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特
集
H
「
禅
」
を
究
め
る

異
端
だ
っ
た
禅
宗
が
正
統
と
な
る
た
め
に
創
出
し
た
対
話
法
の
パ
タ
ー
ン
〈
公
案
v
o

そ
の
巧
妙
な
質
問
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
進
、
戦
略
を
考
察
す
る

(1990年1月)

禅
の
言
説
戦
略

の
も
の
だ
が
、
今
回
は
時
間
の
制
約
も
あ
り
果
た
せ
な
か
っ
た
。
い
ず

れ
、
も
う
少
し
本
格
的
な
論
考
に
改
め
ら
れ
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
る
。

仏
教
の
基
本
的
構
成

座
禅
は
、
も
と
も
と
ヨ

1
ガ
、
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
の
ご
く
あ
り
ふ

れ
た
修
行
法
だ
っ
た
。
仏
教
も
当
然
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
採
用
し
た
。

禅
宗
は
こ
の
座
禅
に
、
特
別
の
意
味
づ
け
を
与
え
る
。
天
台
、
浄
土

な
ど
中
国
の
宗
派
は
、
ど
う
い
う
経
典
や
論
書
に
依
拠
す
る
か
で
分
岐

す
る
の
だ
が
、
禅
宗
だ
け
は
、
修
行
法
を
核
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

禅
宗
は
、
中
国
の
正
統
仏
教
に
た
い
す
る
、
異
端
と
し
て
出
発
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
禅
宗
の
主
張
を
理
解
す
る
に
は
、
当
時
の
正
統
仏
教
の

何
た
る
か
、
中
国
社
会
の
何
た
る
か
を
押
さ
え
る
こ
と
が
肝
要
だ
。
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中
国
で
誕
生
し
た
禅
宗
は
、
大
乗
諸
宗
の
教
理
を
ふ
ま
え
た
独
特
な

行
法
を
編
み
出
し
な
が
ら
も
、
明
滑
代
に
は
退
潮
し
て
い
っ
た
。
一
方
、

わ
が
国
に
渡
来
し
た
禅
宗
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
ぶ
厚
い
文

化
的
堆
拐
を
残
し
て
い
る
。

禅
宗
と
い
う
、
仏
教
内
部
の
一
運
動
に
つ
い
て
、
簡
潔
な
見
取
り
図

を
与
え
る
こ
と
を
、
以
下
で
試
み
よ
う
。
私
は
禅
宗
を
、
初
期
仏
教
こ

の
か
た
多
様
な
展
開
を
み
せ
て
き
た
、
言
説
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
仏
教

の
戦
略
の
、
変
異
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
そ
の
場
合
、
座

禅
と
い
う
身
体
的
な
実
践
と
、
覚
り
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
関
係
が
、
ど

の
よ
う
な
配
置
に
な
っ
て
い
る
か
を
、
主
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
は
、
と
り
あ
え
ず
の
ア
イ
デ
ア
を
、
仮
説
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
本
来
な
ら
、
資
料
の
裏
付
け
を
と
っ
て
か
ら
議
論
す
べ
き
内
容

「仏教JNo. 1 0 

i1、

~，f;~七物

，--'"、ー〆--

'1，物(刷物)

.... 
't!i 

本

そ
の
思
想
の
骨
組
み
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て

ま
ず
仏
教
だ
が
、

い
る
と
思
わ
れ
る
。

山
宇
宙
全
体
は
、
法
(
ダ

l
ル
マ
一
一
種
の
因
果
律
)
に
満
た
さ
れ
、

そ
れ
に
合
致
し
て
運
行
し
て
い
る
。
(
宇
宙
は
、
無
生
物
/
生
物
/
人

間
な
ど
を
含
む
、
い
く
つ
も
の
世
界
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ

れ
の
世
界
は
、
こ
の
現
世
を
は
じ
め
と
す
る
六
道
や
天
:
:
:
か
ら
な

る
。
)

