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こ
ち
ら
で
は
和
と
か
融
和
と
い
う
教
え
が
あ
る
。
と
こ

ろ
が
向
こ
う
で
は 

yo
u
 m

ust say sim
p
ly yes 

o
r n

o

と
い
う
教
え
で
す
。
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
簡
潔
に
答
え
な

さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
な
た
は
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る

か
？
信
じ
な
い
か
と
い
う
一
神
教
の
考
え
が
根
底
に
あ

る
。
物
事
を
あ
い
ま
い
に
し
な
い
で
ど
ち
ら
か
に
決
め

た
う
え
で
次
に
進
む
、
ま
あ
と
か
さ
あ
と
か
は
許
さ
れ

な
い
。
自
分
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
う
考
え
る
、
と
決
め

て
か
ら
次
に
進
む
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
、
そ
う
す
る
こ

と
で
個
性
が
生
ま
れ
、
個
人
が
確
立
し
て
ゆ
く
。 

絵
に
お
い
て
も
彼
ら
は
内
容
を
見
ま
す
。
何
が
描
い

て
あ
る
か
を
観
る
。
日
本
で
は
襖
絵
的
に
見
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
装
飾
的
な
も
の
、
美
し
け
れ
ば
い
い
と
い

う
、
絵
の
表
面
を
見
て
裏
に
在
る
思
想
を
見
な
い
傾

向
が
あ
る
。 

 

ピ
カ
ソ
の
絵
、
あ
れ
は
上
手
い
絵
で
は
な
い
、
簡
単
で

分
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
で
は
な
ぜ
世
界

的
な
評
価
を
得
、
普
遍
性
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
新
し

い
創
造
で
一
つ
の
時
代
を
進
め
エ
ポ
ッ
ク
を
作
っ
た
と
い

う
点
で
価
値
が
あ
る
。
ピ
カ
ソ
は
一
日
３
６
枚
絵
を
描

い
た
、
一
年
３
６
０
日
と
し
て
其
れ
に
彼
の
生
涯
を
か

け
た
枚
数
だ
け
描
い
た
。
個
性
と
信
念
を
以
て
胸
襟

を
開
き
描
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。 

 

私
は
始
め
無
彩
色
に
近
い
地
味
な
絵
を
描
い
て
い
た

が
、
イ
タ
リ
ア
で
色
彩
を
多
く
使
う
よ
う
に
な
っ
た
け

れ
ど
描
く
内
容
は
お
な
じ
で
、
無
常
感
の
中
に
生
き
る

喜
び
と
生
命
の
大
切
さ
を
描
い
て
い
る
。
禁
じ
手
と
さ

れ
て
い
る
吹
き
出
し
、
（絵
の
中
に
マ
ン
ガ
の
よ
う
に
文
字
を

入
れ
る
）
を
や
っ
て
い
る
。
批
判
を
浴
び
る
こ
と
を
覚
悟

し
て
進
取
の
気
持
ち
で
や
っ
て
い
る
。 

形
あ
る
も
の
は
壊
れ
て
行
く
、
色
即
是
空
、
色
も
な

く
な
っ
て
い
く
、
有
る
と
思
っ
て
い
る
物
は
実
は
な
い
、

し
か
し
形
の
な
い
も
の
、
愛
と
か
、
信
じ
る
事
と
か
、
絵

に
描
い
て
あ
る
内
容
と
か
は
壊
れ
な
い
、
空
即
是
色
で

あ
る
。
と
に
か
く
想
い
を
強
く
持
ち
、
形
と
い
う
も
の

を 
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鮮
や
か
な
色
彩
と
燃
え
る
よ
う
な
筆
ず
か
い
で
生
き
る

喜
び
と
命
の
大
切
さ
を
描
き
続
け
る
画
家
、
大
阪
芸
大
の

教
授
で
も
あ
る
絹
谷
幸
二
氏
の
ト
ー
ク
番
組
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
．
Ｔ

