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説解

　
井
上
円
了
（
以
下
円
了
と
呼
ぶ
）
が
生
涯
を
通
じ
て
持
ち
つ
づ
け
た
世
界
観
の
中
心
に
は
“
真
理
”
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
血
気
盛
ん
な
る
青
年
時
代
に
お
い
て
円
了
が
激
し
く
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
し
、
こ
れ
に
反
し
て
仏
教
を
擁
護
せ
ん
と
し
た

の
は
、
つ
ね
に
円
了
が

　
　
「
予
が
ヤ
ソ
教
を
排
す
る
も
、
ヤ
ソ
そ
の
人
を
に
く
む
に
あ
ら
ず
。
予
仏
教
を
助
く
る
も
、
釈
迦
そ
の
人
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
。

　
　
た
だ
予
が
愛
す
る
と
こ
ろ
も
の
は
真
理
に
し
て
、
予
が
排
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
非
真
理
な
り
」
（
『
真
理
金
針
　
続
々
編
』
、
『
仏

　
　
教
活
論
序
論
』
、
『
仏
教
活
論
本
論
　
第
一
編
破
邪
活
論
』
ー
以
下
「
破
邪
活
論
』
と
い
う
）

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
真
理
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
基
準
が
置
か
れ
て
い
た
。

　
そ
し
て
そ
の
”
真
理
”
と
は

　
　
「
論
理
に
合
格
せ
る
も
の
は
こ
れ
を
真
と
し
、
合
格
せ
ざ
る
も
の
は
こ
れ
を
偽
と
す
。
真
偽
の
判
定
は
、
す
べ
て
論
理
の
原
則

　
　
を
待
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
（
『
真
理
金
針
　
初
編
三

と
い
う
よ
う
に
、
”
自
然
科
学
（
円
了
は
こ
れ
を
理
学
と
呼
ぶ
）
や
哲
学
な
ど
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
が
基
づ
く
客
観
的
な
原
理
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や
法
則
に
反
し
な
い
こ
と
”
と
定
義
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。



　
と
こ
ろ
が
円
了
が
価
値
の
基
準
と
し
た
”
真
理
”
は
決
し
て
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
名
も
『
真
理
金
針
』
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と
名
付
け
ら
れ
た
円
了
の
も
っ
と
も
初
期
に
著
さ
れ
た
代
表
的
な
著
作
の
う
ち
の
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
排
斥
を
主
題
と
す
る
も
の
　
5

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
理
論
に
よ
る
よ
り
も
実
際
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
働
き
を
有
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
円
了
の
価
値
と
し
た
”
真
理
”
は
、
更
に
”
実
世
界
に
お
い
て
応
用
さ
れ
、
人
々
を
幸
福
に
し
、

社
会
を
稗
益
す
る
も
の
”
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
は
円
了
が
自
然
科
学
や
哲
学
の
客
観
的
原
理
や
法
則
を
”
真
理
”
と
し
て
尊
重
す
る
と
同
時
に
、

　
　
「
わ
が
第
一
敵
は
非
宗
教
に
し
て
、
す
べ
て
の
宗
教
と
そ
の
主
義
を
異
に
す
る
理
学
哲
学
の
類
い
こ
れ
な
り
」
（
『
真
理
金
針
　
初

　
　
編
』
）

と
し
、

　
　
「
こ
れ
に
対
す
れ
ば
、
ヤ
ソ
教
も
仏
教
も
共
に
同
朋
同
類
と
な
る
」
（
同
）

と
ま
で
い
う
こ
と
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
「
純
正
哲
学
に
お
い
て
考
定
し
た
る
真
理
に
基
づ
き
て
、
そ
の
応
用
の
規
則
を
指
示
し
た
る
学
は
宗
教
学
な
り
。
こ
の
宗
教
学

　
　
を
実
地
に
施
行
す
る
術
は
宗
教
な
り
」
（
『
仏
教
活
論
本
論
　
第
二
編
顕
正
活
論
』
、
以
下
『
顕
正
活
論
』
と
い
う
）

　
き
　
　
ラ
　
へ

と
し
し

　
　
「
こ
の
応
用
は
西
洋
今
日
の
学
者
が
組
織
せ
ん
こ
と
を
求
め
て
い
ま
だ
あ
た
わ
ざ
る
も
の
に
し
て
、
東
洋
に
あ
り
て
は
三
千
年

　
　
古
早
く
す
で
に
そ
の
応
用
あ
り
し
を
み
る
。
こ
れ
余
が
仏
教
を
智
力
的
宗
教
と
す
る
の
み
な
ら
ず
古
今
不
二
、
万
国
無
比
の
宗

　
　
教
と
す
る
ゆ
え
ん
な
り
」
（
同
）



　
　
と
す
る
よ
う
に
、
自
然
科
学
や
哲
学
の
上
に
宗
教
を
置
く
の
を
み
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
円
了
は
、
自
然
科
学
や
哲
学
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
客
観
的
な
法
則
と
同
時
に
、
そ
れ
が
現
実
の
面
に
働
き
出
す
と

　
　
い
う
面
を
も
含
め
て
”
真
理
”
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
円
了
は
前
者
の
側
面
を
〈
愛
理
〉
と
表
現
し
、
後
者
の
側

　
　
面
を
〈
護
国
〉
と
表
現
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
〈
愛
理
〉
と
〈
護
国
〉
は
”
真
理
”
の
も
つ
二
つ
の
側
面
で
あ
っ
て
、
決
し
て
別
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
ば
し
ば

　
　
　
　
「
余
が
真
理
の
た
め
に
喋
々
す
る
も
の
み
な
護
国
の
精
神
の
あ
ふ
れ
て
外
に
流
る
る
も
の
の
み
」
（
『
顕
正
活
論
』
）

　
　
と
か
、

　
　
　
　
「
仏
教
は
そ
の
説
く
と
こ
ろ
真
理
に
合
す
る
の
み
な
ら
ず
、
世
の
開
明
を
進
め
国
家
の
独
立
を
助
く
る
の
実
益
あ
り
」
（
『
仏
教

　
　
　
　
活
論
序
論
』
）

　
　
　
ラ
　
　
ラ
　
へ

　
　
と
し
し

　
　
　
　
「
人
だ
れ
か
生
ま
れ
て
国
家
を
思
わ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
人
だ
れ
か
学
ん
で
真
理
を
愛
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
」
（
同
）

　
　
と
い
う
情
熱
の
ほ
と
ば
し
り
を
聞
く
と
、
∧
愛
理
〉
と
∧
護
国
V
と
が
、
円
了
の
中
で
は
も
と
も
と
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

　
　
納
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
以
上
は
円
了
の
著
作
活
動
と
し
て
は
初
期
に
あ
た
る
『
真
理
金
針
』
や
『
仏
教
活
論
』
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

　
　
円
了
の
生
涯
に
変
わ
ら
ぬ
一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
死
去
の
二
年
前
、
す
な
わ
ち
大
正
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
奮
闘
哲
学
』

説　
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て
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解
　
「
余
は
先
年
『
仏
教
活
論
』
を
起
草
せ
し
当
時
・
五
。
人
の
目
的
は
護
国
愛
理
に
外
な
ら
ず
と
公
＝
一
・
し
た
・
そ
の
わ
け
は
学
者
と
，



　
　
し
て
は
真
理
を
愛
し
、
国
民
と
し
て
は
国
家
を
護
す
べ
き
も
の
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。
今
日
に
あ
り
て
も
同
主
義
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

　
　
今
述
べ
た
る
と
こ
ろ
に
あ
て
は
む
れ
ば
、
哲
学
の
向
上
門
の
目
的
は
愛
理
に
し
て
、
向
下
門
の
目
的
は
護
国
と
い
う
こ
と
に
な
　
5

　
　
る
。
も
し
こ
れ
を
今
日
の
時
弊
と
国
家
の
気
運
と
に
照
ら
し
て
軽
重
を
定
む
る
に
、
向
下
に
重
き
を
置
く
と
同
時
に
、
護
国
に