、vh''hf

ω人
間
を
含
む
す
べ
て
の
生
物
(
動
物
)
は
、
永
遠
に
輪
廻
(
死
後

ふ
た
た
び
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
)
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
輪
廻
は
善
悪

の
因
果
律
、
つ
ま
り
法
に
従
う
。

ω人
聞
は
、
は
っ
き
り
し
た
意
識
や
言
葉
を
そ
な
え
て
い
る
点
で
、

ふ
つ
う
の
動
物
と
違
う
。
人
聞
は
独
自
の
、
言
説
の
流
通
圏
を
そ
な
え

て
い
る
。
プ
ッ
ダ
の
言
葉
も
、
そ
う
し
た
人
間
た
ち
の
聞
を
伝
達
さ
れ

て
い
く
。

〔

ω1ω
は
、
仏
教
に
限
ら
ぬ
、
ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
一
般
の
思
想
だ
。
〕

ωプ
ッ
ダ
の
覚
り
は
、
法
を
認
識
・
体
得
し
尽
く
し
て
、
輪
廻
か
ら

解
脱
す
る
と
い
う
、
特
別
の
出
来
事
で
あ
る
。
法
の
内
部
の
法
の
破
れ

(
い
わ
ば
特
異
点
)
が
、
解
脱
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
ひ
と
り
の
人

聞
が
字
宙
の
秩
序
と
合
一
す
る
こ
と
で
、
極
め
て
価
値
あ
る
こ
と
だ
。

ω覚
り
は
、
言
説
の
流
通
圏
を
超
え
る
宇
宙
大
の
秩
序
と
、
直
接
に

関
わ
る
。
ゆ
え
に
、
言
説
の
側
か
ら
、
覚
り
そ
の
も
の
に
接
近
す
る
の

は
困
難
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
覚
り
を
人
び
と
が
信
じ
る
の
は
、

プ
ッ
ダ
の
覚
り
を
前
提
に
語
ら
れ
る
言
説
(
経
)
が
伝
え
ら
れ
て
く
る

か
ら
だ
。ωプ

ッ
ダ
の
覚
り
を
、
特
に
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
る
人
び
と
が
、

プ
ッ
タ
を
「
標
本
」
と
し
て
覚
り
を
め
ざ
す
出
家
者
の
運
動
(
基
本
仏

教
)
を
開
始
し
た
。
彼
ら
の
集
団
が
サ
ン
ガ
(
僧
伽
)
で
あ
り
、
経
を

伝
持
し
、
戒
律
に
従
う
。

的
サ

ン
ガ
外
の
在
家
の
人
び
と
が
、
基
本
仏
教
を
前
提
に
、
新
し
い

修
行
の
方
法
(
菩
薩
道
)
を
開
始
し
た
。
こ
の
運
動
が
、
大
乗
教
で
あ
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る
。
大
乗
教
は
、
プ
ッ
ダ
の
身
体
を
、
仏
塔
、
経
巻
、
現
在
他
仏
、

:
:
な
ど
と
定
義
(
解
釈
)
し
な
お
す
こ
と
で
、
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

〔

ω
i
mは
、
仏
教
に
独
自
の
展
開
で
あ
る
。
〕

*
 

前
著
『
仏
教
の
言
説
戦
略
』
(
動
車
書
房
)
で
は
、
こ
こ
(
イ
ン
ド
初

期
大
乗
仏
教
の
成
立
)
ま
で
を
問
題
に
し
た
。
中
国
の
仏
教
は
、
ま
た

追
っ
た
展
開
を
た
ど
っ
て
い
る
。
禅
宗
と
の
関
連
で
、
大
事
な
ポ
イ
ン

ト
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

削
プ
ツ
ダ
の
言
説
と
信
じ
ら
れ
る
、
多
様
な
経
典
が
堆
積
し
た
た
め

に
、
テ
キ
ス
ト
の
取
捨
選
択
(
教
相
判
釈
)
が
不
可
欠
に
な
る
。
選
択

の
違
い
に
よ
っ
て
、
各
宗
派
が
成
立
す
る
。

問
テ
キ
ス
ト
の
選
択
は
窓
意
的
な
の
で
、
特
定
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
ら