Ｖ
）
が
あ
っ
た
。
視
聴
し
た
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

絵
を
描
く
こ
と
の
意
義
や
心
構
え
な
ど
に
触
れ
て
い
る
の

で
か
い
つ
ま
ん
で
記
し
て
み
ま
す
。 

 

相
反
す
る
概
念
は
別
々
の
も
の
で
は
無
く
、
一
つ
の
も
の

の
一
部
で
あ
る
。
（維
摩
・
仏
教
の
教
え
） 

例
え
ば
朝
が
き

て
、
夜
に
な
る
、
朝
と
夜
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
同
じ

こ
と
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
、
楽
し
い 

辛
い 

と
い
う

相
反
し
て
い
る
概
念
は
、
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
お
な
じ

こ
と
の
一
部
で
あ
る
。
戦
争
と
平
和
、
生
と
死
、
男
女
の
こ

と
も
同
様
で
あ
る
。
自
分
の
短
所
は
長
所
で
あ
る
。 

絵
を
描
く
に
は
、
想
い
を
強
く
持
つ
こ
と
が
大
事
で
あ

る
。
切
な
る
思
い
、
あ
る
い
は
成
熟
し
た
考
え
、
思
い
の
た

け
を
自
分
の
中
で
成
長
さ
せ
る
、
そ
れ
が
形
に
な
り
、
絵

に
な
る
、
想
像
力
の
翼
を
子
供
の
よ
う
に
は
ば
た
か
せ
、
生

き
る
こ
と
の
喜
び
と
命
の
大
切
さ
を
表
現
し
た
い
。
例
え

ば
願
い
が
叶
っ
た
ら
池
に
魚
を
放
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、

想
い
と
魚
・生
命
が
つ
な
が
る
、
こ
れ
を
表
現
す
る
。 

伝
統
・
歴
史
を
学
び
、
古
い
も
の
の
中
か
ら
新
し
い
も
の

を
創
造
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
。
私
が
や
っ
て
い
る
フ
レ
ス
コ

画
の
技
法
は
、
一
万
年
以
上
前
の
ア
ル
タ
ミ
ラ
壁
画
と
同

じ
原
理
を
利
用
し
て
い
る
。
石
灰
岩
を
焼
い
て
生
石
灰
を

作
る
、
生
石
灰
に
水
を
か
け
消
石
灰
を
作
る
こ
れ
を
漆
喰

状
に
し
て
壁
に
塗
る
。
生
乾
き
状
態
の
上
に
水
で
溶
い
た

絵
の
具
で
素
早
く
描
い
て
い
く
、
乾
く
過
程
で
空
気
中
の

炭
酸
ガ
ス
と
共
に
絵
の
具
を
吸
い
込
み
化
学
反
応
で
元
の

岩
石
に
固
化
す
る
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
や
っ
て
い
た
方
法
で

す
、
こ
れ
を
簡
易
化
し
た
の
が
今
の
フ
レ
ス
コ
画
で
あ
る
。 

私
は
本
格
的
に
フ
レ
ス
コ
画
を
学
ぶ
た
め
イ
タ
リ
ア
へ
留

学
し
た
が
、
こ
の
時
強
い
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。 

東
洋
と
西
洋
の
違
い
と
い
う
か
、
考
え
方
が
ま
る
で
違
う
。 

 

を
編
み
出
し
て
絵
に
す
る
。 

日
本
を
変
え
る
に
は
芸
術
文
化
か
ら
だ
と
思
う
。
現

代
は
形
か
ら
入
っ
て
其
れ
を
能
率
と
い
う
も
の
に
置
き
換

え
、
代
価
を
得
て
い
る
、
其
れ
だ
け
で
は
、
も
っ
と
新
し
い

飛
び
越
え
た
創
造
は
生
ま
れ
な
い
。
現
状
に
引
き
ず
ら

れ
、
周
り
の
人
の
調
和
の
中
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
。

自
分
の
翼
を
以
て
羽
ば
た
か
せ
新
し
い
想
像
力
を
働
か
せ

全
く
新
し
い
も
の
を
生
み
だ
し
た
い
。
十
六
世
紀
に
ダ
ビ

ン
チ
は
人
が
空
を
飛
ぶ
こ
と
を
考
え
た
、
其
れ
が
現
在
飛

行
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。 

 