　
　
重
き
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
余
は
世
間
に
対
し
て
護
国
愛
理
は
余
の
生
涯
を
一
貫
せ
る
こ
と
を
記
憶
あ
り
た
い
と
思
う
」

と
し
て
稿
を
閉
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
文
章
に
も
み
ら
れ
る
と
お
り
、
円
了
の
置
か
れ
た
時
弊
と
国
家
の
気
運
が
、
〈
護
国
〉
と
い
う
い
か
に
も
大
仰
で
大

時
代
的
な
表
現
に
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
今
日
風
に
、
し
か
も
よ
り
平
凡
に
表
現
す
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
さ
き
に
定
義

し
た
よ
う
に
”
人
々
を
幸
福
に
し
、
社
会
を
稗
益
す
る
”
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

　
以
上
の
よ
う
に
、
円
了
の
も
つ
世
界
観
の
中
心
に
あ
る
”
真
理
”
は
、
簡
単
に
い
え
ば
”
道
理
に
か
な
い
”
”
実
用
の
働
き
を
有
す

る
”
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
円
了
の
生
活
態
度
は
書
斎
に
と
じ
こ
も
っ
て
、
哲
学
に
沈
潜
す
る
と
い
う
類
い
の
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

　
ま
ず
第
一
に
「
も
の
の
道
理
」
は
哲
学
の
中
に
だ
け
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
現
象
の
中
に
も
、
社
会
の
い
と
な
み
の
中
に
も
、

日
常
生
活
の
細
々
と
し
た
中
に
も
道
理
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
道
理
と
い
う
こ
と
を
哲
学
と
言
い
直
す
な
ら
、
す
べ
て

の
現
象
の
底
に
哲
学
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
「
諸
学
の
基
礎
は
哲
学
に
あ
り
」
と
も
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
道
理
を
発
見
し
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
な
ら
し
め
る
の
は
〈
愛
理
〉
を
第
一
義
と
す
る
者
の
務



説解

め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

　
　
「
回
顧
す
れ
ば
先
年
相
撲
流
行
の
際
に
相
撲
玄
談
を
著
し
、
日
清
戦
争
の
際
に
戦
争
哲
学
を
著
し
し
を
も
っ
て
、
当
時
の
評
に

　
　
あ
ま
り
投
機
に
過
ぐ
る
が
ご
と
く
言
い
し
者
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
余
の
意
は
社
会
百
般
の
こ
と
み
な
裏
面
に
哲
理
を
具
す
る
を

　
　
も
っ
て
、
時
に
臨
み
て
そ
の
哲
理
を
外
面
に
開
示
す
る
は
学
者
の
責
任
に
し
て
、
か
つ
余
の
一
家
の
憲
法
中
第
一
条
の
哲
学
普

　
　
及
の
目
的
に
合
す
る
こ
と
を
知
り
（
筆
者
注
。
円
了
は
生
涯
の
大
方
針
と
し
て
、
一
、
哲
学
の
理
論
を
世
間
に
応
用
し
て
そ
の

　
　
普
及
に
意
を
用
す
る
こ
と
、
二
、
東
洋
の
諸
学
を
わ
が
国
に
再
興
し
て
そ
の
発
達
に
力
を
つ
く
す
こ
と
、
と
い
う
二
条
を
掲
げ

　
　
て
い
る
。
そ
の
第
一
条
を
さ
す
）
、
か
く
の
ご
と
き
世
間
に
い
ま
だ
そ
の
名
を
聞
か
ざ
り
し
著
作
あ
る
に
至
れ
り
。
た
だ
に
こ
れ

　
　
の
み
な
ら
ず
今
後
事
情
の
許
す
限
り
商
業
哲
学
、
工
業
哲
学
、
農
業
哲
学
、
医
術
哲
学
等
の
著
述
を
試
む
る
意
な
り
。
し
か
る

　
　
と
き
は
世
間
必
ず
余
を
目
し
て
付
会
学
者
、
脇
着
学
者
な
り
と
言
わ
ん
も
、
余
自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
て
そ
の
所
信
を
世
に

　
　
表
白
す
る
者
な
れ
ば
世
評
の
い
か
ん
は
あ
え
て
問
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
二
漢
字
存
廃
問
題
に
就
て
」
『
甫
水
論
集
』
）

と
い
う
発
言
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
道
理
を
「
実
用
に
働
か
し
め
る
」
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
つ
づ
い
て

　
　
「
世
間
百
般
の
こ
と
に
哲
学
を
応
用
し
て
社
会
の
実
益
を
示
さ
ん
こ
と
を
期
せ
り
。
な
お
理
学
が
高
尚
な
る
理
論
を
器
械
工
芸

　
　
に
適
用
し
て
大
い
に
世
間
を
稗
益
せ
る
が
ご
と
く
な
さ
ん
と
欲
せ
り
」
（
同
）

と
い
う
発
言
に
も
つ
な
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
実
際
円
了
は
、
そ
の
著
述
活
動
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
実
に
多
方
面
な
分
野
に
お
い
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
書
物
を
出
版
し

て
い
る
。
専
門
と
す
る
哲
学
・
倫
理
学
・
宗
教
学
・
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
は
い
う
に
及
ぼ
ず
、
心
理
学
・
教
育
学
・
民
俗
学
・
妖

怪
学
・
政
治
学
・
国
語
学
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
学
術
書
を
刊
行
す
る
傍
ら
、
紀
行
文
や
随
筆
・
漢
詩
を
も
の
に
し
、
『
哲
学
飛
将
棋
』

541



（
明
治
二
一
二
年
）
、
『
星
界
想
遊
記
』
（
明
治
二
三
年
）
や
ら
『
珠
算
改
良
案
』
（
明
治
三
五
年
）
、
『
改
良
新
案
の
夢
』
（
明
治
三
七
年
）
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2

と
い
っ
た
、
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
本
ま
で
残
し
て
い
る
。
試
み
に
円
了
の
考
え
た
「
改
良
新
案
」
な
る
も
の
は
、
改
良
筆
立
・
黒
　
5

板
の
改
良
・
即
座
に
蟻
燭
立
を
作
る
法
・
ね
ず
み
を
捕
る
法
・
少
食
に
て
腹
を
満
た
す
法
な
ど
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
用
は
こ
こ
ま
で

徹
底
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
著
述
活
動
の
み
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
哲
学
館
開
設
に
つ
い
て
も
こ
う
し
た
世
界
観
が
直
接
に
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
、

円
了
自
身
が
〈
愛
理
〉
と
く
護
国
V
の
二
大
義
務
を
完
成
す
る
と
い
う
そ
の
目
的
を
「
実
際
上
に
応
用
せ
ん
と
す
る
に
は
、
ま
ず
学

校
を
設
立
す
る
の
必
要
を
感
じ
た
る
を
も
っ
て
、
さ
き
に
哲
学
館
を
設
立
し
た
」
（
『
教
育
宗
教
関
係
論
』
）
と
語
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
真
理
を
最
高
の
価
値
と
す
る
世
界
観
が
、
円
了
に
確
立
し
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

円
了
は
『
仏
教
活
論
序
論
』
に

　
　
コ
昨
明
治
一
八
年
は
広
く
内
外
東
西
の
諸
書
を
捜
索
し
、
毎
夜
深
更
に
達
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
寝
褥
に
就
か
ず
。
褥
に
就

　
　
く
後
と
い
え
ど
も
、
種
々
の
想
像
心
内
に
浮
か
び
、
終
夕
夢
裏
に
彷
復
し
て
堅
眠
を
結
ぶ
あ
た
わ
ず
。
故
を
も
っ
て
、
日
夜
ほ

　
　
と
ん
ど
全
く
精
神
を
安
ん
ず
る
こ
と
な
し
。
か
く
の
ご
と
き
も
の
お
よ
そ
数
カ
月
に
及
び
、
心
身
共
に
疲
労
を
感
ず
る
に
至
る