ず
、
身
体
技
法
(
座
禅
)
を
通
じ
て
プ
ッ
ダ
と
同
じ
覚
り
を
え
ら
れ
る

と
い
う
、
主
張
の
余
地
も
生
ず
る
。
こ
れ
が
、
禅
宗
で
あ
る
。

*
 

と
こ
ろ
で
覚
り
は
、
身
体
と
宇
宙
と
を
等
置
す
る
、
特
異
な
変
換
関

係
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
宇
宙
と
は
、
現
象
の
全
体
の
こ
と
。
そ
の
な
か
の
ご
く
局
部

的
な
現
象
と
し
て
、
私
(
の
心
)
が
あ
る
。
私
(
の
心
)
が
覚
り
に
よ

っ
て
、
宇
宙
(
の
法
則
)
と

一
体
に
な
る
た
め
に
は
、
両
者
の
あ
い
だ

に
「
位
相
同
相
写
像
」
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

e

部
分
と
全
体
と
を
等
置
し
よ
う
と
す
る
と
、
カ
ン
ト
1
ル
の
無
限
集

合
論
と
同
じ
構
成
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
経
験
的
世
界
の
大
小
関
係
の

よ
う
な
相
対
的
性
質
は
消
滅
し
、
私
(
の
心
)

H
極
微
の
世
界
が
そ
の

ま
ま
、
宇
宙
で
あ
る
と
観
ぜ
ら
れ
る
。
小
乗
の
覚
り
も
、
大
乗
の
覚
り

も
、
禅
の
覚
り
も
、
こ
の
よ
う
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
点
は
い
っ
し
ょ

で
あ
る
。

2 

中
国
仏
教
の
内
包
す
る
矛
盾

覚
り
を
、
万
人
が
追
求
す
べ
き
至
高
の
価
値
と
考
え
る
仏
教
は
、
中

国
社
会
の
伝
統
と
、
正
面
か
ら
街
突
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
口
で
言
う
な
ら
、
中
国
人
の
現
実
主
義
的
な
態
度
と
、
仏
教
の
形

而
上
学
的
な
態
度
と
の
街
突
で
あ
る
。
儒
教
が
名
実
と
も
に
中
国
の
正

統
思
想
め
地
位
を
確
立
す
る
の
は
、
よ
う
や
く
宋
代
以
降
だ
が
、
そ
れ

以
前
か
ら
、
そ
の
根
強
い
下
地
が
あ
っ
た
。

仏
教
か
ら
言
え
ば
、
党
り
は
欲
望
を
断
絶
す
る
こ
と
の
果
て
に
あ
り
、

欲
望
の
最
た
る
も
の
は
、
性
欲
で
あ
る
。
ゆ
え
に
仏
教
は
女
犯
戒
を
も

う
け
、
出
家
し
て
サ
ン
ガ
を
構
成
し
た
。
し
か
し
、
中
国
社
会
の
価
値

規
準
に
よ
れ
ば
、
親
を
捨
て
祖
先
の
祭
杷
を
放
棄
す
る
出
家
な
ど
は
、

不
孝
の
極
み
、
反
社
会
的
行
動
以
外
の
な
に
も
.
の
で
も
な
い
。
ま
た
、

イ
ン
ド
と
違
っ
て
輪
廻
の
観
念
を
欠
く
中
国
で
は
、
覚
り
が
至
上
の
も

の
だ
と
信
じ
ら
れ
に
く
い
。

南
北
朝
期
、
北
方
民
族
が
立
て
た
諸
王
朝
が
、
仏
教
を
「
国
教
L

化

し
た
の
は
、
中
国
の
正
統
思
想
で
あ
る
儒
教
を
、
中
和
・
弱
化
し
よ
う

と
意
図
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
西
域
に
伝
播
し
た
仏
教
は
、
当
時

