
（
一
）
、
は
じ
め
に

●

司
会
皆
さ
ま
大
き
な
拍
手
を
も
ち
ま
し
て
お
迎
え
下
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一
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一
当
講
演
録
は
、
法
華
コ
モ
ン
ズ
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
そ
の
主
宰
の
も
と
平
成
三
○
年
（
二
○
一
八
）
六
月
一
六
日
（
土
）
に
東
京
都
新
宿
一

一
区
常
囲
寺
祖
師
堂
地
下
講
堂
で
行
わ
れ
た
「
半
日
集
中
講
座
」
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
は
「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
と
題
一

一
し
、
前
半
約
二
時
間
、
途
中
休
憩
を
三
○
分
挟
ん
で
後
半
約
二
時
間
と
、
計
約
四
時
間
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
。
今
回
は
そ
の
前
半
部
分
を
学
術
一

一
識
演
録
（
前
篇
）
と
し
て
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
識
演
録
の
末
尾
に
は
、
当
日
配
布
し
た
講
演
資
料
も
付
し
た
。
な
お
識
演
資
料
と
の
対
一

一
照
に
お
い
て
便
宜
を
図
る
た
め
に
、
各
章
題
・
節
題
等
の
下
部
や
本
文
中
に
〔
資
料
、
本
誌
○
頁
〕
と
い
う
表
記
を
挿
入
し
た
。
こ
れ
は
当
資
一

一
料
の
本
誌
頁
数
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
資
料
原
本
の
頁
数
を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
き
た
い
。
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０
０
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０

〔
学
術
講
演
録
〕

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）

大
平
宏
龍
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そ
れ
で
、
布
施
義
高
校
長
先
生
か
ら
の
ご
要
望
は
、
慶
林
日
隆
教
学
の
本
質
に
つ
い
て
、
何
か
話
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、

特
に
、
Ａ
本
門
八
品
正
意
論
、
Ｂ
法
体
二
重
説
と
法
体
三
重
説
、
Ｃ
四
重
興
廃
説
、
Ｄ
教
判
と
本
迩
、
Ｅ
顕
本
論
な
ど
の
ご
要
望
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
日
隆
教
学
の
本
質
に
つ
い
て
と
い
う
と
き
、
ど
ん
な
こ
と
を
言
え
ば
い
い
の
か
と
い
ろ
い
ろ
考
え
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
そ
う
深
く
考
え
ず
に
日
隆
聖
人
教
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た

こ
と
を
中
心
に
ご
紹
介
を
さ
せ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
の
か
な
と
い
う
こ
と
と
、
わ
ず
か
で
す
け
れ
ど
も
、
私
自
身
が
少
し
こ
れ
ま
で

言
わ
れ
て
な
い
こ
と
も
考
え
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
こ
と
も
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
ま
た
皆
さ
ま
方
の
ご
批
判
を
仰
げ

た
ら
と
い
う
思
い
で
今
日
参
り
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
お
手
元
の
資
料
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
く
御
願
い
し
ま
す
。

（
二
）
日
隆
教
学
に
お
け
る
『
本
尊
抄
」
〔
資
料
、
本
誌
詑
頁
〕

ご
要
望
は
日
隆
教
学
の
本
質
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
す
と
、
慶
林
日
隆
聖
人
と
い
う
方
は
、

大
平
た
だ
い
ま
過
分
な
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に
恥
ず
か
し
い
思
い
で
ご
ざ
い

ま
す
。
私
は
、
こ
こ
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
資
格
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
慶
林
坊
日
隆
聖
人
の

こ
と
に
つ
い
て
話
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
ご
要
望
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
私
ど
も
の
よ
う
な
も
の
で
良
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、

今
日
、
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
ん
な
お
話
に
な
り
ま
す
か
、
皆
さ
ま
方
の
ご
要
望
に
応
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
甚
だ
心
も

と
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
あ
る
限
り
一
所
懸
命
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

た
だ
、
ち
ょ
っ
と
最
近
体
調
が
思
わ
し
く
な
く
て
、
少
し
声
が
出
づ
ら
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
ご
ろ
は
も
っ
と
美
声
な
ん
で
す
が

（
笑
）
、
今
日
は
こ
ん
な
声
で
お
聞
き
苦
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
ど
う
ぞ
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

そ
れ
で
、
布
酔

全
員
南
妙
法
蓮
華
経
。
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あ
と
で
も
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
を
第
一
と
し
て
考
え
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

当
時
の
時
代
的
状
況
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
声
高
に
言
い
、
そ
し
て
ご
自
身
で
そ
れ
を
実
行
す
る
と
い
う
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
遺
文
を
第
一
と
す
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
「
開
目
抄
」
、
「
本
尊
抄
」
を
中
心
と
し
て
、
な
か
ん

ず
く
「
本
尊
抄
」
を
能
照
能
開
と
し
て
諸
御
抄
を
解
釈
す
る
立
場
を
貫
い
て
お
り
ま
す
。
貫
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
そ

れ
は
単
な
る
方
針
と
か
方
法
で
は
な
く
て
、
ご
自
身
で
実
際
に
そ
う
い
う
こ
と
を
叙
述
の
な
か
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
こ
の
点
で
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
御
書
文
段
集
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
の
文
段
、
「
本
尊
抄
」
以
外
の
文
段

は
「
本
尊
抄
」
の
内
容
か
ら
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
。
ま
さ
し
く
こ
の
「
本
尊
抄
」
を
能
照
能
開
と
す

る
と
い
う
立
場
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
隆
師
の
著
述
を
読
め
ば
一
目
瞭
然
で
す
。
『
開
迩
顯
本
宗
要
集
」
の
中
に
「
諸
御
抄

の
な
か
の
肝
心
は
「
観
心
本
尊
抄
」
及
び
「
開
目
抄
」
な
り
。
」
あ
る
い
は
ま
た
、
「
弘
経
抄
』
の
「
是
の
上
行
付
嘱
の
本
尊
は
釈
尊

出
世
の
本
懐
な
り
。
さ
れ
ば
諸
御
抄
の
な
か
に
は
「
観
心
本
尊
抄
」
を
以
て
総
の
肝
要
と
為
す
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
し

て
、
こ
れ
を
た
と
え
ば
「
弘
経
抄
』
と
い
う
の
は
、
あ
と
で
少
し
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
が
、
本
文
二
三
巻
の
著
述
で
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
な
か
に
『
本
尊
抄
」
の
引
用
が
五
○
○
回
を
超
え
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
隆
師
自
身
が
そ
の
よ
う
に
徹
底

し
て
実
施
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
隆
師
教
学
の
理
解
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
隆
師
の
「
本
尊
抄
」
解
釈
と
い
う
も
の
を
見
る

の
が
近
道
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
正
道
で
あ
る
と
、
そ
う
思
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
方
ご
承
知
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
隆
師

の
「
本
尊
抄
」
解
釈
と
い
う
も
の
を
さ
ら
っ
と
見
て
、
そ
こ
の
上
か
ら
、
ご
質
問
の
ほ
う
に
移
っ
て
い
こ
う
と
、
そ
う
い
う
つ
も
り

で
お
り
ま
す
。

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
鯆
）
（
大
平
宏
髄
）
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さ
て
、
『
本
尊
抄
」
全
体
の
見
方
と
し
て
、
一
般
に
は
ご
承
知
の
よ
う
に
宗
祖
の
作
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ

う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
り
ま
す
が
、
「
五
段
抄
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
影
響
が
非
常
に
強
い
わ
け
で
す
。

い
ろ
ん
な
方
が
皆
、
こ
の
「
五
段
抄
」
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
『
本
尊
抄
』
を
解
釈
し
て
き
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
歴

史
が
あ
り
ま
し
て
、
浅
井
間
道
氏
も
、
そ
の
こ
と
を
自
ら
述
べ
て
、
そ
し
て
い
く
ら
か
修
正
の
部
分
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
言
っ
て
、

ご
自
分
の
文
段
を
示
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
、
浅
井
氏
の
文
段
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
複
雑
で
あ
り
ま
し
て
、
全
体

を
一
○
に
分
け
て
、
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
そ
の
上
に
序
正
流
通
の
三
段
と
い
う
も
の
を
考
え
て
、
さ
ら
に
ま
た
、
大
き
く
、

第
一
、
能
観
の
題
目
段
、
第
二
、
所
観
の
本
尊
段
、
第
三
、
流
通
の
段
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
っ
て
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
ま

ま
す
。
取
り
あ
え
ず
私
と
し
て
は
、
一

題
と
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
「
本
尊
抄
」
解
釈
で
あ
り
ま
す
が
、
「
本
尊
抄
」
全
体
の
見
方
と
し
て
、
一
つ
の
特
色
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
参
考
資
料

に
対
照
の
た
め
に
浅
井
凹
道
氏
の
文
段
を
写
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
た
だ
隆
師
の
文
段
の
特
色
を
見
る
た
め
に
ひ
い
て
あ
る
の

で
あ
り
ま
し
て
、
特
に
批
判
と
か
何
と
か
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
日
は
特
に
隆
師
の
教
学
の
紹
介
を
求
め
ら
れ
て
ま
い
っ

た
も
の
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
隆
師
は
こ
ん
な
ふ
う
に
解
釈
し
て
お
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ご
理
解
を
し
て
い
た
だ
く
。
そ
れ

に
つ
い
て
の
い
ろ
ん
な
お
考
え
が
皆
さ
ま
に
は
お
あ
り
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
議
論
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
取
り
あ
え
ず
私
と
し
て
は
、
ま
ず
隆
師
は
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
す
る
の
を
、
今
日
の
主

（
｜
）
「
本
尊
抄
」
全
体
の
み
か
た

１
．
一
般
〔
資
料
、
本
誌
銘
頁
〕

二
、
『
観
心
本
尊
抄
』
解
釈

－4－



す
。
こ
こ
で
見
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
あ
と
の
隆
師
と
の
対
照
に
お
い
て
注
意
を
申
し
上
げ
て
お
く
な
ら
ば
、
浅
井
氏
の
立

場
と
い
う
も
の
は
、
あ
と
で
問
題
に
し
ま
す
隆
師
の
法
体
二
重
説
に
近
い
、
そ
う
い
う
立
場
で
あ
り
ま
す
。
で
、
一
部
全
体
が
一
念

三
千
の
名
目
で
終
始
す
る
と
い
う
立
場
の
上
で
題
目
を
論
じ
、
本
尊
は
釈
迦
牟
尼
仏
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
う

い
う
よ
う
な
立
場
で
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
本
尊
抄
」
の
最
後
の
「
不
識
一
念
三
千
者
」
と
い
う
、
五
十
一
字
、
こ
れ
を
最
後
に

総
括
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
浅
井
氏
は
こ
れ
を
流
通
の
な
か
の
第
一
○
番
目
に
置
い
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
が
隆
師

の
文
段
と
の
違
い
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
あ
と
は
ま
た
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
申
し
上
げ
ま
す
。

２
．
隆
師
の
科
文
〔
資
料
、
本
誌
釣
頁
〕

こ
れ
に
対
し
て
隆
師
の
科
文
に
目
を
転
じ
ま
す
と
、
今
日
、
隆
師
の
科
文
、
「
本
尊
抄
文
段
』
と
い
う
も
の
は
、
真
蹟
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
隆
師
教
学
の
研
究
の
上
で
の
一
つ
の
謎
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
私
ど
も
が
見
る
も
の
は
、
こ
の
隆
師
の
直
弟
、

日
信
上
人
。
こ
の
方
は
本
能
寺
を
隆
師
の
あ
と
、
継
い
だ
わ
け
な
ん
で
す
が
、
そ
の
方
の
写
本
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
私
ど
も
は
隆
師
の
「
本
尊
抄
」
の
解
釈
と
い
う
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
隆
師
の
文
段
の
な
か

で
、
細
か
な
と
こ
ろ
は
省
き
ま
し
て
、
題
号
釈
と
、
そ
れ
か
ら
大
文
の
部
分
だ
け
を
そ
こ
に
写
し
ま
し
た
。

題
号
釈
は
ご
覧
の
よ
う
に
「
本
尊
抄
」
に
対
し
て
「
久
遠
本
覚
独
尊
三
界
慈
父
釈
尊
常
住
不
退
滅
後
末
法
悪
人
下
種
本
門
易
行
観

心
本
尊
」
こ
う
い
う
題
号
釈
を
作
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
下
に
「
大
に
分
っ
て
三
段
と
為
す
」
と
「
本
尊
抄
」
全
体
を

大
文
三
段
に
分
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
三
つ
に
分
け
て
お
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
分
量
は
半
分
ず
つ
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
し
て
、
最
後
の
と
こ
ろ
「
総
じ
て
理
具
一
念
三
千
を
以
て
総
持
妙
法
蓮
華
経
に
摂
し
て
、
末
法
下
種
の
正
行
と
為
す
こ

と
を
結
す
」
こ
れ
は
先
ほ
ど
見
ま
し
た
末
尾
の
「
不
識
一
念
三
千
者
」
と
い
う
、
あ
の
五
十
一
字
を
大
文
の
第
三
と
し
て
特
別
に
見

て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
一
部
の
分
壁
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
全
体
の
前
半
、
こ
れ
が
第
一
・
後
半
が
第
二
。
と
そ
う
い
う
分
け
方
に
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も
言
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
）

こ
れ
に
つ
い
て
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
実
は
日
隆
聖
人
は
「
本
尊
抄
』
解
釈
に
お
い
て
、
途
中
で
考
え
が
変

わ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
は
私
ど
も
の
先
師
の
瑞
光
院
日
行
上
人
。
ギ
ョ
ウ
は
修
行
の
ギ
ョ
ウ
。
行
う
と
い
う
字
で
す
が
、

日
行
と
い
う
方
が
「
本
尊
抄
考
案
』
と
い
う
「
本
尊
抄
」
の
解
釈
を
残
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
こ
の
日
隆
聖
人
の