　
　
も
、
あ
え
て
こ
れ
を
意
に
介
せ
ず
。
刻
苦
勉
励
常
の
ご
と
く
な
り
し
が
、
つ
い
に
昨
春
よ
り
難
治
症
に
か
か
り
、
病
床
に
あ
り

　
　
て
医
療
を
加
う
る
こ
と
こ
こ
に
す
で
に
一
年
を
こ
ゆ
る
に
至
る
」

と
い
い
、
そ
う
し
て
「
空
し
く
病
床
に
臥
し
て
戸
外
を
う
か
が
わ
ざ
る
こ
と
半
年
の
久
し
き
に
」
及
ん
だ
が
、
し
か
し

　
　
「
護
法
愛
国
の
一
心
に
至
り
て
は
、
た
だ
ま
す
ま
す
さ
か
ん
な
る
を
覚
う
る
の
み
。
こ
れ
余
が
病
苦
を
忘
れ
て
半
年
の
日
子
を

　
　
経
過
せ
し
ゆ
え
ん
な
り
。
」



説解

と
書
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
の
ち
に

　
　
「
す
で
に
哲
学
界
内
に
真
理
の
明
月
を
発
見
し
て
更
に
顧
み
て
他
の
旧
来
の
諸
教
を
み
る
に
、
ヤ
ソ
教
の
真
理
に
あ
ら
ざ
る
こ

　
　
と
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
し
て
、
儒
教
の
真
理
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
ま
た
た
や
す
く
証
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
ひ
と
り
仏
教
に
至
り

　
　
て
は
そ
の
説
大
い
に
哲
理
に
合
す
る
を
み
る
。
余
こ
れ
に
お
い
て
再
び
仏
典
を
閲
し
ま
す
ま
す
そ
の
説
の
真
な
る
を
知
り
、
手

　
　
を
拍
し
て
喝
采
し
て
曰
く
、
な
ん
ぞ
知
ら
ん
、
欧
州
数
千
年
来
実
究
し
て
得
た
る
と
こ
ろ
の
真
理
、
早
く
す
で
に
東
洋
三
千
年

　
　
前
の
太
古
に
あ
り
て
備
わ
る
を
。
し
か
し
て
余
が
幼
時
そ
の
門
に
あ
り
て
真
理
の
そ
の
教
中
に
存
す
る
を
知
ら
ざ
り
し
は
、
当

　
　
時
余
が
学
識
に
乏
し
く
し
て
こ
れ
を
発
見
す
る
の
力
な
き
に
よ
る
。
こ
れ
に
お
い
て
余
始
め
て
新
た
に
一
宗
教
を
起
こ
す
の
宿

　
　
志
を
断
ち
て
、
仏
教
を
改
良
し
て
こ
れ
を
開
明
世
界
の
宗
教
と
な
さ
ん
こ
と
を
決
定
す
る
に
至
る
。
こ
れ
実
に
明
治
一
八
年
の

　
　
こ
と
な
り
。
こ
れ
を
余
が
仏
教
改
良
の
紀
年
と
す
」

と
い
っ
た
一
種
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
覚
醒
が
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
教
育
宗
教
関

係
論
』
に
も
、

　
　
「
大
学
在
学
中
そ
の
考
え
一
変
し
て
、
人
生
の
目
的
に
護
国
愛
理
の
二
大
義
務
を
尽
く
す
に
あ
る
を
覚
り
、
そ
の
後
仏
教
活
論

　
　
序
論
を
著
述
せ
る
は
全
く
こ
の
意
に
基
づ
け
り
」

と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
七
月
に
大
学
を
卒
業
し
た
明
治
一
八
年
が
そ
の
年
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
さ
き
の
『
教
育
宗
教
関
係
論
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
〈
愛
理
〉
と
〈
護
国
〉
と
い
う
円
了
に

新
た
に
確
立
さ
れ
、
そ
し
て
一
生
涯
を
貫
く
も
の
と
な
っ
た
世
界
観
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
燃
え
る
よ
う
な
情
熱
を
も
っ
て
た
た
き
つ
け

ら
れ
た
の
が
『
仏
教
活
論
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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『
仏
教
活
論
』
は
そ
の
『
序
論
』
が
明
治
二
〇
年
二
月
に
、
つ
づ
く
『
本
論
　
第
一
編
破
邪
活
論
』
が
明
治
二
〇
年
＝
月
、
そ

し
て
『
本
論
　
第
二
編
顕
正
活
論
』
が
明
治
二
三
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
後
に
あ
た
る
「
護
法
活
論
」
は
、

か
な
り
長
い
間
を
お
い
て
『
活
仏
教
』
と
改
題
さ
れ
て
、
大
正
元
年
九
月
に
発
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
す
で
に
円
了
の
晩
年
と
称
し
て

よ
い
時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
仏
教
活
論
』
刊
行
の
経
過
を
み
る
と
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
円
了
の
主
著
で
あ
り
、
ま
た
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　
『
井
上
円
了
選
集
』
の
第
四
巻
た
る
本
書
は
、
こ
の
う
ち
の
「
序
論
」
を
除
く
、
『
仏
教
活
論
』
を
収
載
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本

選
集
の
核
心
を
な
す
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
以
上
に
引
用
し
た
円
了
の
著
作
の
い
く
つ
か
の
断
片
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
円
了
の
世
界
観
の
中
心
を
な
す
「
道
理
に
か
な
い
」

「
実
用
の
働
き
が
あ
る
」
と
い
う
真
理
の
二
つ
の
側
面
を
具
備
す
る
も
の
、
そ
れ
は
仏
教
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
、
真
理
の
こ
の
二
つ
の
側
面
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
『
仏
教
活
論
』
や
そ

の
他
の
円
了
の
著
作
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
納
得
し
て
い
た
だ
く
よ
り
方
法
は
な
い
が
、
し
か
し
な
か
な
か
難
解
で
あ
る
の
も
事
実

で
あ
る
。
こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
東
洋
大
学
で
も
円
了
研
究
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
組
ま
れ
、
研
究
が
推
進
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

必
ず
し
も
円
了
の
実
像
が
は
っ
き
り
と
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
う
ら
み
の
残
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
円
了
の
世
界
観
の
中

心
に
座
る
仏
教
が
、
真
理
の
二
側
面
を
兼
備
す
る
と
い
う
も
っ
と
も
大
切
な
と
こ
ろ
が
理
解
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
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は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
し
ば
ら
く
円
了
か
ら
離
れ
て
、
仏
教
に
お
け
る
”
真
理
”
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
円
了
が
そ
の
著
作
の
中
で
し
き
り
に
用
い
る
よ
う
に
、
仏
教
に
お
い
て
は
真
理
は
”
真
如
”
と
表
現
さ
れ
る
。
“
真
実
”
と
か
”
如

実
”
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
“
諦
”
と
い
う
語
も
同
じ
語
源
か
ら
つ
く
ら
れ
た
同
意
語
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
語
は
、
そ
の
原
語
で
あ
る
古
代
イ
ン
ド
語
た
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
な
に
に
当
た
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
9
夢
o
品
と
か
亘
ゴ
ロ
⇔
P
＜
巴
冨
ぴ
ゴ
ロ
冨
あ
る
い
は
む
り
①
蔓
①
と
い
う
語
で
あ
る
。

　
8
各
巴
抽
は
「
そ
れ
」
と
か
「
こ
れ
」
を
意
味
す
る
指
示
代
名
詞
9
匹
か
ら
で
き
た
語
で
あ
り
、
「
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
あ
る
こ
と
」

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
覚
者
た
る
仏
の
異
名
に
「
如
来
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
｛
讐
富
山
ぴ
q
昌
餌
の
訳
で
あ
り
、