の
先
進
思
想
で
、
合
理
性
・
世
界
性
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
た
。
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し
か
し
仏
教
も
、
中
国
で
は
変
容
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
最
も
根

本
的
な
の
は
、
イ
ン
ド
で
承
認
さ
れ
て
い
た
出
家
修
行
者
の
世
俗
外
的

な
地
位
を
、
つ
い
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
政
治
権
力
の
下
、
世

俗
社
会
の
内
部
に
置
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
家
・
得
度

や
寺
院
の
財
政
的
基
盤
も
す
べ
て
、
政
治
的
国
家
の
管
理
下
に
お
か
れ

た
の
で
あ
る
(
国
営
仏
教
)
。

こ
う
し
た
変
化
は
、
中
国
風
に
理
解
さ
れ
た
大
乗
教
の
教
理
に
よ
り
、

正
当
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ポ
サ
ツ
や
化
身
(
垂
迩
)
の
観
念
は
、

中
国
の
社
会
慣
行
を
、
イ
ン
ド
の
基
本
仏
教
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
で
な

く
、
そ
の
体
系
的
な
変
容
だ
と
理
解
(
解
釈
)
す
る
余
地
を
生
じ
た
し
、

ま
た
、
サ
ン
ガ
(
教
団
)
の
自
律
性
が
な
い
こ
と
も
、
小
乗
の
具
足
戒

律
を
ボ
サ
ツ
戒
が
止
揚
し
た
結
果
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
中
固
化
し
た
あ
と
で
も
、
仏
教
が
儒
教
、
道
教
と
、
正

統
思
想
の
地
位
を
争
う
の
は
至
難
で
あ
る
。

し
か
も
、
寺
院
に
は
免
税

の
特
典
や
優
遇
措
置
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
目
当
て
に
出
家
す

る
者
が
あ
と
を
断
た
な
い
。
僧
侶
の
質
も
低
下
し
、
国
家
財
政
も
逼
迫

し
て
、
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
数
次
に
わ
た
る
反
仏
教
運
動
(
三
武
一

宗
の
廃
仏
)
は
、
だ
か
ら
一
種
の
「
行
政
改
革
」
で
あ
る
。
そ
の
観
点

か
ら
、
寺
院
の
整
理
、
僧
侶
の
還
俗
が
行
な
わ
れ
た
。

ネ

そ
の
よ
う
な
と
き
、
異
端
と
じ
て
出
発
し
た
禅
宗
が
、
や
が
て
中
国

で
正
統
の
地
位
を
確
立
し
て
ゆ
く
の
は
、
な
ぜ
か
?

そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
禅
宗
が
、
仏
教
の
正
統
な
教
義
(
の
一
部
)
を

否
定
し
、
そ
れ
に
替
え
て
中
国
世
俗
社
会
の
価
値
を
肯
定
し
た
か
ら
で

あ
る
。
特
に
、
①
労
働
を
肯
定
し
、
②
経
済
的
に
自
立
し
、
③

一
代
の

修
行
で
最
高
の
覚
り
に
達
す
る
と
主
張
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
。

順
に
見
て
い
こ
う
l

ま
ず
、
労
働
の
肯
定
だ
が
、
も
と
も
と
仏
教
で
は
、
僧
侶
の
労
働
を

禁
止
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
比
丘
の
二
百
五
十
戒
の
な
か
に
は
、
掘
地

戒
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
地
面
を
掘
る
、
す
な
わ
ち
農
耕
に
従
事
す
る

こ
と
を
許
さ
な
い
。
ゆ
え
に
僧
侶
は
、
乞
食
生
活
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
無
為
徒
食
の
僧
侶
を
国
家
が
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
、
こ

