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処
す
る
か
。
意
志
の
力
で
、
善
の
根
を
養

生
し
な
が
ら
、
片
や
悪
の
根
は
根
の
ま
ま

に
潜
在
状
態
に
押
し
込
め
て
顕
在
化
さ
せ

な
け
れ
ば
よ
い
と
。
こ
の
工
夫
を
誠
意
説

と
い
い
ま
す
。
意
を
誠
に
す
る
と
。
こ
の

誠
意
説
は
藤
樹
さ
ん
の
独
創
で
す
。
朱
子

学
も
陽
明
学
も
、
本
体
は
善
な
の
で
す

が
、
現
場
で
作
用
す
る
と
、
身
体
的
要
因

に
引
き
吊
ら
れ
、
社
会
の
刺
戟
や
誘
惑
に

打
ち
負
か
さ
れ
て
、
悪
を
結
果
さ
せ
て
し

ま
う
と
。
で
す
か
ら
も
っ
ぱ
ら
作
用
（
は

た
ら
き
）
の
現
場
で
悪
に
対
処
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
は
朱
子
が
最
も
苦

労
し
た
課
題
で
し
た
。
藤
樹
さ
ん
は
、
既

に
悪
が
結
果
し
た
後
に
対
処
し
て
も
手
遅

れ
で
は
な
い
の
か
、
と
疑
問
を
持
ち
ま
し

た
。「
良
く
生
き
る
」
こ
と
を
主
題
に
し

て
生
き
た
藤
樹
さ
ん
ら
し
い
疑
問
で
す
。

人
間
に
付
き
ま
と
う
悪
の
し
つ
こ
さ
を
、

単
に
後
天
的
な
も
の
と
み
な
さ
ず
に
、
悪

の
根
は
誰
で
も
が
先
天
的
に
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
と
、
性
善
悪
混
然
説
を
主
張
し
、

そ
の
悪
の
根
を
潜
在
の
ま
ま
に
押
し
込
め

る
「
意
を
誠
に
す
る
」
誠
意
説
を
主
張
し

た
の
で
す
。
人
間
の
姿
を
見
つ
め
る
と
、

こ
れ
だ
け
人
が
悪
い
事
を
し
て
し
ま
う
の

は
、
そ
の
原
因
は
そ
の
人
自
身
に
あ
る
の

だ
と
い
う
の
で
す
。
明
晰
な
説
明
だ
と
思

い
ま
す
。

　

本
性
論
、
人
間
の
生
き
る
力
の
源
泉
は

何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
藤
樹
さ

ん
か
ら
少
し
離
れ
て
お
話
し
し
ま
す
。
私

行
が
あ
と
。
知
は
軽
く
行
は
重
い
と
、
知

と
行
を
先
後
軽
重
に
分
け
て
説
き
ま
す
。

王
陽
明
は
知
と
行
は
人
間
存
在
の
有
り
様

を
便
宜
的
に
分
け
て
説
明
す
る
け
れ
ど

も
、
実
体
と
し
て
は
「
分
け
ら
れ
な
い
」

と
い
う
意
味
で
「
合
一
」
と
述
べ
ま
し
た
。

朱
子
学
の
知
行
論
は
経
験
的
に
分
か
り
や

す
い
。
王
陽
明
の
知
行
合
一
論
は
説
明
が

拙
く
て
誤
解
さ
れ
や
す
い
。
藤
樹
さ
ん
は

こ
の
知
行
論
は
棚
上
げ
し
て
論
じ
て
い
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
意
味
と
か
価
値
こ
そ
を
問

題
に
し
て
、
知
行
論
の
深
み
に
は
ま
る
こ

と
を
忌
避
し
た
の
で
す
。

　

第
三
に
は
、
性
善
説
の
問
題
で
す
。
朱

子
学
も
陽
明
学
も
性
善
説
に
立
脚
し
て
論

述
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
晩
年
の
藤
樹
さ

ん
は
性
善
説
で
は
な
く
し
て
、
性
善
悪
混

然
説
を
取
り
ま
す
。
朱
子
が『
孟
子
集
注
』

告
子
篇
で
告
子
の
主
張
を
漢
代
の
楊
雄
の

混
然
説
で
あ
る
と
弾
劾
し
た
指
摘
に
藤
樹

さ
ん
は
啓
発
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
性
善

説
で
す
と
人
間
悪
は
後
天
的
な
仕
業
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
世
間
を