「
真
如
よ
り
来
た
人
」
と
い
う
意
を
表
す
。

　
ま
た
ひ
プ
ロ
冨
は
「
あ
る
」
と
か
「
存
在
す
る
」
と
い
う
英
語
で
い
え
ば
ぴ
①
動
詞
に
相
当
す
る
動
詞
ぴ
冨
の
過
去
分
詞
で
あ
り
、
「
あ

る
こ
と
」
「
存
在
す
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
あ
る
も
の
」
「
存
在
す
る
も
の
」
の
意
で
あ
る
。
巻
庄
画
9
口
8
は
こ
の
9
卑
①
と
関
係
代

名
詞
ぺ
①
か
ら
作
ら
れ
た
竃
子
助
と
の
合
成
語
で
あ
っ
て
「
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
そ
れ
が
そ
れ

と
し
て
そ
の
よ
う
に
あ
る
も
の
」
を
意
味
す
る
。

　
ま
た
。
・
巴
養
は
も
う
一
つ
の
ひ
o
動
詞
で
あ
る
器
の
現
在
分
詞
で
あ
る
か
ら
、
「
あ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
」
「
存
在
し
つ
つ
あ
る
こ
と
」

あ
る
い
は
「
あ
り
つ
つ
あ
る
も
の
」
「
存
在
し
つ
つ
あ
る
も
の
」
を
原
義
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
仏
教
に
お
い
て
真
理
を
意
味
す
る
”
真
如
”
な
ど
の
語
は
、
「
そ
れ
」
と
か
「
こ
れ
」
と
い
う
意
の
代
名
詞
や
「
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馳

「
存
在
す
る
」
を
意
味
す
る
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た
基
本
的
な
動
詞
か
ら
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、



　
　
「
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
あ
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
6

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
あ
る
こ
と
」
と
は
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
　
5

に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
漢
訳
で
は
こ
れ
が
「
如
」
と
か
「
如
実
」
「
真
実
」
あ
る
い
は
「
真
如
」
と
訳
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
真
如
が
、
円
了
が
真
理
に
合
致
し
な
い
と
し
て
激
し
く
排
斥
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
と
ど

の
よ
う
に
異
な
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
真
理
観
が
も
っ
と
も
端
的
に
教
説
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
“
四

諦
”
を
み
て
み
る
の
が
便
利
で
あ
る
。

　
四
諦
と
い
う
の
は
、
苦
諦
・
集
諦
・
滅
諦
・
道
諦
で
あ
っ
て
、
諦
と
い
う
の
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
゜
・
①
蔓
①
の
漢
訳
語
で
あ
る
か

ら
「
四
つ
の
真
理
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
苦
諦
（
苦
し
み
と
い
う
真
理
）
は
ふ
つ
う
「
生
・
老
・
病
・
死
」
と

い
う
四
つ
の
苦
し
み
と
「
怨
憎
会
苦
」
「
愛
別
離
苦
」
「
求
不
得
苦
」
「
五
取
緬
苦
」
の
四
つ
を
合
わ
せ
た
八
つ
の
苦
し
み
で
説
明
さ
れ
、

こ
れ
が
俗
に
も
よ
く
使
わ
れ
る
「
四
苦
八
苦
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
生
き
と
し
生
け
る
者
は
生
ま
れ
れ
ば
老
い
、
病
気
し
、

そ
し
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
し
み
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
状
態
を
真
理
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
ま
た
集
諦
の
集
は
「
種
々
様
々
な
原
因
」
と
い
う
意
で
あ
っ
て
愛
欲
と
か
生
存
欲
な
ど
の
煩
悩
で
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
生
ま

れ
れ
ば
老
い
、
病
気
し
、
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
苦
し
み
で
あ
る
の
は
、
私
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
が
あ
る
か
ら

に
外
な
ら
な
い
と
い
う
姿
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
真
理
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
滅
諦
の
滅
は
さ
と
り
で
あ
っ
て
、
原
因
た
る
煩
悩
が
滅
す
れ
ば
必
然
的
に
苦
し
み
も
滅
す
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
覚
者
の

「
あ
る
が
ま
ま
」
の
姿
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
真
理
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
道
諦
は
文
字
ど
お
り
修
行
道
と
し
て
の
道
を
真
理
と
し
た
も
の
で
、
ふ
つ
う
八
つ
の
正
し
い
生
活
方
法
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
る
。



説解

こ
の
八
つ
の
正
し
い
道
は
ま
さ
し
く
さ
と
り
へ
と
導
く
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
姿
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
真
理
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
真
理
は
神
に
の
み
あ
っ
て
、
私
た
ち
人
間
に
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
原
罪
を
背
負
う
罪
人
で
あ

り
、
智
慧
す
ら
も
所
有
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
価
値
の
基
準
は
神
に
あ
っ
て
、
神
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
も
の
だ
け
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

正
し
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
こ
そ
が
真
理
で
あ
り
、
し
か
も
善
な
る
者
、
美
な
る
者
、
聖
な
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
特

性
を
人
間
は
有
し
な
い
。

　
す
な
わ
ち
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
絶
対
的
な
価
値
は
、
真
・
善
・
美
・
聖
な
る
神
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
真
理
な
る
も
の
は
必

然
的
に
善
で
あ
り
、
美
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
認
識
論
的
傾
向
を

有
す
る
哲
学
に
も
一
貫
す
る
価
値
観
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
へ

　
と
こ
ろ
が
仏
教
で
は
さ
と
り
や
修
行
道
と
共
に
苦
し
み
や
煩
悩
を
も
真
理
と
把
握
し
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
善
で
も
な
け
れ
ば
美

で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
聖
で
も
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
真
理
と
把
握
さ
れ
た
の
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
真
理
観
と
仏
教
の
そ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
異
な
る
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
諦
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
他
の
教
説
、
す
な
わ
ち
「
二
諦
」
説
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
二
諦
と
は

円
了
も
し
ば
し
ば
言
及
す
る
「
世
俗
諦
」
と
「
勝
義
諦
」
あ
る
い
は
「
俗
諦
」
と
「
真
諦
」
で
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
る

け
れ
ど
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
「
世
俗
諦
」
と
い
う
の
は
、
現
象
と
し
て
現
れ
て
い
る
世
俗
そ
の
ま
ま
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
意
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
語
は
ω
①
日
－

＜
昔
－
⑩
①
蔓
①
あ
る
い
は
、
δ
冨
－
ω
①
日
く
〔
亭
ω
①
蔓
①
で
あ
る
。
ω
③
日
く
「
江
と
は
「
覆
い
隠
す
」
と
い
う
意
で
あ
り
、
一
〇
冨
は
「
世
間
」
と

訳
さ
れ
る
が
、
意
を
と
っ
て
こ
れ
を
い
え
ば
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
世
間
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
現
象
は
、
そ
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の
背
後
に
あ
っ
て
「
そ
れ
」
を
「
そ
れ
」
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
法
則
と
か
原
理
と
い
っ
た
も
の
を
覆
い
隠
し
て
い
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
8

れ
も
そ
の
ま
ま
で
真
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
背
後
に
あ
る
「
そ
れ
」
を
「
そ
れ
」
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
　
5

る
法
則
と
か
原
理
も
も
ち
ろ
ん
真
理
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
を
勝
義
諦
と
か
真
諦
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
世
俗
諦
と
勝
義
諦
は
二
つ
で
あ
っ
て
、
ま
た
二
つ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
円
了
が
し
き
り
に
万
法

現
象
は
、
決
し
て
真
如
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
真
如
と
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
要
す
る
に
「
万
法
即
真
如
」
で
あ
り

「
真
如
即
万
法
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
が
真
理
に
背
反
す
る
も
の
と
み
る
、
真
理
を
覆
い
隠
し
て
い
る
現
象
そ
の
も
の
が
、
あ

る
い
は
普
遍
妥
当
性
た
る
聖
に
対
す
る
俗
が
、
仏
教
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
真
理
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
何
故
仏
教
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
認
識
論
の
真
理
に
反
す
る
も
の
と
み
る
苦
し
み
や
煩
悩
、
あ
る
い
は
現
象
そ
の
も
の
を