れ
が
根
拠
に
な
っ
て
い
た
。

中
国
の
価
値
規
準
は
、
政
治
V
労
働
V
無
為
徒
食
、
の
順
で
あ
る
。

僧
侶
に
政
治
は
無
理
と
し
て
も
、
せ
め
て
労
働
さ
せ
よ
う
。
ち
ょ
う
ど

人
民
解
放
軍
み
た
い
に
、
労
働
を
義
務
づ
け
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
、

人
民
大
衆
の
信
頼
を
獲
得
す
る
。
労
働
H
修
行
と
い
う
論
理
が
、
禅
宗

の
核
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
第
二
に
、
寺
院
の
独
立
採
算
制
。
農
産
物
や

加
工
食
品
の
生
産
・
販
売
。
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
か
ら
金
融
に
い
た
る
ま

で
、
殺
生
戒
に
触
れ
な
い
程
度
の
あ
ら
ゆ
る
事
業
を
手
が
け
、
経
済
的

自
立
を
は
か
る
。
人
民
に
対
す
る
サ
!
ヴ
ィ
ス
は
、
ボ
サ
ツ
道
の
実
践

な
の
だ
。
こ
れ
が
、
政
治
勢
力
の
交
替
に
関
係
な
く
、
中
国
社
会
の
現

実
的
な
勢
力
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

第
三
に
、
座
禅
の
修
行
に
よ
っ
て
、
プ
ッ
ダ
と
同
等
の
覚
り
に
達
す

る
と
し
た
こ
と
。
形
の
う
え
で
は
、
小
乗
の
阿
羅
漢
果
の
考
え
方
と
似
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て
い
る
み
た
い
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
ボ
サ
ツ
↓
プ
ッ
ダ
の
覚
り
の
ほ

う
が
数
段
高
い
と
い
う
、
大
乗
の
教
理
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
そ
の
覚
り

に
、
一
代
で
達
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
老
荘
思
想
に
も
対
抗
で
き
る
。

3 

禅
宗
の
言
説
戦
略

以
上
の
よ
う
な
禅
宗
の
主
張
は
、

る
主
、
突
飛
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
中
国
に
伝
わ
っ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
の
体
系
の
内
部
で
、
そ

う
い
う
主
張
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
都
合
の
よ
い
別
ル

l
ト
の
テ
キ
ス

ト
が
(
た
と
え
偽
経
で
も
)
容
易
に
発
見
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
す

べ
て
の
テ
キ
ス
ト
の
源
泉
は
、
プ
ッ
ダ
で
あ
る
。
そ
こ
で
プ
ッ
ダ
か
ら
、

テ
キ
ス
ト
と
別
に
、
最
高
の
覚
り
に
い
た
る
修
行
の
技
法
(
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
)
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
、
と
主
張
す
る
作
戦
が
と
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、
「
不
立
文
字
」
で
あ
る
。

禅
宗
の
祖
と
さ
れ
る
菩
提
達
磨
は
、
釈
尊
か
ら
数
え
て
二
十
八
代
。

イ
ン
ド
か
ら
遠
く
南
海
を
経
て
、
中
国
に
渡
来
し
、
大
乗
の
座
禅
の
奥

義
を
伝
え
た
。
以
下
、
慧
可
↓
僧
環
↓
道
信
↓
:
:
:
と
相
承
さ
れ
て
、

禅
宗
が
成
立
し
た
(
こ
と
に
な
っ
て
い
る
)
。

彼
ら
が
重
ん
じ
た
の
が
『
傍
伽
経
』
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
最
晩
年
の
プ

ツ
ダ
は
、
こ
う
述
懐
し
た
。
「
私
は
覚
り
を
聞
い
て
こ
の
か
た
、
ロ
を

き
い
た
こ
と
が
な
い
。
」
つ
ま
り
、
本
当
に
大
事
な
こ
と
は
言
わ
な
か

っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
(
そ
れ
を
こ
の
経
典
で
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
が
、
実
は
苦
し
い
。
)
と
に
か
く
こ
れ
を
根
拠
に
、
一
切
の
経
典