「
本
尊
抄
文
段
』
の
大
文
の
表
現
に
つ
い
て
、
後
の
日
隆
聖
人
の
大
部
の
著
述
『
弘
経
抄
」
や
、
「
宗
要
集
」
等
の
著
述
に
見
ら
れ
る

「
本
尊
抄
」
解
釈
と
は
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
特
に
そ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か

と
い
う
こ
と
の
断
案
を
く
だ
さ
れ
た
の
が
私
ど
も
が
授
業
を
受
け
ま
し
た
株
橋
日
涌
上
人
で
す
。
株
橋
先
生
は
「
日
隆
聖
人
の
「
本

尊
抄
」
文
段
拝
見
の
用
意
」
と
い
う
論
文
を
残
さ
れ
ま
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
株
橋
先
生
は
こ
の
隆
師
の
科
文
を
「
弘
経
抄
」
と
か

「
宗
要
集
』
等
の
「
本
尊
抄
」
に
触
れ
た
部
分
か
ら
そ
れ
を
見
て
、
そ
し
て
教
義
学
的
に
会
通
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
非
常
に
み
ご

と
な
解
釈
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
行
師
の
指
摘
の
意
味
を
解
決
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
（
そ
れ
は
結
果
的
に
私
の
所

謂
法
体
三
重
説
の
立
場
で
し
た
が
、
先
生
が
法
体
三
重
説
の
語
を
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
私
新
抄
」
に
つ
い
て
も
特
に
何

と
は
あ
と
で
少
し
話
し
ま
す
。

すら
◎ 、

た
だ
し
こ
れ
は
隆
師
独
特
と
い
う
よ
り
は
、
日
存
、
日
道
と
い
う
、
伝
承
に
よ
れ
ば
隆
師
の
縁
故
（
伯
父
？
叔
父
？
）
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
方
た
ち
の
指
導
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
科
文
を
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ

な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
隆
師
の
場
合
は
、
こ
の
五
段
抄
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
隆
師
も

「
五
段
抄
」
の
写
本
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
現
在
で
も
本
興
寺
の
ほ
う
に
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
す
か

ら
、
見
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
ら
ず
に
、
全
体
を
三
段
に
分
け
た
。
そ
う
い
う
解
釈
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
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そ
う
い
う
こ
と
の
上
に
私
ど
も
は
「
本
尊
抄
」
の
講
義
を
受
け
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
う

ち
に
、
あ
る
と
き
私
は
「
私
新
抄
』
を
読
ん
で
お
り
ま
し
て
、
「
私
新
抄
」
と
い
う
書
物
の
中
身
が
、
ど
う
も
こ
れ
は
「
弘
経
抄
」

な
ど
と
は
違
う
と
。
そ
れ
は
法
体
に
関
し
て
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
て
改
め
て
検
証
し

た
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
や
は
り
「
私
新
抄
」
に
見
え
る
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
「
弘
経
抄
」
や
「
四
帖
抄
」
「
宗
要
集
」
と
い
っ
た

よ
う
な
著
述
と
は
違
う
立
場
の
解
釈
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
て
、
そ
れ
で
私
は
「
日
隆
聖
人
文
献
に
お
け
る
「
私
新
抄
」

の
位
置
ｌ
事
具
三
千
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
わ
け
で
す
。
で
、
こ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
の
理
解
の
た
め
に
、

私
が
勝
手
に
法
体
二
重
説
、
法
体
三
重
説
と
い
う
名
称
に
し
て
、
整
理
し
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
普
通
に
は
法
体
と
は
経
所
詮
の
法

理
、
体
理
そ
う
い
う
も
の
を
指
す
わ
け
で
、
教
法
と
し
て
の
題
目
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
隆
師
は
「
四
帖
抄
」

の
な
か
で
、
こ
の
一
念
三
千
と
、
そ
れ
か
ら
題
目
と
を
同
じ
く
法
体
と
し
て
考
え
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
て
、
た
だ

し
、
そ
の
場
合
、
題
目
を
法
体
と
い
う
と
き
は
、
事
具
三
千
は
題
目
の
義
趣
を
言
う
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
「
四
帖
抄
」
の
中
で
法

体
に
つ
い
て
、
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
普
通
は
一
念
三
千
の
理
と
か
不
次
第
三
諦
の
理
と
い
う
も
の
を
法
体
と
言
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
今
は
こ
の
題
目
も
法
体
と
言
う
と
。
た
だ
し
、
題
目
を
法
体
と
言
う
場
合
は
、
事
具
一
念
三
千
は
題
目
の
義
趣
を
言
う

こ
と
に
な
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
題
目
を
法
体
と
す
る
場
合
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
、
普
通
の
法
体
の
語

の
使
い
方
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
理
具
三
千
、
事
具
三
千
、
題
目
と
い
う
も
の
を
法
体
と
し
て
、
そ

し
て
そ
れ
の
二
重
説
と
三
重
説
と
い
う
区
別
を
考
え
て
み
た
ん
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
日
隆
聖
人
の
「
本
尊
抄
文
段
」
と
、
そ
れ
か
ら
「
私
新
抄
」
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
法
体
二
重
説
で
あ
り
ま
す
。

で
、
そ
れ
が
三
重
説
に
な
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
の
が
『
法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
』
。
こ
こ
で
い
う
「
四
帖
抄
」
で
す
ね
。
そ
れ
以
降

が
三
重
説
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
で
、
耳
慣
れ
な
い
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
い
う
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先
ほ
ど
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
隆
師
の
文
段
の
、
た
と
え
ば
大
文
第
一
は
、
本
門
総
名
所
摂
の
理
具
一
念
三
千
と
あ
り
ま
す
。
総

名
と
い
う
の
は
こ
れ
は
、
ふ
つ
う
に
法
華
経
の
題
号
と
み
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
一
般
の
経
名
と
し
て
の
五
字
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に

そ
れ
を
総
在
す
る
と
こ
ろ
の
五
字
（
日
蓮
は
経
の
体
、
心
と
す
る
）
と
い
う
こ
と
で
総
名
、
あ
る
い
は
都
名
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す

が
、
今
は
総
名
と
言
わ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
五
字
の
題
目
で
す
ね
。
そ
の
題
目
に
摂
っ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
理
具
一
念
三
千
。
だ
か

ら
こ
こ
で
は
題
目
と
理
具
一
念
三
千
が
対
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
（
本
門
の
三
千
は
題
目
と
同
じ
と
捉
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
）
つ
ま
り
二
重
説
な
ん
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
三
重
説
と
い
う
こ
と
は
、
隆
師
は
ど
う
言
っ
て
い
る
か
と
な
り
ま
す
と
、
た
と
え
ば
こ
の
「
四
帖
抄
」
の
な
か
に
、

「
治
病
抄
』
を
解
釈
し
た
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
資
料
の
一
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り
の
Ｃ
の
と
こ
ろ
で
す
〔
資
料
、
本
誌
虹
頁
〕
。
「
治
病
抄

の
如
く
ん
ぱ
本
迩
事
理
の
三
千
こ
れ
あ
り
。
理
具
三
千
は
止
観
の
意
な
り
。
此
上
に
猶
を
事
の
三
千
こ
れ
あ
り
。
此
の
事
の
三
千
を

も
法
体
至
極
せ
ざ
る
故
に
下
機
を
摂
せ
ず
と
開
目
抄
観
心
抄
に
書
き
た
ま
ひ
て
、
猶
を
本
門
事
三
千
の
上
に
最
勝
の
妙
法
蓮
華
経
を

顕
し
て
真
実
の
教
弥
実
位
弥
下
の
最
上
深
法
と
定
判
し
た
ま
へ
り
」
。
こ
こ
で
は
こ
の
一
念
三
千
の
法
体
に
二
つ
あ
る
。
迩
門
、
あ

る
い
は
本
門
の
三
千
。
こ
の
両
者
の
違
い
は
天
地
の
相
違
で
あ
る
と
い
う
「
治
病
抄
」
に
対
し
て
、
そ
れ
は
ま
だ
法
体
が
完
成
し
て

な
い
。
そ
の
上
に
題
目
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
「
治
病
抄
」
の
解
釈
に
対
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

考
え
る
。
だ
か
ら
理
具
三
千
に
対
し
一

体
二
重
説
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

こ
と
か
と
お
考
え
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
体
二
重
説
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
迩
門
の
法
体
は
理
具
三
千
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち

天
台
の
三
千
で
す
。
迩
門
の
一
念
三
千
を
指
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
本
門
は
、
日
蓮
聖
人
の
三
千
と
い
う
こ
と
で
、
事
具
三

千
と
い
う
言
い
方
も
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
、
事
具
三
千
即
事
行
の
題
目
。
三
千
と
題
目
と
を
同
じ
次
元
の
こ
と
と
し
て

考
え
る
。
だ
か
ら
理
具
三
千
に
対
し
て
事
具
三
千
・
事
行
題
目
を
能
摂
と
い
う
、
そ
う
い
う
法
体
な
ん
で
す
。
こ
れ
を
私
は
仮
に
法
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そ
こ
で
、
「
本
尊
抄
」
一
部
の
大
綱
に
あ
た
る
、
そ
の
次
の
文
で
す
が
、
二
ペ
ー
ジ
の
一
番
最
初
の
二
行
〔
資
料
、
本
誌
狐
頁
〕
。

「
さ
れ
ば
観
心
抄
に
は
止
観
第
五
本
末
の
理
具
一
念
三
千
を
引
て
立
所
の
証
文
に
備
へ
、
雛
て
本
門
事
三
千
に
引
き
成
し
て
上
行
付

嘱
の
妙
法
蓮
華
経
を
判
じ
て
本
意
を
結
成
す
る
と
き
、
一
念
三
千
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
に
裏
み
末
代
愚
人
に
授
け
た
ま
ふ
と
定
判
し

た
ま
へ
り
。
是
れ
日
蓮
宗
観
心
の
相
な
り
」
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
こ
の
「
四
帖
抄
」
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
こ
の
次
の
『
弘
経
抄
」

の
要
文
は
読
み
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
り
ま
す
。
「
四
帖
抄
」
以
降
、
「
法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
」
以
降
に
な
り

ま
す
と
、
迩
門
の
理
具
三
千
、
本
門
の
事
具
三
千
、
そ
し
て
そ
の
上
に
事
行
題
目
と
な
り
ま
す
。
こ
の
題
目
は
わ
れ
わ
れ
の
教
学
で

は
一
般
の
本
門
に
対
し
て
本
地
本
門
と
表
現
し
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
法
体
が
三
本
立
て
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
こ
れ
を
私
は
仮

命
名
に
つ
い
て
三
重
と
、
重
な
る
と
い
う
字
を
用
い
た
の
は
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
段
階
的
に
廃
立
関
係
に
あ
る
か
ら
、
二
重
、

三
重
と
い
う
言
葉
遣
い
を
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
の
が
隆
師
の
確
立
し
た
「
本
尊
抄
」
解
釈
の
根
本
の
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
こ
れ
に
対
し
て
、
私
共
の
先
生
、
株
橋
日
涌
先
生
は
、
隆
師
の
文
段
を
生
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
確
立
し
た
隆
師
の

教
学
の
立
場
か
ら
改
め
て
文
段
を
付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
が
Ｄ
で
あ
り
ま
す
。

仙
第
一
段
観
心
た
る
一
念
三
千
（
Ｄ
、
株
橋
日
涌
師
の
文
段
）
〔
資
料
、
本
誌
蛇
頁
〕

こ
れ
も
、
細
か
な
と
こ
ろ
は
省
い
て
、
大
文
、
大
科
、
中
科
ま
で
し
か
コ
ピ
ー
し
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
こ
う
い

う
ふ
う
に
見
る
と
、
隆
師
は
『
本
尊
抄
」
を
三
つ
に
分
け
る
と
い
う
立
場
に
つ
い
て
は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

た
だ
そ
の
中
身
は
変
わ
っ
た
。
そ
の
変
わ
っ
た
中
身
を
盛
り
込
ん
で
株
橋
先
生
は
そ
れ
を
こ
ん
な
ふ
う
な
、
文
段
と
し
て
示
さ
れ
た

た
だ
そ
の
中
身
は
変
わ
っ
た
。
そ
の
幸

に
、
法
体
三
重
説
と
し
た
わ
け
で
す
。

の
で
す
が
、
実
に
明
確
な
解
釈
で
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
「
本
尊
抄
」
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
第
一
段
は
、
観
心
た
る
一
念
三
千
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
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観
心
。
本
尊
の
観
心
の
正
体
で
あ
る
と
。
で
、
中
身
は
理
具
一
念
三
千
、
事
具
一
念
三
千
と
こ
う
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

事
具
一
念
三
千
は
、
そ
れ
で
宗
祖
の
観
心
の
結
論
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
あ
と
大
問
題
が
提
起
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
こ
れ
を
『
開
目
抄
」
の
「
我
等
一
分
の
慧
解
も
無
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
理
論
的
追
求
が
途
切
れ
ま
す
。
そ

し
て
「
釈
尊
因
行
果
徳
の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足
す
。
我
等
此
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
自
然
に
彼
の
因
果
の
功
徳
を
譲

り
与
へ
た
ま
ふ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
難
問
が
解
決
さ
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
「
四
信
五
品
紗
」
に
お
け
る
「
以
信
代
慧
」
と

い
う
こ
と
で
題
目
の
信
行
の
問
題
と
な
る
。
で
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の
第
一
段
は
「
観
心
た
る
一
念
三
千
」
と
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
結
局
こ
れ
は
、
こ
の
一
念
三
千
は
、
理
具
か
ら
事
具
へ
と
い
く
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
題
目
に
裏
ん
で
、
そ
し
て
初
め
て
私
共

末
法
の
も
の
の
成
仏
の
実
現
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
第
一
段
の
結
論
。
こ
れ
は
ど
な
た
も
宗
祖
の
観
心
は
法
行
か
ら
信
行
へ
と