絵
を
描
く
に
は
、
と
に
か
く
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
し
研
ぎ

澄
ま
せ
て
い
く
こ
と
、
旨
く
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
心
の
た

た
ず
ま
い
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
、
そ
う
し
な
い
と
、
経
過

す
る
に
し
た
が
い
次
第
に
色
あ
せ
て
行
く
、
絵
は
心
を
映

し
出
す
鏡
で
あ
る
。
上
手
下
手
で
は
な
く
心
を
ど
れ
だ
け

強
く
持
っ
て
鏡
の
よ
う
に
映
し
出
せ
る
か
で
あ
る
。
見
目

麗
し
い
だ
け
で
内
容
の
な
い
も
の
は
時
代
が
経
過
し
て
い

く
と
も
た
な
く
な
る
。
心
を
鍛
え
新
し
い
進
取
の
気
持
ち

を
持
つ
こ
と
、
目
新
し
い
も
の
だ
け
で
な
く
古
い
も
の
か

ら
、
人
間
と
は
何
か
、
問
い
か
け
て
み
る
。
そ
し
て
今
の
瞬

間
を
表
現
し
て
い
く
、
世
間
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
心

の
自
由
を
持
つ
こ
と
が
重
要
。
時
に
は
ひ
き
こ
も
る
こ
と

も
必
要
、
絵
描
き
に
と
っ
て
は
、
引
き
こ
ま
な
け
れ
ば
絵

が
描
け
な
い
時
が
あ
る
。 

ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
、
ピ
ン
チ
の
時
は
そ
の
反
対
を
思
い

チ
ャ
ン
ス
の
時
は
浮
か
れ
ず
、
ピ
ン
チ
の
時
は
悲
し
が
ら

ず
、
相
互
互
換
を
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
双
眼
で
大
き
く
何

時
も
見
る
こ
と
。
大
き
い
絵
を
描
い
て
い
る
と
部
分
的
に

い
い
と
こ
ろ
と
悪
い
と
こ
ろ
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ

を
ど
う
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
時

は
目
を
細
め
て
見
え
に
く
く
す
る
。
す
る
と
ぼ
や
っ
と
す

る
が
、
全
体
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
目
を
大
き
く
開
け

て
い
る
だ
け
だ
と
部
分
的
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
い
そ
の
部
分

は
良
い
が
全
体
を
み
る
と
し
っ
く
り
し
な
い
、
大
き
く
見

た
中
で
小
さ
い
部
分
を
修
復
し
て
い
く
。 

ど
ん
な
不
幸
が
あ
っ
て
も
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
の
部

分
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
広
い
視
野
で
見
つ
め
る
こ
と
、
全
体

を
見
て
一
部
を
見
る
と
そ
れ
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と

わ
か
る
。
日
本
は
今
長
い
不
況
と
震
災
で
大
変
な
時
期
に

在
る
が
、
今
ま
で
に
も
多
く
の
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
復

活
し
て
き
た
。
災
害
に
遭
っ
た
方
の
ご
苦
労
を
無
に
せ

ず
、
新
し
い
創
造
力
を
加
え
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
以
て
力
を

尽
く
せ
ば
、
い
か
な
る
艱
難
辛
苦
を
も
乗
り
越
え
て
い
け

る
と
思
う
。  

 
 

 
 

 

（Ｔ
Ｖ
番
組
か
ら
引
用 

お
だ
か
記
） 

 