”
真
理
”
と
把
握
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仏
教
の
真
理
が
、
「
そ
れ
」
と
か
「
こ
れ
」
と
い
う
指
示
代
名
詞
や
、
「
あ
る
」
「
存

在
す
る
」
と
い
う
動
詞
か
ら
つ
く
ら
れ
た
、
「
あ
る
が
ま
ま
」
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
苦
し
み
は
苦
し
み
と
し
て
、
煩

悩
は
煩
悩
と
し
て
、
あ
る
い
は
私
は
私
と
し
て
、
万
法
は
万
法
と
し
て
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
し
か
あ
り
よ
う
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
は

そ
の
ま
ま
で
真
如
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
が
好
ん
で
用
い
る
「
諸
法
実
相
」
と
い
う
言
葉
も
、
ま
さ
し

く
こ
う
し
た
意
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
が
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
仏
教
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
真
理
を
、
単
に
”
真
理
”
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
は
誤
解
を

呼
び
起
こ
す
も
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
真
理
」
と
い
う
言
葉
は
仏
教
で
は
む
し
ろ
特
殊
な
言
葉
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど



用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
普
通
に
は
円
了
が
好
ん
で
用
い
る
「
真
如
」
と
い
う
言
葉
や
、
「
真
実
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
。
あ
る

い
は
現
代
語
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
い
う
な
ら
、
「
事
実
」
と
い
う
言
葉
が
こ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
仏
教
に
お
け
る

「
真
如
」
は
神
の
も
と
に
あ
っ
て
私
た
ち
の
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
現
象
の
底
に
ひ
そ
や
か
に
隠
さ
れ

て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
「
そ
れ
」
と
か
「
こ
れ
」
と
指
し
示
す
こ
と
の
で
き
る
、
私
た
ち
の
身
辺
に
あ
る
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
事
実

そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

四

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
仏
教
で
い
う
真
理
は
「
あ
る
が
ま
ま
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
仏
教
用
語
と
し
て
は
「
真
如
」
が
、
ま
た
現
代
語

　
　
と
し
て
は
「
事
実
」
と
い
う
語
の
ほ
う
が
、
そ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
こ
の
「
真
如
」
「
事
実
」
は
苦
し
み
も
煩
悩
も
、
世
俗
と
し
て
現
れ
た
現
象
の
す
べ
て
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

　
　
れ
に
は
本
来
な
ん
の
価
値
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
決
し
て
そ
れ
は
善
で
も
な
け
れ
ば
、
美
で
も
、
聖
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
い

　
　
っ
て
さ
と
り
も
修
行
道
と
し
て
の
正
し
い
生
活
方
法
も
「
真
如
」
で
あ
り
「
事
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
成
り
立
た
せ
る

　
　
法
則
や
原
理
も
ま
た
「
真
如
」
や
「
事
実
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
悪
な
る
も
の
や
、
醜
な
る
も
の
、
俗
な
る
も
の
の
み
が
「
真
如
」

　
　
で
あ
り
「
事
実
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
要
す
る
に
「
事
実
」
は
あ
く
ま
で
も
「
事
実
」
で
あ
っ
て
善
な
る
「
事
実
」

説
　
も
あ
れ
ば
悪
な
る
「
事
実
」
も
あ
り
、
美
な
る
「
事
実
」
や
聖
な
る
「
事
実
」
も
あ
れ
ば
、
醜
な
る
「
事
実
」
や
俗
な
る
「
事
実
」

　
　
も
あ
る
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
「
事
実
」
も
あ
る
の
で
あ
る
。

解　
　
　
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
世
の
常
識
に
反
し
て
、
仏
教
の
「
真
如
」
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま
り
有
難
味
の
な
い
、
値
打
ち
の
な
い
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も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
実
は
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
仏
教
に
お
い
て
は
「
真
如
」
や
「
事
実
」
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

の
で
あ
る
。
も
う
一
度
ふ
り
返
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
た
ち
は
生
ま
れ
れ
ば
老
い
、
病
気
を
し
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
。
そ
れ
が
　
5

「
苦
と
し
て
の
真
如
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
果
た
し
て
有
難
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
実
は
仏
教
に
お
い
て
ほ
ん
と
う
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
私
た
ち
主
体
の
側
の
態
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
真
如
」
を
「
真

如
」
と
し
て
知
見
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
尊
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
真
如
と
は
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
あ
る
が

ま
ま
」
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
如
実
知
見
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
「
如
実
知
見
」
こ
そ
が
仏
教

に
お
け
る
最
高
の
智
慧
す
な
わ
ち
般
若
で
あ
る
。

　
四
諦
の
教
え
で
も
、
二
諦
の
教
え
で
も
、
そ
れ
ら
は
「
生
老
病
死
は
苦
し
み
で
す
よ
」
「
現
象
と
し
て
現
れ
て
い
る
ま
ま
が
真
如
で

す
よ
」
と
示
す
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
生
老
病
死
は
苦
し
み
で
あ
る
こ
と
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
よ
」
「
現
象
と
し
て

現
れ
て
い
る
ま
ま
が
真
如
で
あ
る
と
あ
る
が
ま
ま
に
観
ぜ
よ
」
と
い
う
の
が
第
一
義
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
「
あ
る
が
ま
ま
」
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
知
見
す
る
こ
と
が
仏
教
の
智
慧
で
あ
り
、
さ
と
り
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
の

基
本
的
立
場
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
自
然
科
学
や
哲
学
的
な
立
場
と
全
く
共
通
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
な
り
法
則
な
り
が
、
自
然
科
学
や
哲
学
の
そ
れ
と
対
立
し
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
円
了
の
も
つ
“
真
理
”
の
「
自
然
科
学
や
哲
学
な
ど
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
が
基
づ
く
客
観
的
な
原
理
や
法

則
に
反
し
な
い
」
と
い
う
側
面
が
、
そ
の
ま
ま
仏
教
に
具
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
単
に
こ
れ
の
み
に
と
ど
ま
る
な
ら
仏
教
も
、
「
わ
が
第
一
敵
は
非
宗
教
に
し
て
、
す
べ
て
の
宗
教
と
そ
の
主
義
を
異
に
す



る
理
学
哲
学
の
類
い
こ
れ
な
り
」
と
し
て
排
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
実
用
に
応
じ
て
働
く
働
き
」
が
こ
の
中
か
ら
生
ま
れ

て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
ん
ど
は
、
さ
き
の
「
如
実
知
見
」
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

五

説解

　
さ
き
に
仏
教
に
お
け
る
真
理
た
る
「
真
如
」
は
、
ま
た
現
代
的
に
い
え
ば
「
事
実
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
善
な
る
事
実
も
、
悪

な
る
事
実
も
含
ま
れ
て
い
る
と
書
い
た
。
そ
れ
は
四
諦
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
べ
き
苦
し
み
も
、
証
せ
ら
れ
る
べ
き
滅
諦
も
、
同
時

に
「
諦
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
仏
教
に
お
け
る
智
慧
は
、
こ
う
し
た
「
あ
る
が
ま
ま
」
た
る
「
真
如
」
「
事
実
」
を
、
「
真
如
」
「
事
実
」
の
ま
ま
に
「
あ
る

が
ま
ま
」
に
知
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
も
し
「
悪
な
る
事
実
」
が
「
悪
な
る
事
実
」
と
し
て
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
如
実
知
見
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
ど
う
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
「
悪
な
る
事
実
」
は
「
悪
な
る
事
実
」
と
し
て
認
識
し
て
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
一
世
を
風
靡
し
た
『
ス
ー

ダ
ラ
節
』
な
る
流
行
歌
が
、
「
わ
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
ヤ
メ
ら
れ
ね
え
」
と
歌
っ
た
よ
う
に
、
分
か
っ
た
ま
ま
で
「
や
め
る
」
と
い
う