見
る
と
悪
が
後
天
的
仕
業
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
納
得
で
き
な
い
。
人
間
に
は
悪
行

を
し
で
か
す
根
本
的
原
因
が
生
ま
れ
な
が

ら
の
本
性
に
先
天
的
に
、
善
性
と
共
に
同

居
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
楊
雄
の

混
然
説
を
藤
樹
さ
ん
は
採
択
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
人
間
の
様
態
の
複
雑
さ
を
考

え
た
と
き
、
こ
の
混
然
説
は
了
解
し
や
す

い
。
そ
れ
で
は
潜
在
す
る
悪
を
い
か
に
対

　

藤
樹
さ
ん
は
朱
子
学
に
生
き
る
力
の
源

泉
を
求
め
ま
し
た
が
、
学
ぶ
中
で
疑
問
を

覚
え
、
陽
明
学
に
触
発
さ
れ
、
晩
年
は
独

自
の
藤
樹
学
を
発
明
し
た
と
い
う
の
が
通

説
で
す
。
此
の
事
自
体
に
異
論
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
こ
と
を
三
つ
述
べ

ま
す
。
一
つ
は
村む
ら

井い

弦げ
ん
さ
い斎
さ
ん
が
『
近
江

聖
人
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

お
母
さ
ん
が
冬
の
寒
い
時
に
水
仕
事
を
し

て
ア
カ
ギ
レ
に
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
、

帰
省
す
る
と
き
に
ア
カ
ギ
レ
膏
薬
を
お
土

産
に
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
逸
話
で
す
。
此

の
事
は
藤
樹
さ
ん
の
伝
記
資
料
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
村
井
弦
斎
さ
ん
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
逸
話
は
藤
樹
さ

ん
が
親
孝
行
で
あ
る
こ
と
を
強
く
訴
え
る

上
で
は
抜
群
の
宣
伝
効
果
を
発
揮
し
ま
し

た
。
今
は
、
村
井
弦
斎
さ
ん
が
こ
の
逸
話

を
持
ち
込
ん
だ
歴
史
的
意
味
を
考
え
る
事

が
肝
心
で
す
。
暖
房
が
な
く
水
道
が
普
及

し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
こ
の
「
ア

カ
ギ
レ
膏
薬
」
の
逸
話
は
広
く
共
感
を
呼

び
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
中
江
藤
樹
の
思
想
を
王

陽
明
の
言
説
で
理
解
し
な
い
こ
と
で
す
。

藤
樹
さ
ん
は
王
陽
明
の
恩
恵
を
受
け
ま
し

た
が
鵜
呑
み
に
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
子

細
に
み
ま
す
と
、
王
陽
明
と
は
異
な
る
主

張
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
つ
が

知
行
合
一
説
で
す
。朱
子
学
で
は
知
が
先
、

　

さ
て
中
江
藤
樹
さ
ん
の
生
き
た
日
本
に

は
、
神
道
・
仏
教
・
儒
教
の
三
教
が
あ
り

ま
し
た
。
藤
樹
さ
ん
は
儒
教
徒
の
立
場
を

と
り
ま
す
。
儒
教
の
特
色
は
修し
ゅ
う
こ己
・
治ち
じ
ん人

の
二
焦
点
論
に
あ
り
ま
す
。
修
己
と
は
性

善
説
を
基
礎
に
し
て
人
格
を
陶と
う
や冶
し
て
、

悪
の
世
界
か
ら
開
放
さ
れ
る
事
。
救
わ
れ

る
こ
と
。
治
人
と
は
社
会
の
一
員
と
し
て

政
治
的
役
割
を
果
た
す
事
。
藤
樹
さ
ん
は

武
士
を
や
め
た
の
で
、
治
人
（
人
を
治
め

る
）
に
は
積
極
的
関
心
を
示
し
て
い
ま
せ

ん
。
専
ら
修
己
が
主
題
で
す
。

中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
か
ら

吉
田
公
平
先
生
の
講
演
内
容
（
後
編
）

『
今
、
藤
樹
先
生
の
教
え
を

ど
う
活
か
す
か
』