い
う
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
そ
う
い
う
解
釈
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
で
、
そ
れ
を
こ
の
隆
師
の
場
合
は
三
重
説
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
理

具
三
千
か
ら
事
具
三
千
、
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
た
題
目
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

で
、
私
ど
も
と
し
て
は
、
な
ぜ
二
重
か
ら
三
重
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
疑
問
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は

隆
師
の
著
述
を
も
う
少
し
突
き
詰
め
て
い
ろ
い
ろ
分
析
す
れ
ば
、
何
か
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
は
っ
き
り

し
た
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
読
み
ま
し
た
「
観
心
本
尊
抄
」
『
開
目
抄
」
冨
日
谷
入
道
殿
許
御
書
」
あ
る
い
は

「
四
信
五
品
紗
」
そ
う
い
う
の
を
お
考
え
の
上
で
、
総
合
的
に
こ
の
三
重
説
に
な
ら
れ
た
ん
で
は
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
、
や
は

り
私
ど
も
の
思
い
と
し
て
は
、
一
番
最
後
に
申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
末
法
の
わ
れ
わ
れ
の
機
根
。
こ
れ
を
非
常
に
厳
し
く
考
え

て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

法
体
二
重
説
の
場
合
で
す
と
、
こ
れ
は
「
天
台
の
一
念
三
千
は
、
我
等
一
分
の
慧
解
も
無
し
。
」
だ
け
れ
ど
も
題
目
の
信
行
に

よ
っ
て
、
釈
尊
を
具
す
る
、
こ
れ
が
事
具
だ
と
。
簡
単
に
言
う
と
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
方
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
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二
重
説
で
い
く
と
、
ど
う
も
そ
う
い
う
、
何
か
こ
の
辺
は
実
際
に
突
き
詰
め
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
が
、
私
の
自
分
勝
手
な
思

い
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
法
体
二
重
説
の
場
合
で
す
と
題
目
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
こ
う
切
実
さ

が
感
じ
ら
れ
な
い
。
『
開
目
抄
」
の
終
わ
り
に
あ
り
ま
す
「
天
台
の
一
念
三
千
こ
そ
仏
に
な
る
べ
き
道
と
み
ゆ
れ
。
さ
れ
ど
我
等
一

分
の
慧
解
も
無
し
」
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
解
釈
に
お
い
て
、
二
重
説
で
い
き
ま
す
と
、
こ
の
「
天
台
の
一
念
三
千
」
と
い
う
の
は
、
文

字
ど
お
り
天
台
教
学
の
一
念
三
千
と
の
解
釈
。
こ
れ
は
あ
と
で
問
題
と
し
ま
す
が
、
隆
師
も
『
私
新
抄
」
で
は
そ
う
い
う
解
釈
で
す
。

で
、
浅
井
圓
道
さ
ん
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
三
重
説
に
な
る
と
、
こ
の
「
天
台
の
一
念
三
千
」
の
「
天

台
」
と
い
う
の
が
、
文
字
ど
お
り
の
天
台
で
は
な
く
て
、
隆
師
の
解
釈
で
い
き
ま
す
と
、
内
鑑
の
天
台
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ
と
で
こ
れ
は
日
隆
教
学
の
方
法
の
所
で
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
分
か
り
や
す
く

言
う
と
、
「
天
台
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
本
当
の
法
華
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
一
念
三
千
だ
け
が
仏
に
な
れ
る
道
だ
」
と
。

だ
か
ら
「
像
法
天
台
の
一
念
三
千
」
で
は
な
く
て
、
日
蓮
聖
人
の
「
真
の
一
念
三
千
」
と
い
う
ふ
う
に
こ
こ
は
解
釈
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
が
三
重
説
の
ほ
う
で
す
。
二
重
説
で
す
と
、
こ
れ
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
天
台
そ
の
も
の
の
一
念
三
千
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
一
念
三
千
の
迩
・
本
の
相
違
は
明
白
で
あ
る
が
、
自
ら
の
こ
と
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
理
解
し
が
た
い
、

知
慧
で
も
っ
て
理
解
で
き
な
い
、
だ
か
ら
南
妙
法
蓮
華
経
な
ん
だ
と
い
う
、
三
重
説
の
解
釈
が
、
こ
れ
は
「
開
目
抄
」
の
意
に
も
か

な
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
。
あ
る
方
は
こ
の
以
信
代
慧
に
つ
い
て
「
以
信
代
慧
の
論
理
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま

す
け
ど
も
、
果
た
し
て
以
信
代
慧
と
い
う
の
は
論
理
な
の
か
と
い
う
よ
う
に
も
思
う
わ
け
で
す
。
「
天
台
の
一
念
三
千
こ
そ
、
仏
に

な
る
べ
き
道
と
み
ゆ
れ
。
」
こ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
救
わ
れ
た
と
い
う
そ
の
あ
と
で
す
ぐ
、
「
さ
れ
ど
我
等
一
分
の
慧
解
も
無
し
」
と
な

る
と
、
こ
れ
は
地
獄
へ
行
く
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
で
も
法
華
経
に
は
、
一
念
三
千
の
珠
を
抱
い
て
い
る
、
そ

れ
が
「
文
の
底
」
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
や
は
り
一
念
三
千
そ
の
も
の
は
悟
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
お
題
目
で
こ
れ
で
救
わ
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こ
の
辺
も
、
他
の
方
々
の
解
釈
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
本
尊
論
に
お
き
ま
し
て
は
、
あ
る
い
は
、
釈
尊
本
尊
、
題
目

本
尊
、
曼
茶
羅
本
尊
、
本
仏
日
蓮
聖
人
本
尊
、
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
ど
も
、
隆
師
は
こ
の
「
本
尊
抄
」
の
文

章
に
よ
り
ま
し
て
唯
一
の
成
仏
で
き
る
法
が
南
妙
法
蓮
華
経
だ
と
。
そ
れ
を
次
の
と
こ
ろ
で
、
本
化
だ
け
に
付
嘱
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
、
こ
こ
に
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
を
み
る
わ
け
で
す
。

こ
の
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
を
経
典
の
上
に
み
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
実
は
、
日
隆
聖
人
の
教
学
の
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
な
ん
で
す
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
申
す
か
と
い
い
ま
す
と
、
つ
い
最
近
下
手
な
論
文
を
書
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
調
べ

た
こ
と
な
ん
で
す
が
、
最
近
の
四
○
ほ
ど
の
論
文
を
、
関
係
論
文
を
見
て
み
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
上
行
付
嘱
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
出
て
く
る
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
上
行
自
覚
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
書
か
れ
た
論
文
は
管
見

に
ふ
れ
た
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
な
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
日
隆
聖
人
教
学
を
受
け
た
も
の
は
当
た
り
前
に
、
毎
日
朝
晩
、
上
行
所
伝
の
南

無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
た
り
前
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
そ
れ
が
他
門
流
の
方
々
は
、
上
行
付
嘱

れ
た
、
南
妙
法
蓮
華
経
の
信
唱
に
よ
る
超
越
と
言
い
ま
す
か
。
そ
う
考
え
る
と
日
蓮
聖
人
の
信
心
の
世
界
が
よ
り
身
近
な
も
の
に
な

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
隆
師
が
衆
生
の
機
根
と
い
う
も
の
を
非
常
に
厳
し
く
、
低
く
見
て
、

そ
れ
故
に
南
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
も
二
重
説
か

ら
三
重
説
へ
い
か
れ
た
理
由
な
の
か
な
と
、
今
私
は
思
っ
て
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

と
も
か
く
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の
「
本
尊
抄
」
前
半
は
、
題
目
し
か
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
結
論
と
な
り
、
従
っ
て
そ
れ
を
本

尊
の
正
体
と
さ
れ
る
の
が
次
の
第
二
段
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
す
。

②
第
二
段
本
尊
の
正
体
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
〔
資
料
、
本
誌
⑫
頁
〕

②
第
二
段
本

①
上
行
付
嘱
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と
い
う
こ
と
を
教
義
と
し
て
認
め
て
な
い
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
最
近
、
な
ぜ
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
ん
で
す
。

実
際
に
書
か
れ
て
い
る
論
文
を
見
る
と
、
上
行
付
嘱
と
い
う
こ
と
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
論
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
検
索
し
た
ら
自

分
が
書
い
た
の
が
ヒ
ッ
ト
し
た
と
い
う
こ
と
で
。
そ
う
い
う
こ
と
が
現
状
な
ん
で
す
。
な
ぜ
な
ん
で
し
ょ
う
。

い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ま
す
に
、
こ
の
仏
滅
後
と
い
う
こ
と
の
認
識
が
ど
う
な
の
か
と
。
日
蓮
聖
人
の
「
本
尊
抄
」
は
御
承
知
の
よ

う
に
「
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
」
。
題
号
に
は
明
確
に
仏
滅
後
末
法
の
本
尊
と
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
し
か

し
、
日
蓮
聖
人
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
滅
後
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
言

う
と
、
ど
う
も
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
日
蓮
宗
読
本
」
な
ん
か
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
釈
尊
の
現
在
、
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
教
学
の
場

合
で
す
と
、
現
在
と
い
う
の
は
法
華
経
を
説
い
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
釈
尊
の
未
来
と
な
る
と
、
こ
れ
は
滅
後
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
釈
尊
の
未
来
は
わ
れ
わ
れ
の
現
在
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
こ
と
が
法
華
経
が
滅
後
の
た
め
だ
と
い
う
こ
と
を
読
ん
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

一
方
で
、
よ
く
聞
か
れ
る
の
は
、
「
守
護
国
家
論
』
の
な
か
に
出
て
き
ま
す
「
法
華
経
は
釈
迦
牟
尼
佛
也
」
、
あ
る
い
は
ま
た
「
此

経
を
信
ず
る
者
の
前
に
は
、
滅
後
た
り
と
云
へ
ど
も
仏
の
在
世
な
り
」
い
う
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
も
の
を
ひ
い
て
、

こ
の
わ
れ
わ
れ
の
法
華
経
に
対
す
る
立
場
と
い
う
も
の
を
強
調
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
、
そ
う
い
う
面
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す

が
、
そ
れ
ば
か
り
を
強
調
す
る
と
な
る
と
、
滅
後
と
い
う
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
ど
う
な
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け

が
、
え仏

滅
後
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
、
仏
滅
後
に
投
げ
出
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
と
。
そ
れ
が
ど
う
や
っ
て
救
わ
れ
る
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
じ
ゃ
あ
い
っ
た
い
具
体
的
に
ど
う
な
ん
だ
と
。
自
分
の
心
境
だ
け
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も

お
経
に
何
か
滅
後
の
た
め
に
説
か
れ
た
教
義
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
そ
の
辺

慶
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が
一
般
の
論
文
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
上
行
付
嘱
の
上
の
字
も
な
い
。
全
部
上
行
自
覚
。
つ
ま
り
日
蓮
聖
人
の
御
自
覚
に
よ
っ
て
法

華
経
を
末
法
の
も
の
と
受
け
止
め
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
が
ど
っ

か
に
飛
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
私
の
管
見
で
す
か
ら
、
見
落
と
し
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
不
審
で
す
。

し
か
し
隆
師
は
こ
の
「
本
尊
抄
』
の
本
尊
正
顕
段
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
四
十
五
字
法
体
段
を
受
け
て
、
「
こ
の
本
門

の
肝
心
、
南
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
お
い
て
は
仏
猶
文
殊
薬
王
等
に
も
之
を
付
嘱
し
た
ま
は
ず
。
い
か
に
い
わ
ん
や
其
の
已
下
を
や
。

但
地
涌
千
界
を
召
し
て
八
品
を
説
い
て
こ
れ
を
付
属
し
た
ま
ふ
」
と
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
の
重
要

性
を
認
識
さ
れ
た
。
で
、
こ
れ
に
関
し
て
、
こ
ち
ら
（
常
回
寺
）
の
研
究
所
の
都
守
先
生
の
あ
れ
は
、
『
法
華
取
要
抄
」
の
草
案
に

つ
い
て
の
ご
論
文
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
都
守
基
一
先
生
だ
け
は
「
本
尊
抄
」
と
「
取
要
抄
」
、
そ
れ
は
「
客
観
的

な
教
相
上
の
記
述
に
よ
り
地
涌
出
現
の
確
証
を
述
べ
る
の
で
あ
っ
て
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
印
象
に
残
っ
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
他
の
方
は
、
た
と
え
ば
、
浅
井
圓
道
氏
で
も
、
こ
れ
は
上
行
自
覚
と
い
う
解
釈
を
主
と
し
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
の
と

こ
ろ
が
、
日
隆
教
学
と
い
う
も
の
を
理
解
で
き
る
か
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

隆
師
は
上
行
付
嘱
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
ん
じ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
法
華
経
の
教
義
と
な
り
ま
す
と
、
皆
さ
ん
方
は
一

般
的
に
は
、
「
開
目
抄
」
で
、
迩
門
の
教
義
、
こ
れ
は
二
乗
作
仏
と
、
そ
れ
か
ら
、
本
門
の
教
義
は
、
こ
れ
は
久
遠
実
成
だ
と
。
こ

の
二
箇
の
大
事
を
、
非
常
に
強
調
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
隆
教
学
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
上
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

こ
の
末
法
の
た
め
の
本
門
、
本
地
本
門
、
そ
の
教
義
と
し
て
、
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
を
見
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
と
で
見
て
い

た
だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
上
行
付
嘱
こ
そ
が
釈
尊
出
世
の
本
懐
だ
と
、
こ
う
い
う
見
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
を
、
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
は
別
と
し
ま
し
て
、
ま
ず
、
そ
う
い
う
も
の
を
隆
師
が
ち
ゃ
ん
と
法
華
経
の
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な
か
に
見
て
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
義
を
展
開
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
の
理
解
を
さ
れ
な
け
れ
ば
、
隆
師
教
学
と