働
き
が
生
じ
な
い
よ
う
な
ら
、
そ
れ
は
実
用
の
働
き
の
な
い
、
単
な
る
認
識
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
底
か
ら
酒
の

飲
み
す
ぎ
は
身
体
に
悪
く
社
会
的
信
用
を
な
く
す
る
と
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
如
実
知
見
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
「
酒
を
や
め
る
」
と
い
う

働
き
が
生
じ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
湯
が
煮
え
た
ぎ
る
よ
う
に
熱
く
な
っ
て
い
る
と
知
ら
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
湯
に
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

を
入
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
知
っ
て
い
て
足
を
入
れ
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。



　
こ
の
よ
う
に
「
悪
な
る
事
実
」
を
如
実
知
見
で
き
れ
ば
、
必
然
的
に
悪
を
や
め
、
更
な
る
悪
を
作
さ
な
い
と
い
う
働
き
が
生
じ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
断
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
が
如
実
知
見
で
き
れ
ば
、
生
老
病
死
の
苦
し
み
を
な
ん
と
か
　
5

し
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
働
き
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
的
な
不
正
を
不
正
と
知
っ
て
、
行
動
と
し
て
発
動

し
な
い
も
の
は
、
そ
の
認
識
が
い
ま
だ
如
実
知
見
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
経
典
で
は
四
諦
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
全
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

苦
諦
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
生
ま
れ
る
こ
と
も
苦
で
あ
る
。
老
い
る
こ
と
も
苦
で
あ
る
。
病
い
も
苦
で
あ
る
。
死
も
苦
で
あ
る
。

憎
い
者
に
会
う
の
も
苦
で
あ
る
。
愛
す
る
者
と
別
れ
る
の
も
苦
で
あ
る
。
求
め
て
得
ら
れ
な
い
の
も
苦
で
あ
る
。
要
す
る
に
五

取
緬
（
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
凡
夫
と
し
て
の
存
在
）
は
苦
で
あ
る
。

集
諦
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
生
存
と
い
う
も
の
を
存
続
さ
せ
る
盲
目
的
な
欲
望
で
あ
っ
て
、
性
欲
と
生
存
欲
と
生
存
を
否
定
す
る

欲
望
で
あ
る
。

滅
諦
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
八
つ
の
正
し
い
道
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
正
し
い
見
解
・
正
し
い
考
え
・
正
し
い
言
葉
・
正
し
い
行
い
・

正
し
い
生
活
・
正
し
い
努
力
・
正
し
い
念
い
・
正
し
い
禅
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
苦
諦
は
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

集
諦
は
断
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

滅
諦
は
さ
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
諦
は
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



比
丘
た
ち
よ
、
私
（
釈
尊
を
さ
す
）
は
苦
諦
を
知
り
、
集
諦
を
断
じ
、
滅
諦
を
さ
と
り
、
道
諦
を
実
行
し
、

が
ま
ま
」
に
知
っ
た
が
故
に
仏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
五
六
ー
二
、
取
意
）
。

こ
れ
ら
を
「
あ
る

説解

　
こ
の
よ
う
に
「
悪
な
る
事
実
」
は
断
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
「
善
な
る
事
実
」
は
実
行
し
、
証
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
働
き
が
生
ま
れ
て
始
め
て
、
「
如
実
知
見
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
得
た
も
の
が
覚
者
と
称
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
円
了
は
仏
教
の
中
に
真
理
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
「
如
実
知
見
」
を
も
と
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
の

ま
ま
実
行
に
移
さ
れ
、
実
用
に
資
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
円
了
の
も
つ
、
も
う
一
つ
の
真
実
の
側
面
た
る
、
「
実

際
に
応
用
さ
れ
、
人
々
を
幸
福
に
し
、
社
会
を
稗
益
す
る
働
き
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
が
、
実
は
真
理
の
も
つ
第
一
の
側
面
と
離
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
不
即
不
離
で
あ
っ
た
と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
円
了
の
世
界
観
の
中
心
に
は
生
涯
を
通
じ
て
”
真
理
”
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
真
理
は
「
道
理
に
か
な
い
」
「
実
用

の
働
き
」
を
も
つ
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
備
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
円
了
は
こ
の
二
つ
を
共
に
仏
教
の
中
に
発
見
し
て
、
コ

ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
覚
醒
に
欣
喜
雀
躍
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ほ
と
ば
し
り
の
一
つ
が
名
著
と
誉
れ
高

い
『
真
理
金
針
』
で
あ
り
、
他
の
も
う
一
つ
が
『
仏
教
活
論
』
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
と
く
に
『
仏
教
活
論
』
は
そ
の
世
界
観

の
中
心
た
る
仏
教
を
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
ま
さ
し
く
円
了
生
涯
中
の
第
一
の
書
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
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山ノ＼

『
仏
教
活
論
』
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
想
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
　
『
序
論
』
：
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
：
仏
教
が
真
理
に
か
な
う
と
い
う
こ
と

　
　
『
破
邪
活
論
』
…
…
…
・
…
…
…
・
：
…
…
…
：
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
神
が
真
理
に
か
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
『
顕
正
活
論
』
…
：
…
…
…
…
：
・
：
…
…
…
：
真
理
に
か
な
う
仏
教
の
組
織
体
系
化
の
試
み

　
　
「
護
法
活
論
」
す
な
わ
ち
『
活
仏
教
』
…
…
真
理
に
か
な
う
仏
教
の
実
用
に
際
し
て
の
改
良
の
試
み

を
述
べ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
序
論
』
は
本
選
集
の
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
、
そ
の
巻
末
に
お
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、

で
は
そ
れ
以
外
の
も
の
を
も
う
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
」
フ
」
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仏
教
活
論
本
論
　
第
一
編
破
邪
活
論

　
　
「
余
が
こ
れ
よ
り
論
ぜ
ん
と
欲
す
る
点
は
、
哲
学
上
真
非
の
判
断
を
ヤ
ソ
教
の
原
理
の
上
に
下
す
に
あ
れ
ば
、
ヤ
ソ
教
者
が
信

　
　
ず
る
が
ご
と
き
奇
跡
怪
談
を
批
評
す
る
に
あ
ら
ず
。
ま
た
実
際
家
の
唱
う
る
が
ご
と
き
改
良
交
際
の
方
便
と
す
る
説
を
可
否
す

　
　
る
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
た
だ
余
は
本
編
に
お
い
て
そ
の
創
造
主
宰
を
談
ず
る
有
神
説
を
排
斥
す
る
の
み
」

と
い
う
よ
う
に
、
本
書
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
も
つ
絶
対
唯
一
の
主
宰
神
た
る
神
が
真
理
に
合
致
し
な
い
こ
と
に
論
点
を
し
ぼ
っ
て
証

明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
円
了
は
こ
れ
よ
り
も
さ
き
に
、
『
真
理
金
針
』
の
初
編
（
明
治
一
九
年
）
、
続
編
（
明
治
一
九
年
）
、
続
々
編
（
明
治
二
〇
年
）
を
出



説解

版
し
て
（
こ
れ
ら
は
本
選
集
の
第
三
巻
に
所
収
）
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
て
い
る
し
、
ま
た
世
間
に
も

　
　
南
渓
和
上
『
准
水
遺
訣
』
（
慶
応
四
年
）
、
慨
擬
道
人
『
護
国
新
論
』
（
慶
応
四
年
）
、
威
力
院
義
導
『
護
法
建
策
』
（
慶
応
四
年
）
、

　
　
雲
英
晃
曜
『
護
法
小
言
』
（
明
治
元
年
）
、
慨
凝
道
人
『
筆
諌
耶
蘇
』
（
明
治
元
年
）
、
雲
英
晃
曜
『
護
法
総
論
』
（
明
治
二
年
）
、

　
　
田
島
象
二
『
耶
蘇
一
代
弁
妄
』
（
明
治
七
年
）
、
田
島
象
二
『
耶
蘇
教
意
問
答
』
（
明
治
八
年
）
、
田
島
象
二
『
新
約
全
書
評
駁
』