そ
れ
ま
で
の
仏
教
の
常
識
か
ら
す

よ
り
も
、
座
禅
を
上
位
に
置
く
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
。

* 

と
こ
ろ
で
は
っ
き
り
言
え
ば
、
座
禅
な
ん
か
誰
に
だ
っ
て
で
き
る
。

だ
か
ら
、
座
禅
だ
け
で
宗
派
を
形
成
す
る
の
は
無
謀
で
あ
る
。
問
題
は
、

座
禅
を
す
れ
ば
プ
ッ
ダ
の
覚
り
に
至
る
の
だ
と
い
う
確
信
(
な
い
し
解

釈
)
を
、
ど
う
や
っ
て
供
給
す
る
か
、
だ
。

そ
こ
で
ま
ず
土
台
に
な
る
の
が
、
天
台
や
華
厳
が
踏
ま
え
て
い
る
正

統
の
大
乗
思
想
だ
。
大
乗
系
の
経
典
が
、
空
観
や
ボ
サ
ツ
の
階
位
、
プ

ッ
ダ
の
覚
り
の
優
越
性
を
唱
え
て
い
る
。
座
禅
を
た
だ
の
座
禅
で
な
い

と
言
い
張
る
た
め
に
は
、
正
統
の
解
釈
を
流
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
た

だ
し
禅
宗
は
、
そ
の
同
じ
高
所
に
、
つ
づ
ら
折
り
の
坂
道
を
辿
る
よ
う

な
手
聞
を
か
け
ず
、
一
足
飛
び
に
到
達
す
る
と
い
う
a

そ
の
一
方
で
禅
宗
は
、
僧
侶
の
日
常
生
活
空
間
全
体
を
、
具
足
戒
と

は
ま
た
違
っ
た
仕
方
で
、
確
実
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
編
成
す
る
。

し
ん

F

ふ
し
め
く
は
ん
ぼ
う

禅
林
清
規
(
禅
宗
の
規
則
)
の
ひ
と
つ
、
た
と
え
ば
「
赴
粥
飯
法
」

は
、
食
事
の
作
法
を
こ
と
細
か
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
日
く
、
食
事

中
に
声
を
出
す
な
、
落
と
し
た
飯
を
拾
う
な
、
丸
呑
み
に
す
る
な
、
舌

を
び
ち
ゃ
び
ち
ゃ
な
め
回
す
な
、
:
:
:
。
禅
宗
の
修
行
法
は
、
あ
く
ま

で
日
常
的
だ
。
僧
侶
は
寺
院
で
、
社
会
生
活
を
送
る
。
独
り
で
山
中
に

こ
も
り
、
断
食
や
苦
行
の
果
て
に
、
非
日
常
的
な
能
力
を
身
に
つ
け
る

の
で
は
な
い
。
社
会
生
活
の
た
だ
中
で
、
労
働
や
食
事
の
よ
う
な
日
常

的
な
行
為
に
織
り
こ
ま
れ
て
、
座
禅
も
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
座
禅
と

そ
れ
以
外
の
日
常
的
な
行
為
と
を
、
区
別
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
な
い
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• 占
圃
槽
四
帽
団
団
団
・
叩
咽
・

の
で
あ
る
。

*
 

し
か
し
、
行
為
の
外
形
に
ば
か
り
こ
だ
わ
る
な
ら
、
そ
の
修
行
法
が

仏
道
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
誰
の
修
行
が
い
ち
ば
ん
進
ん

で
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
決
定
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
「
公
案
」
と
い
う
言
説
技
術
が
、
必
要
に
な
る
。

公
案
と
は
、
確
定
し
た
知
識
を
伝
達
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
な
る

質
問
技
法
(
対
話
法
)
の
パ
タ
ー
ン
(
の
申
し
伝
え
)