画
家
・高
島
野
十
郎
に
つ
い
て 

小
宮
山 

脩 
  

高
島
野
十
郎
こ
と
高
島
弥
寿
（
や
じ
ゅ
）は
明
治
二
十

三
年
に
福
岡
県
久
留
米
市
に
生
ま
れ
た
。
四
男
だ
が
野

十
郎
の
叔
父
に
当
る
大
倉
正
愛
（一
八
六
八
～
一
九
〇

三
年
）
は
福
岡
県
出
身
の
最
初
の
東
京
美
術
学
校
西
洋

画
科
の
卒
業
生
（
明
治
三
十
三
年
）
の
一
人
で
あ
る
。
明

治
美
術
会
に
出
品
し
太
平
洋
画
会
の
結
成
に
も
参
加

し
た
れ
っ
き
と
し
た
洋
画
家
だ
っ
た
。
だ
が
早
世
し
た
た

め
野
十
郎
と
の
直
接
の
接
触
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

長
兄
の
宇
郎
は
野
十
郎
よ
り
十
二
歳
年
長
で
、
泉
郷
と

も
号
し
た
詩
人
で
あ
る
。 

 

上
京
し
て
浪
漫
主
義
の
詩
人
た
ち
と
交
友
し
た
り
同

郷
で
あ
っ
た
美
術
学
校
在
学
中
の
青
木
繁
と
知
り
合

う
。
野
十
郎
は
若
き
頃
に
度
々
宇
郎
に
作
品
の
批
評
を

求
め
て
い
た
と
い
う
。
大
学
を
卒
業
（東
京
帝
国
大
学
農

学
部
水
産
学
科
）し
画
家
への
道
を
歩
む
も
の
の
美
術
学

校
や
画
塾
に
通
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
く
独
学
で
学
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

三
十
九
歳
の
野
十
郎
は
欧
州
に
向
け
て
旅
立
つ
。
現

地
で
は
日
本
人
画
家
た
ち
も
滞
在
し
て
い
た
が
、
と
く

に
彼
ら
と
交
流
す
る
こ
と
も
な
く
一
人
制
作
に
勤
し
む

日
々
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
帰
国
す
る
と
久
留
米
の
実

家
に
戻
っ
て
庭
の
隅
に
ア
ト
リ
エ
を
建
て
、
晩
年
ま
で
親

交
を
続
け
た
唯
一
の
画
家
大
内
田
茂
士
（一
九
一
三
～

一
九
九
四
年
）は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「絵
具
を
伸

ば
し
キ
ャ
ン
バ
ス
を
二
つ
に
し
て
切
り
取
っ
た
一
方
を
壁

に
何
枚
も
張
っ
て
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
何
だ
ろ
う
と

思
っ
て
ア
ト
リ
エ
に
入
っ
て
み
る
と
絵
の
具
が
塗
ら
れ
た

も
う
一
方
の
切
断
さ
れ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
と
尋
ね
て
み
ま
し

た
。
す
る
と
『一
方
は
室
内
に
、
も
う
一
方
は
屋
外
で
天

日
に
晒
し
て
、
絵
具
の
変
化
の
具
合
を
調
べ
て
い
る
の
だ
』

と
い
う
ん
で
す
。
・
・
・
・
と
に
か
く
絵
具
を
天
日
に
当
て

た
り
し
て
変
化
の
度
合
い
を
調
べ
る
と
い
っ
た
研
究
を
ず

っ
と
後
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
」 

昭
和
二
十
五
年
六
十
歳
の
時
示
現
会
大
内
田
茂
士

（示
現
会
の
創
立
委
員
）の
薦
め
に
よ
り
第
三
回
示
現
会

展
に
招
待
出
品
し
て
い
る
。
昭
和
三
十
五
年
に
野
十
郎

は
千
葉
県
柏
市
増
尾
に
移
っ
て
来
ま
し
た
。
以
前
に
写

生
旅
行
で
こ
の
付
近
を
訪
れ
目
星
を
つ
け
て
い
た
よ
う
で

す
。
今
で
こ
そ
柏
は
賑
や
か
な
街
で
す
が
当
時
は
ま
だ 