い
う
も
の
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
、
上
行
付
嘱
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

上
行
付
嘱
に
類
す
る
言
葉
と
し
ま
し
て
、
そ
こ
の
三
ペ
ー
ジ
の
始
め
〔
資
料
、
本
誌
妬
頁
〕
に
書
き
ま
し
た
が
、
上
行
所
伝
、
上
行

要
付
、
皆
、
同
じ
意
味
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
用
語
の
確
実
な
遺
文
の
典
拠
は
、
「
法
華
取
要
抄
」
の
な
か
に
「
上
行
菩
薩

所
伝
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
日
蓮
逝
文
の
上
で
は
確
実
な
所
で
す
。
上
行
要
付
、
上
行
付
嘱
に
つ
い
て
は
確
実
な
遺

文
の
出
典
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
教
学
で
は
、
上
行
所
伝
、
上
行
要
付
、
上
行
付
嘱
、
こ
れ
は
全
く
同
じ
意
味
で
使

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
意
味
は
「
仏
滅
後
末
法
の
為
に
、
本
仏
釈
尊
が
、
本
門
八
品
に
於
て
上
行
菩
薩
を
上
首
と
す
る
地
涌
の
菩

薩
に
題
目
を
付
嘱
し
、
弘
経
を
命
じ
た
こ
と
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
」
で
は
「
差
を
以
て
滅
後
の
弘
経
に
於

て
も
仏
の
所
属
に
随
っ
て
弘
法
之
限
り
有
り
」
と
あ
っ
て
隆
師
は
、
こ
れ
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
上
行
付
嘱
が
根
拠
と
な
っ
て
、
滅

後
の
弘
経
が
あ
る
と
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
隆
師
教
学
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
教
義
の
一
つ
、
こ
れ
が
上
行
付
嘱
と
い
う
こ
と
で

従
っ
て
隆
師
は
、
「
八
品
を
説
い
て
こ
れ
を
付
嘱
し
た
も
う
」
と
あ
る
そ
の
あ
と
に
、
「
本
尊
抄
」
で
は
「
其
の
本
尊
の
為
体
ら
く
、

本
師
の
娑
婆
の
上
に
宝
塔
空
に
居
し
」
等
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
隆
師
は
「
本
尊
も
ま
た
上
行
付
嘱
の
本
尊
」
と
、
こ
う
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
上
行
付
嘱
の
本
尊
と
は
本
地
の
妙
法
蓮
華
経
是
れ
な
り
」
あ
る
い
は
ま
た
「
本
門
の
本
尊
と
は
、
堅

く
仏
菩
薩
の
所
居
の
土
を
簡
み
、
諸
仏
を
廃
し
て
久
遠
の
釈
尊
を
取
り
、
迩
化
他
方
を
廃
し
て
上
行
を
取
り
、
界
内
外
の
諸
浄
土
を

廃
し
て
本
国
土
妙
を
取
っ
て
、
本
果
妙
の
釈
尊
本
因
抄
の
上
行
と
、
依
正
互
融
す
る
界
如
三
千
事
円
の
妙
法
蓮
華
経
の
本
尊
は
、
十

法
界
の
聖
衆
久
遠
下
種
の
総
本
尊
な
り
。
故
に
当
宗
に
上
行
所
伝
の
本
地
の
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
本
尊
と
す
る
は
本
門
の
意
な
り
」

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
隆
師
に
と
っ
て
本
尊
と
い
う
の
は
、
上
行
付
嘱
の
本
尊
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
筋
）
（
大
平
宏
龍
）

ご
ざ
い
ま
す
。
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本
門
八
品
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
能
説
の
経
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
行
付
嘱
は
所
説
の
教
義
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

上
行
付
嘱
の
題
目
と
い
う
も
の
が
現
れ
れ
ば
、
八
品
と
い
う
用
語
は
な
く
た
っ
て
別
に
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ

の
こ
と
も
あ
と
で
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
一
般
に
は
八
品
な
ん
て
、
「
本
尊
抄
」
に
三
回
出
て
い
る
だ

け
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
と
は
み
ん
な
寿
量
品
中
心
で
あ
る
の
に
な
ぜ
八
品
だ
、
と
い
う
の
は
、
八
品
門
流
に
対
す
る
素
朴
な
批
判
の
一

つ
。
こ
れ
は
大
き
な
誤
解
な
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
も
あ
と
で
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
あ
と
、
「
本
尊
抄
」
は
上
行
付
嘱
の
題
目
を
本
尊
と
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
隆
師
に
と
っ
て
も
釈
尊
も
本
尊
な
ん
で
す
。

し
か
し
、
釈
尊
本
尊
は
題
目
本
尊
に
対
し
て
第
二
義
的
本
尊
と
い
う
位
置
付
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
と
で
ま
た
。

②
本
門
本
尊
の
末
法
流
化
〔
資
料
、
本
誌
妃
頁
〕

こ
の
本
門
の
本
尊
と
い
う
も
の
の
、
そ
れ
が
末
法
に
流
布
、
化
益
す
る
と
。
末
法
に
必
ず
広
ま
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
と
し
て
、

隆
師
は
そ
こ
に
日
蓮
聖
人
の
三
証
具
足
、
理
証
、
文
証
、
現
証
と
い
う
、
そ
う
い
う
証
明
を
み
て
い
る
わ
け
で
す
。

Ａ
、
理
証
（
一
、
本
門
の
本
尊
詮
出
の
教
相
た
る
五
璽
三
段
）
〔
資
料
、
本
誌
偲
頁
〕

第
一
番
目
が
、
本
門
の
本
尊
詮
出
の
教
相
た
る
五
重
三
段
、
こ
れ
を
理
証
と
み
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
、
五
重
三
段
と
い
う
の
は
、

と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

上
行
付
嘱
と
い
う
用
語
は
隆
師
の
著
述
の
あ
ち
こ
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
般
の
、
他
の
先
師
の
教

学
に
は
ど
う
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
が
や
は
り
、
隆
師
教
学
の
特
色
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
上
行
付
嘱
と
い
う
こ
と
が
、
こ
ん
な
に
強
く
言
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
確
立
し
た
隆
師
教

学
の
立
場
か
ら
み
た
「
本
尊
抄
」
解
釈
の
特
色
と
い
う
な
か
に
、
八
品
の
こ
と
は
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
上
行
付

嘱
と
い
う
こ
と
の
教
義
を
説
く
経
文
が
本
門
八
品
と
い
う
こ
と
な
ん
で
あ
っ
て
、
そ
の
辺
も
一
般
の
理
解
が
ち
ょ
っ
と
ず
れ
て
い
る
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か
も
、
本
門
の
三
段
』

葉
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
隆
師
は
、
率

六
段
。
そ
れ
か
ら
、
函

こ
れ
を
隆
師
は
、
決

こ
れ
は
、
先
師
に
よ
っ
て
は
、
四
重
三
段
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
五
重
三
段
と
み
て
、
前

四
重
三
段
、
そ
れ
と
第
五
三
段
、
こ
う
分
け
る
の
が
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

で
、
最
初
の
第
一
か
ら
第
四
ま
で
は
、
こ
れ
は
当
然
、
正
宗
正
意
で
す
ね
。
一
代
、
一
経
、
そ
し
て
、
迩
門
、
本
門
と
。
で
、
迩

門
、
本
門
も
、
こ
れ
を
四
重
三
段
説
で
は
、
二
経
六
段
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
る
訳
で
す
が
、
隆
師
の
場
合
は
、
は
っ
き
り
こ
こ
は
、

本
迩
勝
劣
と
み
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
迩
門
三
段
、
こ
の
な
か
で
教
主
と
所
説
の
法
門
と
い
う
も
の
を
記
さ
れ
た
。
迩
門

の
場
合
は
、
始
成
正
覚
の
釈
尊
が
教
主
。
で
、
所
説
の
法
門
は
「
本
無
今
有
の
百
界
千
如
」
と
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
で
、

本
門
三
段
の
ほ
う
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
教
主
は
始
成
正
覚
で
は
な
い
と
言
う
ん
だ
か
ら
、
久
成
の
釈
尊
、
そ
し
て
、
法
門
の
ほ
う

は
、
所
説
の
法
門
は
何
か
と
い
う
と
「
十
界
久
遠
之
上
に
国
土
世
間
既
に
顕
る
、
一
念
三
千
殆
ど
竹
膜
を
隔
て
た
り
」
と
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
、
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
教
主
も
比
較
し
て
、
所
説
の
法
門
に
対
し
て
も
比
較
し
て
お
ら
れ
る
。
し

か
も
、
本
門
の
三
段
に
お
け
る
、
こ
の
所
説
の
結
果
と
し
て
は
「
一
念
三
千
殆
ど
竹
膜
を
隔
て
た
り
」
と
い
っ
た
、
謎
の
よ
う
な
言

し
て
二
経
六
段
と
一
緒
に
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
隆
師
の
場
合
は
、
こ
の
場
合
も
、
ま
ず
、
破
迩
顕
本
の
二
経

六
段
。
そ
れ
か
ら
、
開
迩
顕
本
の
二
経
六
段
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
ま
ず
迩
門
三
段
を
本
門
三
段
で
破
し
、
そ
し
て
、
迩
門
三
段
を

本
門
三
段
に
開
会
す
る
と
。
こ
う
い
う
立
場
で
み
て
お
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
、
隆
師
の
場
合
は
、
一
経
三
段
の
法
華
経
と
い
う
と
、

本
迩
一
致
の
法
華
経
、
二
経
六
段
の
法
華
経
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
本
迩
勝
劣
の
法
華
経
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
決
し
て
二
経
六
段
門
と
一
緒
に
は
で
き
な
い
。
迩
門
三
段
、
本
門
三
段
で
、
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
は

正
宗
正
意
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
も
同
じ
、
一
般
も
同
じ
。
極
ま
り
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
こ
は
、
ま
さ
に
本
門
一
品
二
半
に
あ
る
。

そ
し
て
、
法
体
で
い
え
ば
、
一
念
三
千
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
本
門
の
一
念
三
千
。
で
、
こ
の
次
の
第
五
の
三
段
。
こ
れ
が
ま
た
、

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）
（
大
平
宏
龍
）
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隆
師
の
見
方
と
一
般
の
見
方
が
違
う
。
ど
う
違
う
か
と
い
う
と
、
一
般
の
五
重
三
段
の
解
釈
は
、
全
部
、
正
宗
正
意
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、
隆
師
は
違
う
ん
で
す
。
隆
師
は
第
五
三
段
を
流
通
正
意
と
説
き
ま
す
。
こ
こ
が
大
き
な
違
い
で
す
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
五
重
三
段
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
三
段
と
い
う
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
お
経
を
解
釈
す
る
方
法
と
し
て
、

三
分
科
経
と
い
う
中
国
由
来
の
、
序
、
正
、
流
通
で
分
け
る
考
え
方
を
教
判
に
利
用
さ
れ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
、
三
段
を
取
ら
れ
た

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
実
は
流
通
正
意
を
言
い
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
隆
師

の
解
釈
。
つ
ま
り
こ
の
、
本
門
一
品
二
半
で
極
ま
っ
た
事
の
一
念
三
千
の
、
こ
れ
は
、
あ
と
で
言
い
ま
す
、
三
益
論
で
い
き
ま
す
と
、

こ
れ
は
脱
な
ん
で
す
。
脱
益
の
極
ま
り
な
ん
で
す
。
こ
の
脱
益
の
極
ま
り
を
同
じ
本
門
の
立
場
か
ら
、
今
度
は
、
種
、
熟
、
脱
の
三

益
で
も
っ
て
、
法
界
全
体
を
捉
え
直
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
真
実
の
仏
種
子
を
見
い
出
す
。
こ
れ
が
こ
の
本
門
三
段
の
上
の
法
界
三

段
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

六
ペ
ー
ジ
の
な
か
ほ
ど
〔
資
料
、
本
誌
碗
頁
〕
に
、
日
隆
教
学
に
お
け
る
本
迩
と
い
う
も
の
の
見
方
と
い
う
も
の
を
、
「
本
尊
抄
」

の
第
五
三
段
の
流
通
分
の
本
門
の
一
往
釈
の
所
で
述
べ
ら
れ
た
「
久
種
を
も
っ
て
下
種
と
為
し
」
う
ん
ぬ
ん
と
あ
り
ま
す
ね
。
あ
そ

こ
を
基
に
し
た
図
解
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
た
、
あ
と
で
、
述
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
、
正
宗
、
第
五
の

本
門
一
品
二
半
に
極
ま
っ
た
、
こ
れ
を
基
に
し
て
、
末
法
の
わ
れ
わ
れ
の
下
種
の
種
子
と
い
う
も
の
を
新
た
に
こ
こ
で
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
、
末
法
の
わ
れ
わ
れ
に
届
け
る
た
め
に
教
義
と
し
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い
う
の
が
第
五
三
段
で
あ
り

ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
第
五
三
段
を
法
界
全
体
の
こ
と
と
し
て
み
ま
す
の
で
、
法
界
三
段
と
い
う
、
あ
る
い
は
、
ま
た
隆
師
は
、

観
心
の
三
段
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
名
称
は
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
と
も
か
く
、
本
門
の
上
に
、
ま
た
本

門
の
三
段
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
理
由
は
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、
隆
師
の
意
に
よ
れ
ば
、
正
宗
正
意
で
来
た
も
の
が
、
こ
こ
で
末
法

の
た
め
に
流
通
正
意
に
転
換
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
が
、
こ
の
第
五
三
段
だ
と
い
う
解
釈
な
ん
で
す
。
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「
本
尊
抄
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
序
分
は
「
三
世
十
方
微
塵
の
経
教
」
で
す
。
で
、
正
宗
分
は
何
か
と
。
こ
れ
は
『
本
尊
抄
」
に
よ

