

ま
れ

な
り
。
孔
子
の
牢
に
言
う
所
に
し
て
、
諸
子
の
間
く
を
得
ざ
り
し
所
な
れ
ば
、
医
は
其
れ
夫
の
命
を
い
か
ん
せ
ん
や
。
医
断
）

と
述
べ
て
い
る
。
扁
鵲
の
こ
の
一
言
こ
そ
、
ま
さ
に
東
洞
の
心
境
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
東
洞
の
〈
天
命
説
〉
の
淵
源
形
態
は
、
扁
鵲
の
い
わ
ば
〈
司
命
説
〉
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
お
の
が
医
術
に
精

進
し
て
、
こ
れ
を
極
め
れ
ば
極
め
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
そ
の
限
界
を
直
視
す
る
の
余
儀
な
き
に
至
り
、
ひ
と
り
、
そ
の
彼
方
に
人
間
存
在
の

〃
運
命
″
の
厳
し
さ
を
見
据
え
て
い
た
東
洞
に
と
っ
て
、
扁
鵲
の
こ
の
考
え
方
は
、
一
種
の
〃
救
い
〃
で
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
の
が
理
想
像
と
し
て
敬
慕
す
る
扁
鵲
の
姿
に
、
東
洞
は
み
ず
か
ら
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
人
の
医
家
と
し
て
の
東
洞
に
は
、
そ
の
臨
床
経
験
を
通
じ
て
み
ず
か
ら
体
現
し
た
、
彼
独
自
の
医
術
の
〈
道
〉
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、

Ｏ

と
り
も
直
さ
ず
彼
の
本
領
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
医
説
の
理
論
的
な
展
開
に
お
い
て
は
、
〈
万
病
一
毒
説
〉
と
い
い
、
〈
天
命
説
〉
と
い
い
、

中
国
古
代
の
医
学
思
想
を
十
分
に
敷
術
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
〈
復
古
〉
を
唱
え
た
東
洞
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考

（
皿
）

え
ら
れ
る
。
小
論
は
特
に
そ
の
〈
天
命
説
〉
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
こ
れ
を
概
観
し
た
。
更
に
あ
ら
た
な
る
角
度
か
ら
も
、
引
き
続
き
こ
の

東
洞
の
医
学
思
想
を
究
明
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
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（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
富
士
川
瀞
「
日
本
医
学
史
」
、
二
九
四
頁
～
・
三
四
二
頁
～
・
三
五
二
頁
～
、
形
成
社
、
東
京
、
一
九
七
二
・
大
塚
敬

節
「
漢
方
医
学
』
、
五
八
頁
～
、
創
元
社
、
東
京
、
一
九
五
六
等
を
参
看
。

（
２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
富
士
川
前
掲
言
（
同
前
箇
所
）
・
大
塚
前
掲
書
（
六
三
頁
～
）
・
同
「
近
世
前
期
の
医
学
」
、
大
塚
・
広
瀬
・
中
山
共
編
『
近

世
科
学
思
想
下
」
（
日
本
思
想
大
系
理
五
二
一
～
五
四
二
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
七
一
・
大
塚
恭
男
「
中
国
医
学
の
伝
統
」
、
村
上

陽
一
郎
編
『
医
学
思
想
と
人
間
」
（
知
の
革
命
史
６
）
六
三
～
九
四
頁
、
朝
倉
書
店
、
東
京
、
一
九
七
九
等
を
参
看
。

（
３
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宮
氏
春
秋
」
中
に
見
え
る
中
国
古
代
医
学
思
想
に
関
す
る
吉
益
東
洞
の
論
評
に
つ
い
て
Ｉ
吉
益
東
洞
『
古

書
医
言
』
中
の
、
特
に
『
呂
氏
春
秋
」
の
項
を
中
心
に
Ｉ
」
「
研
究
紀
塁
第
四
六
号
、
二
三
～
三
六
頁
、
一
九
九
三
・
「
吉
益
東
洞
の
い

わ
ゆ
る
〈
疾
医
〉
の
医
学
思
想
的
意
義
１
１
士
口
益
東
洞
『
古
書
医
言
」
に
お
け
る
宮
氏
春
秋
」
の
項
の
第
六
則
を
中
心
に
Ｉ
」
霞
学
研

究
』
第
三
四
号
、
二
一
～
四
四
頁
、
一
九
九
六
等
を
参
看
。

（
４
）
た
と
え
ば
、
東
洞
が
詩
・
書
・
易
か
ら
史
書
・
諸
子
に
至
る
ま
で
総
計
三
十
七
種
類
に
及
ぶ
中
国
の
古
典
を
隈
な
く
渉
猟
し
、
そ
こ
に
見
出