で
あ
る
。
多
く

の
大
乗
経
典
が
、
比
倫
や
過
剰
な
分
類
に
よ
っ
て
大
き
な
物
語
を
構
成

し
て
い
く
戦
略
を
と
る
の
と
対
照
的
に
、
一
公
案
は
、
一
言
語
を
そ
の
ミ
ニ

マ
ル
な
用
法
に
濃
縮
還
元
す
る
。

た
と
え
ば
、
短
気
で
困
る
と
訴
え
る
男
に
、
禅
師
は
「
そ
の
短
気
を

こ
こ
に
だ
し
て
み
ろ
L

と
言
う
。
も
ち
ろ
ん
出
せ
る
わ
け
は
な
い
。

「
あ
り
も
し
な
い
短
気
を
直
す
暇
に
は
、
仏
の
心
の
ま
ま
で
い
な
さ

れ
。
」
こ
の
よ
う
に
巧
妙
な
質
問
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
集
積
が
、
公
案
だ
。

と
い
う
わ
け
で
、
公
案
と
い
う
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
言
説
技
術
を

詳
し
く
分
析
し
て
み
る
べ
き
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
予
想

が
成
立
す
る
と
思
う
。

日
常
の
言
語
の
意
味
は
、
意
識
さ
れ
な
い
多
く
の
自
明
な
前
提

(社

会
的
文
脈
)
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
日
常
言
語
学
派
以
来
の
言
語
分
析

や
、
言
語
行
為
論
が
明
ら
か
に
し
た
通
り
だ
。
そ
の
前
提
を
、
あ
え
て

と
り
外
し
て
し
ま
う
(
た
と
え
ば
、
抽
象
名
詞
リ
短
気
を
具
体
的
事
物

の
よ
う
に
扱
う
)
と
、
そ
こ
に
不
可
解
な
抽
象
空
間
が
出
現
す
る
だ
ろ

ぅ
。
も
ち
ろ
ん
、
聞
き
手
を
そ
の
世
界
に
巻
き
込
む
た
め
に
は
、
禅
師

の
人
間
的
な
迫
力
が
必
要
な
の
だ
が
、
い
っ
た
ん
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま

う
と
、
そ
れ
が
日
常
を
離
脱
す
る
度
合
い
が
、
ち
ょ
う
ど
座
禅
の
際
に

意
識
が
現
前
す
る
世
界
を
離
脱
す
る
度
合
い
に
等
し
い
、
と
思
わ
れ
て

く
る
。
つ
ま
り
公
案
の
体
験
は
、
座
禅
の
到
達
す
る
高
い
境
地
を
想
像

さ
せ
る
に
十
分
な
の
だ
。

公
案
の
言
説
技
術
は
、
日
常
言
語
ば
か
り
で
な
く
、
伝
統
的
な
大
乗

の
教
義
も
破
壊
で
き
る
。
中
国
の
他
宗
派
は
か
な
ら
ず
あ
る
テ
キ
ス
ト

(
経
論
)
を
根
拠
に
お
い
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
も
、

そ
れ
を
妥
当
な
ら
し
め
る
文
脈
(
暗
黙
の
前
提
)
が
あ
る
。
僧
た
ち
の

信
は
結
局
、
そ
う
し
た
文
脈
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
を
同
様

に
街
け
ば
よ
い
。
そ
う
や
っ
て
、
経
典
の
字
義
ど
お
り
の
言
説
を
上
回

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
あ
り
う
る
こ
と
を
、
主
張
す
る
の
だ
。
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禅
宗
を
、
こ
の
よ
う
な
戦
略
(
信
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
)
と
理
解
で
き

る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
プ
ッ
ダ
の
時
代
の
、
仏
教
の
最
初
の
動
機
を

復
興
す
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
中
国
的
な

逸
脱
で
も
あ
る
。
乏
の
実
像
を
、
具
体
的
な
資
料
に
お
た
っ
て
検
証
し
、

禅
宗
の
言
説
戦
略
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
わ
が
国
の
文
化

的
堆
積
を
復
元
す
る
う
え
で
も
、
重
要
か
つ
不
可
欠
な
作
業
の
は
ず
で

あ
る
。
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