れ
ば
、
ま
ず
、
序
分
を
挙
げ
て
「
三
世
十
方
微
塵
の
経
教
」
は
、
寿
量
の
序
分
だ
と
言
わ
れ
た
あ
と
、
序
正
対
判
さ
れ
ま
す
。
で

．
品
二
半
以
外
は
、
小
乗
教
、
邪
教
、
未
得
道
教
、
覆
相
教
と
名
く
」
と
こ
う
、
云
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
の
疑
問
は
、
寿
晶
と
一
品
二
半
と
い
う
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
問
題
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

株
橋
先
生
の
解
釈
で
す
と
、
こ
の
第
五
三
段
の
正
宗
分
は
寿
最
。
「
寿
量
の
序
分
な
り
」
と
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
寿
量
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
、
こ
の
久
遠
下
種
の
種
子
を
詮
す
る
経
文
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
辺
が
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
ん
で
す
が
、
本
門

三
段
で
一
品
二
半
が
正
宗
と
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
脱
益
の
立
場
と
し
て
の
極
ま
り
で
す
。
で
す
か
ら
、
事
の
三
千
、
こ
れ
も
脱
益

の
種
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
種
子
と
い
う
も
の
は
、
常
に
こ
れ
は
、
種
脱
一
双
。
コ
シ
ヒ
カ
リ
を
食
べ
た
け
れ
ば
、

コ
シ
ヒ
カ
リ
の
籾
を
ま
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ご
ろ
は
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
く
な
っ
て
お
り

ま
す
け
ど
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
脱
益
の
種
子
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
と
に
か
え
せ
ば
、
そ
れ
は
下
種
の
種
子
に
な

る
。
こ
れ
を
隆
師
は
以
脱
還
種
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
て
、
脱
益
の
極
ま
り
が
あ
れ
ば
当
然
、
そ
の
も
と
の
下
種
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
脱
を
以
て
種
に
還
す
。
一
品
二
半
が
脱
益
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
即
ち
下
種
の
種
子
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
、
だ
か
ら
こ

こ
の
．
念
三
千
ほ
と
ん
ど
竹
膜
を
隔
て
た
り
」
と
い
う
、
竹
膜
の
隔
て
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、
そ
の
種
脱
の
相
違
の
こ

と
を
言
わ
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
第
五
三
段
の
正
宗
分
は
、
で
す
か
ら
、
経
文
は
寿
量
、
実
体
は
久
遠
下
種
の
種
子
。
そ
し
て
、
こ
こ
な
ん
で
す
ね
。
流

通
分
、
こ
れ
が
何
か
と
い
う
。
で
、
「
本
尊
抄
』
の
本
文
の
な
か
に
は
流
通
分
と
い
う
表
示
が
な
く
て
、
そ
れ
で
、
い
ろ
ん
な
説
が

あ
る
わ
け
で
す
ね
。
日
蓮
聖
人
が
流
通
分
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
い
ろ
ん
な
説
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
隆
師
の
場
合
は
、
こ
の

流
通
分
は
何
か
と
な
る
と
、
こ
れ
は
本
門
八
品
だ
と
。
こ
う
、
取
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
な
い
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そ
れ
で
、
涌
出
品
に
来
て
、
で
、
い
よ
い
よ
、
誰
か
に
付
嘱
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
止
召
の

三
義
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
過
八
恒
河
沙
数
の
菩
薩
が
こ
の
経
を
付
嘱
し
て
ほ
し
い
と
釈
尊
に
の
ぞ
ん
で
、
迩
化
・
他

方
の
、
こ
れ
は
、
経
文
で
は
他
方
来
の
菩
薩
と
あ
る
の
を
、
日
蓮
聖
人
は
迩
化
ま
で
含
め
て
迩
化
他
方
来
の
菩
薩
と
あ
る
と
解
し
て

い
ま
す
。
要
す
る
に
こ
こ
で
、
天
台
は
止
召
の
三
義
と
し
て
、
迩
化
他
方
を
止
め
る
の
に
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
本
化

を
呼
び
出
す
の
に
三
つ
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
、
こ
の
止
召
の
三
義
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
、
地
涌
の

涌
出
が
あ
り
、
こ
れ
が
、
上
行
付
嘱
の
近
序
で
す
。
い
よ
い
よ
、
こ
こ
に
上
行
付
嘱
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
理
解
で
は
、

地
涌
の
菩
薩
だ
け
に
付
嘱
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
別
命
付
嘱
と
、
わ
れ
わ
れ
は
習
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
寿
量
品
は
久

遠
実
成
の
釈
尊
を
明
か
す
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
見
方
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
三
世
益
物
を
明
か
す
、
そ
し
て
、

久
遠
の
種
子
を
明
か
す
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
事
と
み
て
お
り
ま
す
。
で
、
あ
と
の
ほ
う
で
、
「
本
尊
抄
」
に
出
て
く
る
寿
量
品
の
解

と
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
本
門
八
品
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
を
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
始
ま
り
は
、
宝
塔
品
で
す
。
例
の
「
新
尼
御
前
御
返
事
」
に
は
、
「
宝
塔
品
よ
り

事
を
こ
り
て
、
寿
最
品
に
説
き
顕
し
、
神
力
品
嘱
累
に
事
極
ま
り
て
候
」
こ
れ
は
本
尊
の
起
顕
極
を
言
わ
れ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、

裏
返
せ
ば
こ
れ
は
上
行
付
嘱
の
文
言
と
重
な
る
わ
け
で
す
。
で
、
上
行
付
嘱
は
宝
塔
品
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
、
付
嘱
有
在
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
釈
尊
が
も
う
間
も
な
く
入
滅
す
る
。
滅
後
の
弘
教
を
誰
か
や
ら
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
、
弘
教
の

呼
び
か
け
が
あ
る
。
こ
れ
が
上
行
付
嘱
の
遠
序
で
す
。
こ
れ
を
通
命
付
嘱
と
い
う
の
は
ま
だ
こ
こ
で
は
、
本
化
も
迩
化
も
区
別
は
あ

り
ま
せ
ん
。
誰
か
滅
後
に
こ
の
経
を
広
め
る
も
の
は
な
い
か
と
い
う
、
こ
の
弘
教
の
唱
募
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
上
行
付
嘱
の
遠
序
と

り
ま
せ
ん
。
誰
冬

な
る
わ
け
で
す
。
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説
中
「
我
が
内
証
の
寿
量
品
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
出
て
く
る
お
題
目
の
こ
と
を
「
寿
量
品
の
肝
要
た
る
名
体
宗

用
教
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
こ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
、
神
力
品
に
付
嘱
さ
れ
た
題
目
が
こ
こ
で
既
に
説
か
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
寿
量
品
の
付
嘱
と
し
て
、
こ
れ
を
良
薬
付
嘱
と
わ
れ
わ
れ
は
習
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
こ
の
あ
と
、
経
文
で
は
三
功
徳
品
即
ち
分
別
功
徳
、
そ
れ
か
ら
、
随
喜
功
徳
、
法
師
功
徳
、
そ
し
て
、
不
軽
、
こ
う
続
き

ま
す
が
、
こ
の
分
別
功
徳
品
と
随
喜
品
、
こ
れ
は
、
付
嘱
の
流
れ
か
ら
い
き
ま
す
と
、
こ
こ
は
、
信
行
の
因
の
功
徳
。
一
念
信
解
と

か
、
五
十
展
転
の
功
徳
。
そ
し
て
、
法
師
功
徳
品
は
信
行
の
果
の
功
徳
。
六
根
清
浄
の
功
徳
。
そ
し
て
、
不
軽
品
は
信
行
の
証
人
、

と
解
さ
れ
て
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
あ
と
、
神
力
品
で
地
涌
に
付
嘱
し
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
嘱
累
品
で
地
涌
を
頭
と
す
る
一
切
の
衆
へ

の
付
嘱
が
あ
る
。
神
力
品
で
は
地
涌
の
菩
薩
に
題
目
を
付
嘱
す
る
。
故
に
神
力
品
の
付
嘱
が
結
要
付
嘱
。
こ
れ
は
末
法
の
た
め
。
そ

れ
か
ら
、
嘱
累
品
の
付
嘱
、
こ
れ
が
三
摩
付
嘱
。
こ
れ
は
正
像
の
た
め
。
で
、
こ
の
あ
と
は
流
通
還
迩
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
こ
の
本
門
八
品
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
付
嘱
の
立
場
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と

で
、
本
門
八
品
と
い
う
も
の
を
隆
師
は
上
行
付
嘱
品
と
、
こ
う
い
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
。

八
品
の
内
容
と
い
う
も
の
を
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
一
貫
し
て
、
地
涌
の
菩
薩
を
呼
び
出
し
て
、
そ
し
て
末

法
の
た
め
に
、
そ
の
、
末
法
下
種
と
な
る
題
目
を
付
嘱
す
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
は
な

い
か
と
、
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
寿
量
品
が
大
事
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
寿
量
品
で
あ
ら
わ

さ
れ
た
、
題
目
の
所
裏
の
実
体
。
寿
量
品
で
示
さ
れ
た
の
は
、
詳
し
く
言
う
と
、
本
因
・
本
果
・
本
国
土
、
三
妙
合
論
の
事
の
一
念

三
千
、
こ
の
中
心
と
な
る
法
体
が
明
か
さ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
、
以
脱
還
種
し
て
、
末
法
の
た
め
に
付
嘱
す
る
、

そ
の
下
種
の
法
、
こ
れ
が
、
上
行
付
嘱
の
題
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
な
か
な
か
や
や
こ
し
い
問

題
な
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
る
と
、
八
品
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
第
五
三
段
の
流
通
分
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
は
、
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末
法
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
正
宗
、
あ
る
い
は
正
説
、
こ
う
い
う
転
換
に
な
る
わ
け
。
で
す
か
ら
「
在
世
正
宗
滅
後
流
通
」
と

言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
末
法
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
し
た
弘
教
と
い
う
も
の
、
そ
こ
に
ち
ゃ
ん
と
私
ど
も
が
下
種
で
き
る
法
と
い
う
も
の

を
、
経
の
な
か
に
用
意
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
伝
え
る
、
そ
う
い
う
教
義
が
ち
ゃ
ん
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
流
通
分
と

し
て
の
立
場
か
ら
み
る
と
き
に
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
「
本
門
は
一
向
に
滅
後
の
た
め
」
と
い

う
表
現
が
さ
れ
た
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
隆
師
の
こ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
論
文
を
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
要

す
る
に
、
本
門
の
序
正
流
通
と
い
う
こ
と
は
、
天
台
の
分
文
に
よ
っ
て
、
本
門
の
序
正
流
通
と
い
う
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
、
末
法
の
た
め
の
経
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
全
部
、
流
通
の
序
で
あ
り
、
流
通
の
正
宗
で
あ
り
、
流
通
の
流
通
だ
と
い
う
ふ
う
な

文
言
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
、
本
門
は
一
向
に
末
法
の
た
め
だ
と
。

さ
て
、
こ
の
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
を
八
品
に
み
た
と
い
う
こ
と
の
、
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
本
尊
抄
」

の
な
か
に
五
重
三
段
の
あ
と
で
出
て
く
る
、
八
品
の
証
文
と
い
う
所
、
そ
れ
は
隆
師
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
部
分
で
す
け
れ
ど
も
、

寿
鼠
品
の
引
用
の
な
か
に
、
い
わ
ゆ
る
、
医
師
の
臂
が
引
か
れ
て
お
り
ま
す
。
良
医
治
子
の
臂
え
と
も
言
い
ま
す
け
ど
も
、
こ
の
医

師
の
臂
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
注
目
は
二
つ
で
す
。
「
是
好
良
薬
」
、
是
の
好
き
良
薬
を
今
留
め
て
此
に
在
く
、
汝
取
っ
て
服
す
べ

し
、
差
え
じ
と
憂
ふ
こ
と
な
か
れ
、
と
。
是
好
良
薬
、
こ
れ
は
、
今
、
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
本
門
の
寿
量
品
の
肝
要
た
る
名
体
宗

用
教
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
。
こ
れ
は
要
す
る
に
題
目
だ
と
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
「
遣
使
還
告
」
、
こ
れ
は
本
門
の
四
依
の
地
涌

だ
と
。
こ
う
み
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
題
目
の
付
嘱
を
説
く
八
品
の
経
文
の
所
に
も
、
同
じ
意
味
で
ち
ゃ
ん
と
こ
れ
が
教
義

と
し
て
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
八
品
を
み
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
決
し
て
こ
れ
は
、
一
品
二
半
と
か
寿
量
品
に

対
し
て
、
八
品
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
一
品
二
半
に
極
ま
っ
た
そ
の
種
子
を
、
末
法
の
た
め
に
下
種
の
種
子
と
し
て
転
換
を
し

て
、
そ
し
て
流
通
分
と
し
て
末
法
下
種
に
備
え
る
、
こ
れ
が
八
品
の
内
容
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
寿
量
品
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
の
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序
分
も
後
の
流
通
分
も
含
ん
だ
、
こ
れ
が
本
門
の
序
正
流
通
。
そ
れ
が
全
体
と
し
て
滅
後
の
た
め
。
こ
う
い
う
理
解
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。で

す
か
ら
、
こ
れ
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
本
尊
抄
」
の
第
五
三
段
の
流
通
分
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
影
略

互
顕
の
文
と
習
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
ま
ず
「
在
世
の
本
門
と
末
法
の
始
め
と
は
一
同
に
純
円
な
り
」
と
。
こ
れ
は
、
在
世
一
品

二
半
に
説
か
れ
た
種
子
も
本
門
序
正
流
通
に
説
か
れ
る
種
子
も
種
子
と
し
て
は
、
同
じ
、
つ
ま
り
、
種
脱
一
双
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
「
但
し
、
彼
は
脱
、
此
れ
は
種
な
り
。
彼
は
一
品
二
半
、
此
れ
は
但
題
目
の
五
字
な
り
」
。
こ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
影
略
互
顕