さ
れ
る
医
学
関
係
の
記
述
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
て
い
る
『
古
書
医
言
」
（
東
洞
の
著
作
の
底
本
に
つ
い
て
は
、
後
の
注
（
６
）
を
参
看
。
以
下
同

じ
）
は
、
中
国
の
古
典
に
つ
い
て
の
彼
の
造
詣
の
深
さ
を
物
語
る
一
典
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
前
掲
拙
槁
を

更
に
ま
た
、
彼
の
『
医
断
」
や
「
医
事
或
問
」
等
の
中
に
も
、
中
国
の
古
典
か
ら
の
引
用
が
多
く
散
見
す
る
。
参
看
。

（
５
）
東
洞
は
、
古
来
の
医
家
を
〈
疾
医
〉
〈
陰
陽
医
〉
〈
仙
家
医
〉
に
分
類
し
、
あ
る
べ
き
本
格
派
の
医
家
と
し
て
〈
疾
医
〉
を
推
賞
し
、
扁
鵲
と

張
仲
景
が
そ
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
彼
が
こ
の
二
人
Ｉ
特
に
扁
鵲
ｌ
を
敬
慕
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対

に
〈
陰
陽
医
〉
は
、
陰
陽
五
行
説
の
〈
臆
見
〉
を
も
っ
て
治
療
に
あ
た
る
医
家
の
末
流
で
あ
り
、
そ
の
医
説
に
惑
わ
さ
れ
て
は
い
け
な
い
、

と
言
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
注
（
３
）
前
掲
拙
槁
を
参
看
。

（
６
）
以
下
、
東
洞
の
著
書
か
ら
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
全
て
呉
秀
三
・
富
士
川
瀞
編
「
東
洞
全
集
』
、
思
文
閣
、
京
都
、
一
九
一
八
に
よ
る
。
他

の
諸
本
と
の
間
に
多
少
の
異
同
も
見
受
け
ら
れ
は
す
る
が
、
特
に
問
題
が
な
い
限
り
、
あ
ら
た
め
て
注
記
し
な
い
。
な
お
、
和
文
で
書
か
れ

た
「
医
事
或
問
」
以
外
の
書
物
か
ら
の
引
用
は
、
先
ず
原
（
漢
）
文
を
挙
げ
、
続
け
て
そ
の
書
き
下
し
文
を
添
え
る
。
そ
の
際
、
原
漢
文
の
文

屯、

>王
今
一
一
十
、

１
１
１
』
１
■
Ⅲ
Ｉ

参
看
。
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（
皿
）
東
洞
の
〈
復
古
〉
の
気
概
は
、
『
古
書
医
言
」
の
自
序
・
「
復
田
龍
介
害
」
・
「
復
山
内
左
龍
書
」
・
「
復
木
龍
介
言
」
な
ど
に
お
い
て
、
よ
く
看

（
７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
看
す
べ
き
多
く
の
論
著
が
あ
る
が
、
典
型
的
で
明
確
な
も
の
と
し
て
、
大
塚
敬
節
前
掲
害
、
四
一
頁
～
・
長
浜

善
夫
『
東
洋
医
学
概
説
」
、
一
四
三
～
一
二
七
頁
、
創
元
社
、
大
阪
、
一
九
六
一
・
大
塚
恭
男
前
掲
論
文
・
丸
山
敏
秋
「
黄
帝
内
経
と
中

国
古
代
医
学
」
、
二
一
～
六
二
頁
・
一
五
五
～
一
二
四
頁
、
東
京
美
術
、
東
京
、
一
九
八
八
・
石
田
秀
美
『
中
国
医
学
思
想
史
」
、
七
三
～
一

五
四
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
東
京
、
一
九
九
二
・
陳
邦
賢
『
中
国
医
学
史
』
、
一
～
八
七
頁
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
台
北
、
一
九
三
七
・

鄭
曼
青
・
林
品
石
共
編
著
『
中
華
医
学
史
』
、
九
○
～
一
○
三
頁
、
台
湾
商
務
印
害
館
、
台
北
、
一
九
八
二
等
々
を
参
看
。

（
８
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
呉
秀
三
「
吉
益
東
洞
先
生
」
（
前
掲
「
東
洞
全
集
』
所
収
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
東
洞
の
「
復
木
龍
介
害
」
に
は
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
の
東
洞
の
並
々
な
ら
ぬ
決
意
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
参
看
。
そ
こ
で
ま
た
、
時
に
彼
自
身
も
当
時
の
一
部
の
医
家
た
ち
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
妨
害
や
中
傷
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
、
『
建
殊
録
」
を
参
看
。

（
９
）
以
下
、
中
国
古
代
に
お
け
る
運
命
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
国
古
代
に
お
け
る
運
命
論
の
系
譜
ｌ
〈
天
〉
〈
命
〉
〈
天
命
〉
等
の