　
　
（
明
治
八
年
）
、
栗
生
楓
弦
『
耶
蘇
教
正
謬
』
（
明
治
八
年
）
、
中
島
弘
毅
『
外
道
通
考
』
（
明
治
＝
年
）
、
佐
田
介
石
『
仏
教
創

　
　
世
記
』
（
明
治
一
二
年
）
、
福
田
行
誠
『
外
道
処
置
法
』
（
明
治
一
四
年
）
、
藤
島
了
穏
『
耶
蘇
教
の
無
道
理
』
（
明
治
一
四
年
）
、

　
　
奥
尊
厚
『
駁
邪
新
論
講
話
』
（
明
治
一
五
年
）
、
川
合
梁
定
『
旧
約
全
書
不
可
信
論
』
（
明
治
一
五
年
）
、
吉
岡
信
行
『
破
邪
顕
正

　
　
論
』
（
明
治
一
五
年
）
、
富
樫
黙
恵
『
破
邪
論
』
（
明
治
一
六
年
）
、
平
井
金
三
『
新
約
全
書
弾
駁
』
（
明
治
一
六
年
）
、
島
地
黙
雷

　
　
『
復
活
新
論
』
（
明
治
一
六
年
）
、
目
賀
田
栄
『
洋
教
不
条
理
』
（
明
治
一
六
年
）
、
吉
岡
信
行
『
破
邪
顕
正
邪
正
問
答
編
』
（
明
治

　
　
一
七
年
）
、
垣
上
縁
『
耶
蘇
開
明
新
論
』
（
明
治
一
七
年
）
、
英
立
雪
『
西
洋
宗
教
実
理
審
論
』
（
明
治
一
八
年
）
、
水
谷
仁
海
『
仏

　
　
法
耶
蘇
二
教
優
劣
論
』
（
明
治
一
八
年
）
、
垣
上
縁
『
仏
陀
耶
蘇
両
教
比
較
新
論
』
（
明
治
一
八
年
）
、
吉
田
嘉
雄
『
日
本
魂
耶
蘇

　
　
退
治
』
（
明
治
一
八
年
）
、
目
賀
田
栄
『
弁
斥
魔
教
論
』
（
明
治
一
八
年
）
、
佐
治
実
然
『
破
邪
訣
』
（
明
治
一
八
年
）
、
島
地
黙
雷

　
　
『
耶
蘇
教
一
夕
話
』
（
明
治
一
九
年
）
、
龍
華
空
音
『
通
俗
耶
蘇
教
問
答
』
（
明
治
一
九
年
）
、

な
ど
お
び
た
だ
し
い
排
耶
書
が
出
版
さ
れ
て
お
り
（
桜
井
匡
『
明
治
宗
教
史
研
究
』
春
秋
社
、
一
九
七
一
年
五
月
、
に
よ
る
）
、
こ
の

中
で
光
と
日
月
を
別
に
造
っ
た
矛
盾
、
ノ
ア
の
洪
水
を
起
こ
し
て
無
数
の
人
間
を
殺
し
た
罪
や
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
処
女
懐
胎
．

十
字
架
上
の
贈
罪
と
い
っ
た
「
奇
跡
怪
談
」
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
は
日
本
魂
を
躁
躍
す
る
と
か
、
外
教
師
を
開
導
し
て
帰

仏
さ
せ
る
と
い
っ
た
「
改
良
交
際
の
方
便
」
と
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
論
難
の
中
心
を
創
造
神
が
真
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理
に
反
す
る
と
い
う
一
点
に
絞
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6

　
本
書
は
こ
れ
を
原
因
論
・
秩
序
論
・
進
化
論
・
道
徳
論
・
人
性
論
・
神
力
論
の
六
つ
の
方
面
か
ら
な
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
　
5

そ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
み
る
も
「
ヤ
ソ
教
の
有
神
説
は
陰
証
あ
り
て
陽
証
な
し
」
で
あ
る
か
ら
、
真
理
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
そ
の
存
在
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
説
く
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
本
巻
に
底
本
と
し
て
使
用
し
た
も
の
は
明
治
三
六
年
の
第
五
版
で
あ
る
が
、
縮
刷
し
た
明
治
二
二
年
の
版
で
、
細
か
な
字

句
に
と
ど
ま
る
と
は
い
う
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
全
ぺ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
訂
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
初
版
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
に
こ
う

し
た
改
訂
を
施
そ
う
と
い
う
意
気
ご
み
の
あ
っ
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
仏
教
活
論
本
論
　
第
二
編
顕
正
活
論

　
世
上
円
了
は
「
仏
教
に
哲
学
的
基
礎
を
与
え
よ
う
と
し
た
」
と
か
「
西
洋
哲
学
を
背
景
に
し
て
仏
教
の
新
解
釈
を
試
み
た
」
「
仏
教

哲
学
に
西
洋
哲
学
を
結
び
つ
け
て
説
い
た
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
う
し
た
見
方
の
で
き
る
部
分
も
存
す
る
が
、
し
か
し

少
し
く
ピ
ン
ト
が
ぼ
や
け
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
否
め
な
い
。

　
そ
れ
は
円
了
の
バ
ッ
ク
・
ボ
ー
ン
は
あ
く
ま
で
も
仏
教
で
あ
っ
て
、
い
つ
の
場
合
も
座
り
は
仏
教
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
仏
教
と
哲
学
と
の
関
わ
り
を
も
う
少
し
正
確
に
表
現
す
る
な
ら
、
円

了
は
、
二
千
年
余
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
種
々
様
々
な
教
え
と
し
て
複
雑
化
し
た
仏
教
を
哲
学
的
な
分
析
方
法
を
借
り
て
組
織
・

体
系
化
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
円
了
自
ら
の
用
語
を
借
り
る
な
ら
、
伝
統
的
な
仏
教
に
は
三
時
教
や



説解

五
時
八
教
あ
る
い
は
五
教
十
宗
と
い
っ
た
組
織
・
体
系
化
の
試
み
ー
す
な
わ
ち
教
相
判
釈
1
1
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
哲
学
的
な
方
法

論
を
借
り
て
、
も
う
一
度
現
代
的
な
二
種
の
新
解
釈
」
を
試
み
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
ま
た
円
了
は
い
う
。

　
　
「
仏
教
を
し
て
一
種
の
系
統
を
有
す
る
学
に
組
織
す
る
を
い
う
。
そ
の
組
織
法
に
至
り
て
は
哲
学
の
規
則
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら

　
　
ず
。
こ
れ
余
が
哲
学
を
も
っ
て
仏
教
発
達
の
栄
養
と
な
す
と
い
う
ゆ
え
ん
な
り
」

と
。　

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
哲
学
の
方
法
論
を
借
り
て
仏
教
の
組
織
体
系
化
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
仏
教
学
が
経
論
の
注
釈
的

研
究
に
終
始
し
て
き
た
の
と
決
別
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
円
了
が

　
　
「
仏
教
の
全
理
を
組
織
し
て
一
科
の
学
と
な
す
も
の
な
れ
ば
、
世
間
注
釈
的
学
風
を
追
う
も
の
と
そ
の
見
解
を
異
に
す
る
は
必

　
　
然
た
り
」

と
い
う
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
円
了
の
独
自
の
仏
教
観
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
円
了
が
、
仏
教
た
る
も
の
は
社
会
が
進
歩
発
達
す
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
進
歩
発
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、

仏
教
を
「
活
物
」
と
み
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
1
し
た
が
っ
て
本
書
も
ま
た
『
仏
教
活
論
』
と
命
名
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
ー

し
た
が
っ
て
円
了
の
と
ら
え
て
い
た
仏
教
は
、
注
釈
的
研
究
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
過
去
に
停
滞
し
て
動
か
な
い
も
の
で
は
な
く
、