の
文
と
こ
う
習
っ
た
の
で
す
が
、
つ
ま
り
、
分
か
り
き
っ
て
い
る
か
ら
一
方
を
省
い
た
と
い
う
考
え
方
な
ん
で
す
。

つ
ま
り
「
彼
は
一
品
二
半
、
こ
れ
は
本
門
序
正
流
通
（
本
門
八
品
）
」
。
「
彼
は
事
の
一
念
三
千
、
此
れ
は
但
題
目
の
五
字
な
り
」

で
、
隆
師
の
科
文
は
も
っ
と
詳
し
い
。
で
、
こ
こ
で
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
隆
師
の
科
文
に
「
経
旨
を
解
せ
ん

が
為
に
還
っ
て
相
対
を
以
て
」
と
あ
り
ま
す
。
経
旨
を
解
せ
ん
が
為
に
か
え
っ
て
相
対
を
も
っ
て
、
つ
ま
り
、
お
経
の
中
身
を
は
っ

き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
え
て
、
相
対
し
て
示
せ
ば
と
い
う
意
味
に
取
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
は
、
本
文
は
、

「
た
だ
し
彼
は
脱
、
此
れ
は
種
な
り
。
彼
は
一
品
二
半
、
此
れ
は
但
題
目
の
五
字
な
り
」
で
す
け
れ
ど
も
、
隆
師
の
科
文
と
し
て
は

「
経
旨
を
解
せ
ん
が
為
に
還
っ
て
相
対
を
以
て
、
在
世
と
滅
後
末
法
と
、
正
宗
と
流
通
と
、
八
品
と
一
品
二
半
と
、
題
目
と
一
念
三

千
の
妙
理
と
、
種
と
脱
と
、
名
字
と
、
住
上
と
、
聖
者
と
悪
人
と
、
信
と
証
と
を
結
成
す
」
こ
う
い
う
対
照
を
こ
こ
に
読
み
取
っ
て

千
の
妙
理
と
、
鐸

い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
「
経
旨
を
解
せ
ん
が
為
に
還
っ
て
相
対
を
以
て
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
こ
れ
を
種
脱
一
双
と
い
う
観
点
か

ら
も
う
い
つ
ぺ
ん
見
直
す
な
ら
ば
「
在
世
の
本
門
と
末
法
の
初
は
一
同
に
純
円
な
り
」
こ
れ
は
ま
あ
い
い
と
し
て
、
こ
こ
で
す
ね
、

「
彼
は
脱
、
此
れ
は
種
な
り
」
と
普
通
は
読
ん
で
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
立
場
か
ら
言
え
ば
「
彼
の
脱
は
此
れ
の
種
、
彼
の
一
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品
二
半
は
こ
の
但
題
目
の
五
字
な
り
」
と
読
む
こ
と
も
可
能
。
こ
れ
は
隆
師
の
ヨ
帖
抄
』
と
か
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
も
出
て
く
る

読
み
方
で
す
。
で
、
時
間
が
な
い
の
で
詳
細
は
省
き
ま
す
が
、
こ
の
『
本
尊
抄
」
の
こ
こ
が
ど
う
い
う
解
釈
な
の
か
に
つ
い
て
問
題

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
普
通
に
は
、
八
品
と
い
う
も
の
を
何
か
一
品
二
半
と
別
物
の
よ
う
に
言
う
。
だ
か
ら
、
日
蓮

聖
人
は
寿
量
品
、
寿
量
品
と
言
っ
て
る
の
に
、
何
で
八
品
や
と
、
こ
う
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
こ
に
論
じ

ら
れ
た
成
仏
の
種
子
は
、
種
脱
一
双
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
正
宗
か
ら
み
る
と
一
品
二
半
、
脱
に
な
る
。
し
か
し
、
同
じ
経
文
で

す
か
ら
、
そ
れ
を
、
末
法
の
た
め
に
、
そ
の
種
の
所
と
し
て
種
脱
一
双
な
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
種
の
所
を
面
と
し
て
末
法
の
ほ
う

に
も
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
故
に
在
世
脱
だ
っ
た
も
の
が
、
末
法
で
は
種
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
一
品
二
半

と
八
品
と
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
末
法
下
種
の
た
め
に
以
脱
還
種
し
た
題
目
を
八
品
で
付
嘱
す
る
と
こ
ろ
で

「
一
品
二
半
よ
り
外
は
小
乗
教
・
邪
教
・
未
得
道
教
・
覆
相
教
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
「
爾
前
迩
門
の
円
教
す
ら
尚
仏
因
に
非

ず
」
で
す
か
ら
、
が
前
迩
門
無
得
道
で
あ
り
、
下
種
は
折
伏
と
な
る
。
た
だ
厳
密
に
は
、
脱
益
の
場
合
と
下
種
の
場
合
の
種
子
は
区

別
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
八
品
正
意
の
意
味
に
な
る
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
そ
こ
が
や
や
こ
し
い
の
で
説
明
は
難
し
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
隆
師
の
解
釈
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
と
で
八
品
正
意
の
件
、
少
し
時
間
が
あ

れ
ば
又
触
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
が
問
題
で
あ
る
と
。
上
行
付
嘱
を
説
く
経
文
で
あ
る
か
ら
、
八
品
が
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
の
大
事
な
お
経
に
な
る
。
決
し
て
寿
量
一
品
二
半
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
の
株
橋
先
生
の
科
文
に
返
り
ま
す
と
、
二
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
〔
資
料
、
本
誌
妃
～
偲
頁
〕
に
返
り
ま
す

と
、
本
門
の
本
尊
が
必
ず
末
法
に
広
ま
る
と
い
う
こ
と
が
三
証
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
す
。
ま
ず
理
証
と
し
て
五

重
三
段
で
し
た
。
そ
の
第
五
三
段
は
流
通
正
意
。
そ
れ
は
「
四
信
五
品
紗
」
で
「
流
通
の
一
段
末
法
の
明
鏡
尤
も
依
用
と
為
す
べ

し
。
」
そ
こ
で
は
四
信
と
五
品
で
す
け
れ
ど
も
、
序
正
流
通
と
い
う
三
段
を
挙
げ
た
理
由
は
、
流
通
正
意
に
あ
る
と
み
る
わ
け
で
す
。
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「
本
尊
抄
」
で
も
「
取
要
抄
」
で
も
ま
ず
迩
門
の
例
を
あ
げ
て
、
況
ん
や
本
門
を
や
と
、
再
往
は
本
門
流
通
を
主
と
す
る
立
場
か
ら

経
典
を
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
現
に
隆
師
の
『
本
門
弘
経
抄
」
は
こ
の
本
門
流
通
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
視
座
と
し
て
ず
っ
と
書
か
れ

て
い
る
。
そ
う
い
う
解
釈
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

Ｂ
、
文
証
（
二
、
本
門
の
本
尊
求
法
流
化
の
証
文
た
る
本
門
八
品
）
〔
資
料
、
本
誌
偲
頁
〕

次
に
文
証
と
し
て
本
門
八
品
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
「
本
尊
抄
」
の
中
で
は
実
際
は
八
品
の
な
か
の
涌
出
、

寿
量
と
神
力
、
嘱
累
の
こ
の
四
品
が
中
心
に
引
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
間
の
功
徳
流
通
の
三
功
徳
品
、
そ
れ
か
ら
不
軽
品
。
こ
れ

は
そ
こ
で
は
、
表
に
立
っ
て
引
か
れ
て
は
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
引
用
の
内
容
は
付
嘱
と
い
う
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
隆
師
は
八
品
の
証
文
と
み
る
わ
け
で
す
。

Ｃ
、
現
証
（
三
、
本
門
の
本
尊
能
弘
の
導
師
の
末
法
必
現
）
〔
資
料
、
本
誌
娼
頁
〕

そ
し
て
三
番
目
が
、
こ
の
本
門
の
本
尊
能
弘
の
導
師
の
末
法
必
現
と
い
う
こ
と
で
、
現
証
。
こ
れ
は
必
ず
末
法
に
本
尊
を
広
め
る

地
涌
の
出
現
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
株
橋
先
生
は
こ
こ
に
は
日
蓮
聖
人
と
し
て
、
上
行
自
覚
と

い
う
こ
と
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
ど
も
と
し
て
は
、
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
の
上
に
上
行

自
覚
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
立
場
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
隆
師
の
立
場
と
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
「
本
尊
抄
」
の
本
当
に
大
ま
か
な
内
容
を
見
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
隆
師
の
「
本
尊
抄
」
解
釈
で
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
ま
ず
題
目
が
唯
一
の
成
仏
の
法
、
即
ち
下
種
の
種
子
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
を
末
法
に
流
通
す
る
た
め
に
、
本
門
に
は

序
分
も
正
宗
分
も
流
通
分
も
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
が
一
貫
し
て
い
て
、
そ
れ
は
末
法
の
た
め
で
あ
る
こ
と
。
で
、
そ
の
こ
と
の
根

拠
は
、
寿
量
品
の
医
師
の
響
に
お
け
る
、
失
心
の
子
に
対
す
る
医
者
の
立
場
。
そ
こ
か
ら
、
是
好
良
薬
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
題
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私
思
う
に
、
付
嘱
の
あ
と
す
ぐ
、
本
尊
の
体
た
ら
く
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
本
尊
の
体
た
ら
く
」
と

い
う
も
の
は
、
実
は
上
行
付
嘱
の
場
面
と
考
え
た
ら
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。
こ
れ
は
管
見
で
は
隆
師
の
そ
の

ま
ま
の
文
字
が
見
い
だ
せ
ま
せ
ん
が
私
の
個
人
の
考
え
で
あ
り
ま
す
。
上
行
付
嘱
の
場
面
が
本
尊
の
体
た
ら
く
で
あ
り
、
「
報
恩

抄
」
の
い
わ
ゆ
る
、
あ
そ
こ
で
は
三
つ
の
正
法
の
「
形
貌
」
と
い
う
表
現
で
す
が
、
「
本
尊
の
形
貌
」
と
。
こ
れ
が
「
体
た
ら
く
」
。

『
報
恩
抄
」
の
ほ
う
で
は
、
「
日
本
乃
至
一
閻
浮
提
一
同
に
本
門
の
教
主
釈
尊
を
本
尊
と
す
べ
し
。
所
謂
宝
塔
の
内
の
釈
迦
多
宝
、
外

の
諸
仏
、
竝
に
上
行
等
の
四
菩
薩
脇
士
と
な
る
べ
し
」
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
「
本
尊
抄
」
の
「
体
た
ら
く
」
、
あ
そ
こ
と
同
じ

ふ
う
に
解
釈
で
き
ま
す
。
違
う
解
釈
を
す
る
方
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
上
行
付
嘱
の
場
面
が
何
の
た
め
に
あ
る

か
と
言
え
ば
、
末
法
の
私
ど
も
の
信
行
の
根
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
上
行
付
嘱
の
場
面
を
拝
む
と
い

う
こ
と
が
、
こ
れ
が
「
本
尊
の
体
た
ら
く
」
「
本
尊
の
形
貌
」
と
考
え
た
ほ
う
が
考
え
や
す
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
宗
祖
は
曼
茶
羅

本
尊
の
原
型
の
重
要
な
要
素
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
も
ち
ろ
ん
、
曼
茶
羅
本
尊
は
一
つ
だ
け
の
原
理
で
は
な
い
と
私
は
思
い

ま
す
、
他
の
こ
と
も
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
番
大
事
な
も
の
は
上
行
付
嘱
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

解
釈
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

目
で
あ
り
、
遣
使
還
告
は
地
涌
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
本
門
の
本
尊
は
題
目
。
そ
れ
が
上
行
所
伝
の
題
目
。
そ
し
て
「
本
尊
の
体
た
ら
く
、
本
師
の
娑
婆
の
上
に
宝
塔
空

に
居
し
、
塔
中
妙
法
蓮
華
経
」
等
と
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
一
般
に
曼
茶
羅
本
尊
の
儀
軌
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

隆
師
は
そ
こ
で
、
上
行
付
嘱
の
題
目
が
本
門
の
本
尊
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
尊
四
士
を
本
尊
と
す
る
方
は
「
本
師
の
娑
婆
の
上
に
宝

塔
」
等
と
あ
る
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
何
か
根
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
お
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
隆
師
は
題
目
を
本
尊
と
す
る

場
合
の
「
体
た
ら
く
」
。
即
ち
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
目
で
見
て
、
拝
め
る
そ
う
い
う
姿
と
し
て
、
本
門
八
品
の
姿
を
挙
げ
た
。
こ
う
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あ
ま
り
皆
さ
ん
は
問
題
と
さ
れ
な
い
よ
う
で
す
が
、
釈
尊
本
尊
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
方
は
、
そ
れ
は
一
尊
四
士
と
し
て
考
え

ら
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
尊
四
士
と
い
う
の
は
お
経
文
の
な
か
の
ど
こ
に
出
て
る
ん
で
し
ょ
う
。
日
蓮
聖
人
は
「
本
尊
抄
」
の

副
状
で
も
「
師
弟
共
に
霊
山
浄
土
に
詣
で
て
、
三
仏
の
顔
貌
を
拝
見
し
た
て
ま
つ
ら
ん
」
で
三
仏
、
三
仏
、
な
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ

が
常
に
確
実
と
考
え
る
御
遺
文
の
な
か
で
、
宗
祖
が
描
か
れ
る
釈
尊
は
皆
三
仏
の
姿
の
釈
尊
で
あ
る
。
「
報
恩
抄
」
で
も
「
宝
塔
の

内
の
釈
迦
」
と
。
だ
か
ら
あ
そ
こ
で
は
、
釈
尊
を
本
尊
に
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
釈
尊
は
宝
塔
の
内
の
釈
尊
そ
の
姿
の