語
彙
を
め
ぐ
る
論
議
の
流
れ
Ｉ
」
舅
方
筐
、
第
六
六
輯
、
一
八
～
三
一
頁
、
一
九
八
三
・
「
中
国
古
代
に
お
け
る
「
運
命
」
の
超
克
」
「
東

方
宗
教
」
、
第
六
四
号
、
四
八
～
六
四
頁
、
一
九
八
四
・
「
中
国
古
代
に
お
け
る
運
命
論
の
統
合
ｌ
筍
子
を
経
て
「
易
伝
」
へ
Ｉ
」
「
東
洋

の
思
想
と
宗
教
」
、
第
四
号
、
四
四
～
五
九
頁
、
一
九
八
七
等
を
参
看
。

（
皿
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
塚
敬
節
「
吉
益
東
洞
の
天
命
説
を
め
ぐ
っ
て
」
「
日
本
医
史
学
雑
誌
』
、
一
六
巻
三
号
、
一
六
七
～
一
七
九
頁
、
一

九
七
○
を
参
看
。
こ
の
論
稿
は
、
文
字
通
り
、
東
洞
の
〈
天
命
説
〉
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
亀
井
南
冥
や
加
屋
恭
安
・
小
林
元
仙

ら
の
議
論
を
、
医
史
学
の
立
場
か
ら
幅
広
く
概
観
す
る
好
論
で
あ
る
。

（
皿
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
酒
井
シ
ヅ
『
日
本
の
医
療
史
」
二
四
五
頁
、
東
京
書
籍
、
東
京
、
一
九
八
二
を
参
看
。
き
わ
め
て
明
快
な
指
摘
で
あ

る
○

聿
日

0

字
は
、
で
き
る
だ
け
常
用
漢
字
に
直
し
て
記
述
し
て
い
る
。

更
に
ま
た
、
二
～
三
の
書
名
は
、
次
の
通
り
に
略
記
す
る
。
『
医
事
或
問
」
↓
或
問
．
『
古
書
医
言
』
↓
古
書
・
『
東
洞
先
生
答
問
害
』
↓
答
問
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ま
た
、
そ
の
〃
古
文
辞
派
″
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
大
塚
敬
節
前
掲
論
稿
「
近
世
前
期
の
医
学
」
に
簡
潔
な
記
述
が
あ
る
。
参
看
。

更
に
そ
の
医
史
学
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
大
塚
同
前
論
槁
・
酒
井
前
掲
言
（
二
四
三
頁
）
を
参
看
。

（
日
本
大
学
文
理
学
部
）

取
し
う
る
。
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TOdOYoshimasu's(吉益東洞)ViewoftheDestinyofHeaven(天命説）

inRelationtotheAncientChinesePhilosophyofMedicine

bvMasamiTATENO
″

TamenoriTOdOYoshimasuwasoneofthegreatestmedicalpractitionersintheKoih6(古医方）

schoolinEdoera.Therehavebeenmanystudiesonhismedicalpracticesfromtheviewpointofmedical

sc1ence・

However,therehavebeenhardlyanystudiesonhisphilosophyofmedicine.Accordingly,thispaper
willclarifyTOdO'sphilosophyofmedicinethroughastudyofhiscriticismofthetheoryofYin-yOGo-gyO
（陰陽五行説)andhisviewofthedestinyofheaveninrelationtotheancientChinesePhilosophyof

Medicine.

IthasbeensaidthatTOdOwasquiteemphaticindenyingthetheoryofYin-yOGo-gy6.But,infact,

hewassoenthusiasticoverhismedicaltreatmentsofdiseasesthatheneglectedtodevelophisarguments

aboutnosogenesisinhispathologicalstudythroughthetheoryofYin-y6Go-GyO.Hedevotedhimselfto
hismedicalskilltocurethediseases.

TOdO'sviewofthedestinyofHeavenistobetypicallyseeninhisstatementthat"Ishoulddomybest,
thenleavetheresttoheaven".Hemeantthatmedicalpractitionershavetodevotethemselvestothe

medicalpractiseitselfandthattheyshouldknowthatthereisadistinyofHeaven(天命)whichisbeyond
theirskill.

（
○
ロ
ー

〆
Ｇ
Ｌ
Ｐ
、
閏

卜
吟
寸



Lastly,thispaperwillclarifyhowtheoriginofhisviewofdestinyshouldbeseeninthestatement
ofthelegendaryphysicianinancientChinaHenjyaku(扁鵲),whichreadsthatinthecaseofserious
diseases,eventhegodofdestiny(司命の神)cannothelpthem.

⑭
ト
『

一
Ｃ
Ｄ
一

戸
ｆ
、
Ｐ
画
、