「
今
日
今
時
わ
が
国
に
伝
わ
る
も
の
」
で
す
で
に
「
純
然
た
る
日
本
固
有
の
宗
教
」
と
な
っ
て
い
る
仏
教
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で

　
　
「
大
乗
は
仏
説
に
あ
ら
ず
、
釈
迦
は
真
に
存
す
る
に
あ
ら
ず
等
と
喋
々
す
る
も
の
あ
る
も
、
余
が
す
こ
し
も
関
せ
ざ
る
と
こ
ろ
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な
り
」
（
『
序
論
』
）
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と
ま
で
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
仏
教
は
つ
ね
に
生
々
躍
動
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
今
日
今
時
の
日
本
仏
教
と
し
て
結
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
5

円
了
の
仏
教
研
究
が
注
釈
的
研
究
に
と
ど
ま
る
わ
け
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
今
日
今
時
の
仏
教
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
．
日
本
と
三
国

に
わ
た
っ
て
二
千
数
百
年
の
歴
史
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
背
景
を
栄
養
と
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
結
果
、
日
本
固
有
の
仏
教

と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
円
了
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
「
発
達
的
」
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
に
哲
学
の
規
則

を
借
り
て
「
教
相
判
釈
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
円
了
の
仏
教
学
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
初
の
試
み
が
ま

さ
し
く
本
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
円
了
は
の
ち
に
い
さ
さ
か
の
自
負
を
も
っ
て
、

　
　
「
わ
が
国
に
お
い
て
始
め
て
仏
教
を
達
意
的
に
研
究
す
る
必
要
を
唱
え
、
か
つ
こ
れ
を
実
行
し
た
の
は
失
礼
な
が
ら
拙
者
で
あ

　
　
る
と
思
う
。
さ
き
に
東
京
大
学
在
学
中
よ
り
こ
の
主
義
を
と
り
、
そ
の
後
自
ら
達
意
的
の
著
述
を
な
し
、
更
に
哲
学
館
設
立
に

　
　
及
び
、
仏
教
の
講
師
に
書
籍
に
よ
ら
ず
し
て
、
達
意
的
の
講
義
を
授
く
る
よ
う
に
依
頼
を
し
た
の
で
あ
る
」
（
『
奮
闘
哲
学
』
）

と
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
活
仏
教

　
本
書
は
『
仏
教
活
論
』
の
帰
結
と
し
て
、
『
序
論
』
『
破
邪
活
論
』
『
顕
正
活
論
』
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
護
法
活
論
」
と
し
て
執
筆
さ

れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
哲
学
館
を
開
設
し
て
校
務
多
端
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
時
機
の
い
ま
だ
熟
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
顕
正
活
論
』
を
編
述
し
て
か
ら
二
五
年
の
星
霜
を
隔
て
、
そ
の
内
容
も
先
年
の
腹
案
と
同
轍
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、



説解

題
目
も
『
活
仏
教
』
と
改
め
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
円
了
は
、
仏
教
が
真
理
に
は
合
致
す
る
け
れ
ど
も
、
今
の
ま
ま
で
十
分
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
今

の
仏
教
が
「
人
々
を
幸
福
に
し
、
社
会
を
稗
益
す
る
」
、
円
了
の
用
語
に
従
え
ば
〈
護
国
〉
の
働
き
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
み
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
教
に
は
教
理
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
宗
教
と
し
て
の
働
き
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
す
で
に
『
真
理
金
針
』
の
続
編
に
お
い
て
、
仏
教
今
日
の
事
情
と
し
て
、

　
　
（
甲
）
出
世
間
に
偏
す
る
風
あ
る
こ
と

　
　
（
乙
）
理
論
に
僻
す
る
の
弊
あ
る
こ
と

　
　
（
丙
）
仏
者
一
般
の
学
識
の
世
間
一
般
の
標
準
よ
り
下
が
る
こ
と

　
　
（
丁
）
僧
家
み
な
貧
困
に
し
て
布
教
の
資
力
な
き
こ
と

　
　
（
戊
）
僧
侶
の
徳
行
精
神
に
乏
し
き
こ
と

　
　
（
己
）
僧
侶
の
国
益
を
な
さ
ざ
る
こ
と

と
い
う
六
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
で
に
書
い
た
よ
う
に
、
円
了
は
仏
教
を
「
活
物
」
と
と
ら
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
「
い
か
に
宗
祖
伝
来
の
語
と
い
え
ど
も
、
時
に
応
じ
機
に
し
た
が
い
改
変
な
き
あ
た
わ
ず
。
根
本
の
真
意
を
失
わ
ざ
る
限
り
こ

　
　
れ
を
改
変
す
る
は
、
か
え
っ
て
仏
教
の
仏
教
た
る
ゆ
え
ん
な
り
」

と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
仏
教
が
真
理
に
か
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

そ
の
真
理
が
躍
動
す
る
ご
と
く
働
く
た
め
に
仏
教
を
革
新
し
よ
う
と
し
た
の
が
本
書
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
『
仏
教
活
論
』
の
結
部



に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
仏
教
革
新
の
方
策
は
旧
宗
を
破
壊
し
て
新
宗
を
開
立
す
る
と
か
、
旧
宗
を
統
一
す
る
と
い
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っ
た
過
激
な
も
の
で
は
な
く
、
今
日
存
在
す
る
各
宗
を
そ
の
ま
ま
存
置
し
、
た
だ
そ
の
教
義
を
一
変
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
　
5

の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
一
　
従
前
の
出
世
間
一
方
に
偏
し
た
る
を
補
う
に
、
世
間
道
を
も
っ
て
し
て
、
二
者
の
権
衡
を
保
た
し
む
る
こ
と
。

　
　
二
　
従
前
の
自
利
的
個
人
的
な
る
性
質
を
変
じ
て
、
利
生
的
国
家
的
に
す
る
こ
と
。

　
　
三
　
従
前
の
消
極
的
退
守
的
な
る
風
あ
る
を
回
ら
し
て
、
積
極
的
進
取
的
に
変
ず
る
こ
と
。

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
円
了
の
真
理
の
も
つ
第
二
の
側
面
の
本
旨
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
ま

た
こ
れ
が
〈
護
国
〉
の
内
容
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
本
書
に
は
付
録
と
し
て
、
第
一
編
「
信
仰
告
白
に
関
し
て
来
歴
の
一
端
を
述
ぶ
」
、
第
二
編
「
人
生
人
事
の
悲
観
す
べ
き
か
楽

観
す
べ
き
か
を
論
ず
」
、
第
三
編
「
宗
弊
刷
新
に
関
す
る
意
見
」
の
三
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
本
書
の
本
編
中
の
主
張
に
深
く
関
わ
る
が
故
に
、
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
第
一
編
は
短
い
も
の

な
が
ら
、
円
了
の
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
自
伝
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
っ
て
注
目
に

価
す
る
。
な
お
こ
れ
は
『
東
洋
哲
学
』
の
第
一
九
編
第
一
号
（
大
正
元
年
一
二
月
一
五
日
発
行
）
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
第
二
編
と
第
三
編
は
旧
稿
の
再
録
で
あ
っ
て
、
第
二
編
は
『
修
身
教
会
雑
誌
』
第
一
二
号
（
明
治
三
八
年
一
月
二
日
発
行
）

の
「
人
生
の
話
」
を
も
と
に
し
て
若
干
の
修
正
を
加
え
た
も
の
、
第
三
編
は
「
こ
の
一
論
は
今
よ
り
一
二
年
前
の
起
草
に
か
か
り
、

当
時
の
新
聞
や
雑
誌
等
に
掲
載
し
た
る
旧
稿
で
あ
る
」
と
い
う
が
、
現
在
初
出
の
新
聞
・
雑
誌
を
調
査
中
で
あ
る
。
た
だ
し
す
で
に

明
治
三
五
年
五
月
に
『
宗
教
改
革
案
　
付
宗
弊
改
良
案
』
な
る
一
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。