こ
と
だ
よ
と
い
う
の
が
、
「
い
わ
ゆ
る
宝
塔
の
内
の
釈
迦
多
宝
」
と
、
こ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
う
考
え
ま
す
と
、
「
報
恩
抄
」
は
、
釈
尊
本
尊
の
み
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
一
方

同
じ
対
告
衆
に
対
し
て
、
『
本
尊
問
答
抄
」
が
あ
る
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
題
目
本
尊
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
の
題
目
を
本
尊
と
せ
よ

と
。
と
こ
ろ
が
「
報
恩
抄
」
の
副
状
で
も
、
「
御
本
尊
図
し
て
ま
い
ら
せ
候
」
で
あ
り
、
「
本
尊
問
答
抄
」
の
ほ
う
で
も
そ
う
で
し
ょ

う
？
だ
か
ら
、
一
方
で
は
釈
尊
を
本
尊
と
し
な
さ
い
と
言
い
な
が
ら
曼
茶
羅
本
尊
を
与
え
て
い
る
。
一
方
で
は
題
目
を
本
尊
と
す

る
と
言
い
な
が
ら
曼
茶
羅
を
与
え
て
い
る
と
。
そ
し
て
ま
た
「
新
尼
御
前
御
返
事
」
で
は
、
五
字
の
大
曼
茶
羅
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
総
合
的
に
考
え
れ
ば
、
あ
の
曼
茶
羅
と
い
う
の
は
、
実
は
こ
の
本
門
八

品
に
お
い
て
、
上
行
付
嘱
を
す
る
場
面
。
こ
れ
が
宗
祖
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
を
文
字
で
図
顕
し
た
の
が
大
曼

茶
羅
。
私
が
そ
う
考
え
る
一
つ
の
理
由
が
文
永
式
・
建
治
式
に
十
方
分
身
仏
と
、
そ
れ
か
ら
善
徳
仏
が
図
顕
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
弘

安
式
の
途
中
か
ら
そ
れ
は
消
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
御
遺
文
に
何
で
三
仏
三
仏
と
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
そ
こ

に
一
致
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
隆
師
の
い
わ
ゆ
る
上
行
付
嘱
の
本
尊
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
正
体
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
。
そ

し
て
そ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
末
法
に
付
嘱
さ
れ
る
本
仏
釈
尊
も
ま
た
本
尊
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
具
体
的
に
は
。
お
題
目
は
色
も

形
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
文
字
で
書
く
と
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
と
い
う
わ
け
で
、
そ
う
い
う
ふ
う

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）
（
大
平
宏
龍
）
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⑪
隆
師
の
著
述
等
は
問
題
意
識
に
基
づ
く
所
産

こ
こ
で
、
ち
ょ
っ
と
日
隆
教
学
の
諸
相
と
特
色
と
い
う
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
少
し
隆
師
の
著
述
な
ど
に
つ
い
て
の
、
私
の
考
え

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
は
三
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り
の
ほ
う
で
す
〔
資
料
、
本
誌
蛤
頁
〕
。

こ
れ
ま
で
隆
師
の
教
学
を
論
じ
る
場
合
に
、
み
ん
な
三
千
余
帖
の
御
聖
教
と
言
い
ま
し
て
、
い
っ
た
い
隆
師
の
著
述
は
何
と
何
な

に
考
え
れ
ば
少
な
く
と
も
上
行
付
嘱
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
と
考
え
る
「
本
尊
抄
」
以
降
の
本
尊
は
、
全
部
説
明
が
つ
く
の
で
は

な
い
か
と
。
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
逆
に
、
上
行
付
嘱
と
い
う
教
義
を
考
え
な
け
れ
ば
、
「
本
尊
抄
」
以
降
の
い
ろ
ん
な
御
遺
文

の
解
釈
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
と
も
か
く
、
隆
師
教
学
を
考
え
る
と
い
う
場
合
に
は
、
上
行
付
嘱
の
教
義
と
い
う
も
の
を
踏
ま
え
な
い
こ
と

に
は
理
解
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
題
目
だ
け
が
成
仏
の
法
だ
と
い
う
、
そ
の
題
目
に
対
す
る
考
え
は
、
法
体
三
重
説
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
考
え
る
と
『
本
尊
抄
」
以
降
の
『
法
華
取
要
抄
」
、
そ
れ
か
ら
「
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
」

と
か
、
『
新
尼
抄
」
、
さ
ら
に
は
『
四
信
五
品
紗
」
の
「
汝
何
ぞ
一
念
三
千
の
観
門
を
勧
進
せ
ず
し
て
た
だ
題
目
ば
か
り
を
唱
へ
し
む

る
や
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
矛
盾
な
く
理
解
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と

で
、
非
常
に
大
ざ
っ
ぱ
な
話
で
す
け
れ
ど
も
、
「
本
尊
抄
」
全
体
の
解
釈
に
お
い
て
隆
師
が
ど
ん
な
ふ
う
に
見
た
か
と
い
う
こ
と
を

見
て
お
く
と
、
隆
師
の
教
学
に
つ
い
て
の
個
々
の
問
題
の
理
解
が
た
や
す
い
。
特
に
八
品
正
意
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
割
り
合
い
理

解
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
あ
と
の
こ
と
で
、
も
う
一
回
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
、
資
料
論
〔
資
料
、
本
誌
銘
頁
〕

三
、
日
隆
教
学
の
諸
相
と
特
色
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の
か
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
せ
ず
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
や
は
り
学
問
的
に
は
お
か
し
い
の
で

あ
り
ま
し
て
、
や
は
り
資
料
論
と
い
う
も
の
は
大
事
で
あ
る
と
。
特
に
文
系
の
学
問
と
い
う
も
の
は
、
資
料
が
そ
の
方
法
を
要
請
す

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
や
は
り
資
料
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
考
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
で

隆
師
の
場
合
、
特
徴
的
な
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
ま
ず
、
隆
師
の
著
述
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
隆
師
の
著
述
、
言
葉
の
節
々
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
思
わ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
（
Ａ
）
は
日
存

聖
人
の
仰
せ
で
あ
る
「
当
門
流
の
法
門
は
御
抄
を
以
て
能
眼
能
照
と
な
し
、
玄
文
止
の
六
十
巻
を
以
て
所
眼
所
照
と
為
し
て
、
中
古

己
来
天
台
宗
の
法
門
に
真
偽
を
加
え
、
邪
正
を
分
か
っ
て
捨
邪
帰
正
す
る
法
門
な
り
」
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

隆
師
の
教
学
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
単
に
宗
祖
の
教
学
を
祖
述
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
の
御
抄
を
以
て
能
眼
能
照
、
日

蓮
聖
人
の
遺
文
と
い
う
も
の
を
基
に
し
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
天
台
の
玄
文
止
六
十
巻
、
で
す
か
ら
本
末
六
十
巻
。
末
書
ま
で
入
れ
て

い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
原
始
天
台
の
著
述
に
対
し
て
、
そ
れ
を
所
眼
所
照
と
為
し
て
そ
の
義
を
見
、
そ
の
立
場
を
以

て
中
古
已
来
の
天
台
宗
の
法
門
に
真
偽
を
。
つ
ま
り
、
中
古
天
台
の
法
門
に
向
か
っ
て
、
そ
れ
に
真
偽
を
加
え
、
邪
正
を
分
か
っ
て

捨
邪
帰
正
す
る
法
門
。
他
の
と
こ
ろ
で
は
、
用
い
ら
れ
る
も
の
は
助
縁
と
し
て
用
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
か

ら
、
必
ず
し
も
全
部
批
判
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ち
い
ち
吟
味
し
て
、
そ
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
は
用
い
て
い
く
と
い
う
立
場

す
0

次
に
（
Ｂ
）
は
「
但
存
道
両
師
並
に
日
隆
に
至
て
三
代
三
十
余
年
之
間
、
在
俗
等
の
折
伏
弘
通
を
指
し
置
て
諸
御
抄
を
集
め
六
十

巻
の
底
淵
を
伺
ひ
当
流
之
教
観
を
明
し
て
談
る
処
の
法
門
也
。
若
し
謬
解
有
ら
ば
、
後
学
に
呈
露
し
て
速
に
添
削
を
希
ふ
可
し
。
去

り
乍
ら
尼
崎
流
随
分
の
己
証
也
」
要
す
る
に
こ
こ
で
は
、
ご
自
分
の
法
門
と
い
う
も
の
が
存
道
両
師
と
自
分
の
、
三
代
三
○
年
間
の

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）
（
大
平
宏
龍
）

を
表
明
し
て
い
る
。
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成
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
文
言
は
四
カ
所
ほ
ど
出
て
お
り
ま
し
て
、
だ
か
ら
隆
師
も
よ
ほ
ど
思
い
を

持
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
他
の
と
こ
ろ
で
は
、
存
道
両
師
は
二
○
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
存

道
両
師
は
二
○
年
間
、
日
隆
に
至
っ
て
一
○
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
間
と
も
か
く
折
伏
弘
通
を
差
し
置

い
て
御
遺
文
を
集
め
て
、
そ
し
て
三
大
部
六
○
巻
ま
で
読
み
破
っ
た
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
応
永
一
二
年
（
一
四
○
五
）
、
隆
師
が
二
一
歳
の
と
き
に
日
舞
聖

人
が
亡
く
な
る
わ
け
で
す
。
で
、
例
の
月
明
が
跡
を
継
い
で
、
妙
本
寺
の
改
革
運
動
が
起
こ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
日
存
聖
人

が
亡
く
な
っ
た
の
は
応
永
二
八
年
（
一
四
二
二
、
隆
師
は
三
七
歳
で
す
。
そ
し
て
日
道
聖
人
が
亡
く
な
っ
た
の
が
応
永
三
一
年
（
一

四
二
四
）
、
隆
師
が
四
○
歳
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
存
道
両
師
の
二
○
年
と
い
う
の
は
恐
ら
く
、
日
露
師
の
示
寂
か
ら
道
師
の
示

寂
ま
で
の
二
○
年
間
。
そ
れ
か
ら
あ
と
一
○
年
間
、
隆
師
は
一
人
で
頑
張
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
隆

師
の
五
○
歳
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
永
享
六
年
。
こ
の
永
享
六
年
と
い
う
年
に
わ
れ
わ
れ
が
い
つ
も
拝
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

本
能
寺
に
あ
る
御
曼
茶
羅
。
そ
の
下
に
隆
師
は
願
文
を
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
願
文
入
御
本
尊
と
い
う
。
元
旦
に
そ
れ
を
書

い
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
に
逆
修
石
塔
を
建
て
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
に

至
っ
て
初
め
て
、
「
本
尊
問
答
抄
文
段
」
と
い
う
の
が
永
享
八
年
九
月
下
旬
、
年
号
を
も
っ
て
初
め
て
出
て
く
る
著
述
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
も
っ
て
、
ど
う
も
永
享
六
、
七
、
八
年
ご
ろ
ま
で
隆
師
は
一
人
で
頑
張
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
三
代
三
○

年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
隆
師
の
著
作
と
い
う
も
の
は
だ
い
た
い
五
○

代
か
ら
七
○
代
の
二
○
年
間
に
主
な
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
。

②
日
隆
教
学
研
究
の
資
料
論
〔
資
料
、
本
誌
侶
頁
〕

い
っ
た
い
隆
師
の
著
述
は
ど
れ
だ
け
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私
の
読
ん
だ
限
り
で
は
、
全
部
で
一
八
部
二
七
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四
巻
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
は
な
い
か
と
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
数
え
方
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
変
わ
る
可
能
性
は
あ

り
ま
す
け
れ
ど
、
一
応
こ
れ
で
も
っ
て
、
現
存
の
隆
師
の
著
述
と
い
う
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
は
本
当
に
鷲
く
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
一
八
部
二
七
四
巻
全
部
真
蹟
も
し
く
は
真
蹟
に
準

ず
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
っ
て
い
う
の
は
他
に
な
い
で
す
。
た
だ
、
最
初
の
「
他
宝
抄
」
と
い
う

の
が
本
能
寺
に
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
部
破
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
一
番
早
い
も
の
で
す
か
ら
、
致
し
方
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
、
他
の
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
虫
食
い
の
跡
も
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
厳
重
に
守
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
誇
り
で

す
。
で
も
困
っ
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
重
に
本
山
に
確
保
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
隆
師
の
著
述
の
書
誌
的
な
研
究
は
全
く
な
さ

れ
な
か
っ
た
。
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
本
山
の
御
貫
首
し
か
見
ら
れ
な
い
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
状
況
で
今
日
ま
で
来
た
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
て
、
で
す
か
ら
こ
の
隆
師
の
著
述
の
書
誌
的
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
は
ほ
ん
の
最
近
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
特
殊
な
状
況
が
あ
る
ん
で
す
。

と
も
か
く
そ
う
い
う
こ
と
で
、
一
往
こ
う
い
う
著
述
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
ご
紹
介
を
し
て
お
き
ま
す
。
た
だ
こ
の
な
か

で
も
、
『
止
観
見
聞
」
一
六
巻
と
か
、
そ
れ
か
ら
「
三
大
部
略
大
意
抄
」
一
七
巻
は
ま
だ
未
刊
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
最
近
や
っ
と

「
六
即
私
記
」
が
も
う
ち
ょ
っ
と
で
刊
行
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
き
て
お
り
、
今
後
、
も
う
少
し
で
皆
さ
ん
に
み
て
い
た
だ
け
る
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
来
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
な
か
な
か
大
部
の
も
の
が
、
す
ぐ
出
版
と
い
う
わ
け
に
い
か
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
未
刊
の
も
の
も
あ
っ
て
、
研
究
も
行
き
届
い
て
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
ふ
う
な
現
状
で
あ
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
「
本
門
弘
経
抄
」
『
開
迩
顕
本
宗
要
集
』
こ
れ
が
主
著
。
株
橋
先
生
は
そ
こ
に
「
三
大
部
略
大
意
抄
」
を
加
え
て
隆
師
の
三

ち
ろ
ん
「
本
門
弘
経
抄
」
雨

大
部
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
著
述
と
し
て
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
ご
承
知
お
き
い
た
だ
い
て
。
こ
れ
に

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）
（
大
平
宏
龍
）
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加
え
て
抄
録
・
覚
書
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
著
述
を
す
る
た
め
の
用
意
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
隆
師
の
勉
強
の
為
に
な

る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
ま
だ
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
に
も
面
白
い
も
の
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ

と
し
て
。
所
持
の
法
華
経
、
こ
れ
も
日
蓮
聖
人
の
註
法
華
経
に
類
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
引
用
文
献
は
ご
く
僅
か
で
す
。
所
持

に
か
か
る
「
心
空
嘉
慶
版
妙
法
蓮
華
経
』
そ
れ
か
ら
「
科
註
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
も
の
、
こ
れ
は
最
近
研
究
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
の
立
場
か
ら
隆
師
の
著
述
に
つ
い
て
私
は
次
の
よ
う

な
見
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
著
作
の
成
立
史
的
分
類
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
隆
師
の
著
述
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
ず
全
部
同
じ
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
。
資
料
と
い
う
も
の
に
関

す
る
見
方
が
で
き
な
く
て
、
と
に
か
く
手
当
た
り
次
第
に
読
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
先

ほ
ど
見
ま
し
た
よ
う
に
、
隆
師
の
教
学
思
想
の
な
か
に
お
い
て
特
に
法
華
経
の
法
体
に
関
し
て
、
二
重
説
か
ら
三
重
説
へ
と
い
う
展

開
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
た
と
き
に
、
隆
師
の
著
述
は
成
立
史
的
に
は
三
つ

に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
り
ま
す
〔
資
料
、
本
誌
副
頁
〕
・

教
学
形
成
期
、
こ
れ
が
前
期
。
こ
の
「
他
宝
抄
」
と
い
う
の
は
法
華
経
解
釈
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
古
天
台
の
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
隆
師
自
ら
「
他
宝
抄
」
だ
と
言
わ
れ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
な
か
一
カ
所
引
か

れ
て
い
る
中
古
天
台
の
書
物
の
引
き
方
が
「
弘
経
抄
」
に
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
た
だ
解
釈
は

当
然
違
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
「
弘
経
抄
」
の
研
究
に
は
「
他
宝
抄
」
と
い
う
の
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と

な
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
隆
師
の
教
学
形
成
期
の
前
期
と
す
る
理
由
は
、
中
古
天
台
的
な
法
華
経
解
釈
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、

御
遺
文
の
見
方
で
も
、
後
と
ち
ょ
っ
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
前
期
。

そ
れ
か
ら
後
期
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
私
新
抄
」
と
「
本
尊
抄
文
段
」
。
「
本
尊
抄
文
段
」
と
い
う
の
は
こ
こ
に
入
れ
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書
」
の
な
か
に
入
れ
ま
し
」

れ
が
教
学
確
立
期
の
も
の
。

そ
し
て
教
学
確
立
期
。
こ
れ
も
私
は
「
法
華
天
台
両
勝
劣
抄
」
つ
ま
り
「
四
帖
抄
』
に
見
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
初
め
て
こ
の

法
体
三
重
説
が
出
た
こ
と
が
、
教
学
確
立
期
の
「
四
帖
抄
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
「
玄
義
教
相
見
聞
」
こ
れ
は
既
に
「
法
華
宗
全

書
」
の
な
か
に
入
れ
ま
し
た
。
「
一
帖
抄
」
と
い
う
名
が
あ
る
よ
う
に
、
短
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
隆
師
の
本
迩
論
と
さ
れ
ま
す
。
こ

と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
教
学
応
用
期
と
し
て
四
つ
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
何
で
こ
う
考
え
る
か
と
い
う
と
、
隆
師
は
中
古
天
台
に
、
先

ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
と
申
し
ま
し
た
。
そ
の
具
体
的
成
果
と
し
て
、
中
古
天
台
の
書
物
を
捉
え
て
そ
れ
を

日
蓮
義
か
ら
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
次
々
と
書
物
に
し
て
い
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
、
「
名
目
見
聞
」
。

こ
れ
は
柏
原
貞
舜
の
「
天
台
名
目
類
聚
抄
」
、
別
名
「
七
帖
見
聞
』
と
い
う
も
の
を
基
に
し
て
、
天
台
学
の
と
こ
ろ
は
そ
れ
に
よ
り

な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
日
蓮
義
を
書
い
た
も
の
。
こ
れ
が
「
名
目
見
聞
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
の
法
華
の
部
分
が
別
行
本
の
よ

う
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
『
五
帖
抄
」
と
呼
ば
れ
ま
し
て
、
こ
れ
は
や
は
り
「
弘
経
抄
」
の
大
意
の
基
に
な
っ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
株
橋
先
生
は
類
推
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
「
名
目
見
聞
』
は
柏
原
貞
舜
の
「
天

台
名
目
類
聚
抄
」
と
い
う
も
の
を
契
機
と
し
て
作
っ
た
。
そ
れ
か
ら
「
本
門
弘
経
抄
」
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
『
法
華
文
句
」
そ
れ
か
ら

「
科
註
」
そ
う
い
う
も
の
を
基
に
し
て
書
か
れ
て
お
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
多
く
「
三
百
帖
」
と
い
う
の
が
引
用
さ
れ
て
お
り
ま

し
て
、
「
三
百
帖
」
と
い
う
の
は
、
ご
承
知
と
思
い
ま
す
が
、
中
古
天
台
慧
心
流
の
談
所
で
使
わ
れ
た
法
華
経
に
関
す
る
教
科
書
の

よ
う
な
も
の
。
そ
れ
を
と
き
ど
き
引
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
日
蓮
義
を
綴
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
本
門
弘
経
抄
」
。
そ
れ
か

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）
（
大
平
宏
龍
）

る
わ
け
で
す
が
、
隆
師
に
と
っ
て
「
本
尊
抄
」
は
最
も
大
事
な
も
の
。
そ
れ
に
対
す
る
文
段
の
真
蹟
が
な
ぜ
残
っ
て
な
い
の
か
。
こ

れ
が
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
謎
だ
と
い
う
こ
と
の
理
由
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
考
え
る
か
、
こ
れ
も
今
後
の
研
究
課
題
だ

－33－



た
だ
、
隆
師
の
著
述
に
お
い
て
主
題
別
に
分
け
る
と
い
う
こ
と
も
、
強
い
て
や
れ
ば
で
き
な
く
は
な
い
の
で
、
法
華
経
に
関
し
て

言
え
ば
、
「
他
宝
抄
」
、
「
私
経
大
意
」
、
「
五
帖
抄
」
、
「
弘
経
抄
」
。
お
よ
び
書
簡
の
「
法
華
経
信
行
信
者
事
」
こ
れ
は
「
お
ふ
か
た
ど

の
」
と
呼
ば
れ
た
女
性
に
対
し
て
の
手
紙
の
返
事
、
短
い
も
の
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
身
は
全
部
こ
の
御
法
門
。
こ
う
い
う
返
事

を
い
た
だ
い
て
、
よ
く
こ
の
女
性
は
理
解
で
き
た
も
の
と
、
感
心
す
る
よ
う
な
内
容
の
手
紙
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
法
華
経
信
行

信
者
事
」
。
こ
れ
も
「
桂
林
学
叢
」
に
収
録
し
ま
し
た
か
ら
、
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
法
華
経
関
連

の
も
の
と
い
う
ふ
う
に
、
強
い
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
日
蓮
遺
文
に
関
し
て
は
、
「
御
書
文
段
集
」
、
隆
師
に

は
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
よ
う
な
注
釈
書
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
つ
ま
り
い
ち
い
ち
文
言
の
解
釈
を
す
る
の
で
な
く
て
、
た
だ
全
体
と
し

て
ど
う
捉
え
る
か
。
つ
ま
り
要
学
と
い
う
こ
と
を
ご
自
身
で
実
践
さ
れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
文
段
は
あ
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
「
諸
御
抄
立
所
」
、
こ
れ
は
三
五
部
で
し
た
か
、
重
要
な
御
遺
文
の
な
か
か
ら
隆
師
が
御
法
門
を
注
記
し
た
も
の
で
す
。
そ

ら
「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
、
こ
れ
は
中
古
天
台
の
土
御
門
流
の
政
海
の
「
宗
要
類
聚
紗
」
と
い
う
も
の
を
主
に
座
右
に
置
き
な
が
ら
、

天
台
の
義
は
そ
れ
に
よ
っ
て
書
き
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
日
蓮
の
義
を
書
く
こ
と
で
で
き
て
い
る
の
が
、
「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
。

「
三
大
部
略
大
意
抄
」
は
、
天
台
の
三
大
部
に
対
す
る
解
釈
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
に
こ
れ
を
な
ぜ
書
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

恐
ら
く
こ
れ
は
日
隆
聖
人
の
本
迩
論
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
日
蓮
聖
人
の
本
迩
勝
劣
が
本
迩
一
致
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
か
、
そ
の
原
因
を
こ
の
三
大
部
の
解
釈
の
な
か
に
自
ら
が
盛
り
込
ん
で
、
こ
う
解
釈
す
る
と
一
致
に
な
る
。
こ
う
解
釈
す
る
と
勝

劣
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
三
大
部
略
大
意
抄
」
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
成
立
年
が
分
か
る
隆
師

の
一
番
最
後
の
著
述
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
隆
師
の
著
述
に
お
い
て
、
成
立
史
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、

い
ろ
ん
な
事
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
視
点
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
を
考
え

て
お
り
ま
す
。
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⑪
著
述
内
容
か
ら
考
え
ら
れ
る
方
法

Ａ
、
日
蓮
遺
文
の
見
方
〔
資
料
、
本
誌
副
頁
〕

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
日
隆
教
学
の
方
法
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
か
っ
て
立
正
大
学
の
大
学
院
で
申
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
読
み
ま
し
た
こ
の
「
弘
経
抄
」
の
な
か
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
日
存
聖
人
の
仰
せ
に
曰
く
、
当
門
流
の
法

門
は
御
抄
を
以
て
能
眼
能
照
と
な
し
、
玄
文
止
の
六
十
巻
を
以
て
所
眼
所
照
と
為
し
て
、
中
古
己
来
天
台
宗
の
法
門
に
真
偽
を
加
え
、

邪
正
を
分
か
っ
て
捨
邪
帰
正
す
る
法
門
な
り
」
こ
う
い
う
意
識
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
自
ず
か
ら
隆
師
の
教
学
に
は
方
法
が
考
え
ら

れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
実
施
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）
（
大
平
宏
龍
）

教
学
関
係
の
著
述
は
非
常
に
多
い
で
す
け
れ
ど
も
、
残
念
な
こ
と
に
は
隆
師
の
場
合
は
手
紙
は
ほ
と
ん
ど
遣
っ
て
い
な
い
。
著
述

に
も
ご
自
身
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
書
い
て
い
な
い
。
日
蓮
聖
人
と
徹
底
的
に
違
う
の
は
、
当
時
の
歴
史
事
象
的
な
こ
と
に
全
く
と
い

え
る
ほ
ど
触
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ん
だ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
が
。
あ
く
ま
で
法
門
の
中
心
の
問
題
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
追
及
し

て
い
る
の
が
隆
師
の
著
述
の
特
色
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
が
、
こ
ん
な
こ
と
で
、

著
述
の
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
つ
ま
り
成
立
史
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
が
思
想
を
考
え
る
上
で
大
事
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

れ
か
ら
『
御
書
抄
」
な
ど
が
。
そ
れ
か
ら
天
台
学
に
関
し
て
は
、
「
止
観
見
聞
」
、
「
六
即
私
記
」
、
『
玄
義
一
部
見
聞
」
、
「
三
大
部
略

大
意
抄
」
。
こ
れ
ら
は
一
往
天
台
学
を
対
象
に
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
隆
師
の
著
述
は
一
八
部
二
七
四
巻
全
部
日
蓮
教
学
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
純
粋
に
天
台
学
に
関
す
る
も
の
な
ん
て
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
隆
師
の
著
述
の
特
色
で
あ
り

ま
す
。

③
日
隆
教
学
の
方
法
に
つ
い
て
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ま
ず
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
日
蓮
遺
文
の
見
方
と
し
て
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
御
遺

文
を
中
心
と
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
「
諸
御
抄
の
中
に
は
観
心
本
尊
抄
を
以
て
総
の
肝
要
と
為
す
」
と
あ
り
ま
し
て
、
と
に
か

く
「
本
尊
抄
」
を
中
心
と
し
て
す
べ
て
の
御
遺
文
を
見
て
い
く
、
こ
う
い
う
立
場
が
一
貫
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
『
本
尊
抄
」
を
中
心
と
し
て
見
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
し
た
ら
一
般
も
同
様
で
す
け
れ
ど
も
、
隆
師
の

場
合
は
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
末
尾
の
五
十
一
字
。
「
一
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
仏
大
慈
悲
を
起
こ
し
五
字

の
内
に
此
珠
を
裏
み
末
代
幼
稚
の
頸
に
懸
け
さ
し
め
た
ま
ふ
」
と
、
あ
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
隆
師
に
最
も
注
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
な
ん
で

す
。
そ
れ
を
隆
師
は
「
此
の
結
文
、
一
部
の
肝
心
な
り
。
是
れ
諸
御
抄
の
詮
要
な
り
。
」
と
喝
破
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
す
べ
て
の

御
遺
文
は
も
う
こ
の
「
本
尊
抄
」
の
結
文
に
尽
き
る
ん
だ
と
、
こ
れ
が
隆
師
の
基
本
の
見
方
で
あ
る
と
。

と
こ
ろ
が
「
本
尊
抄
」
を
中
心
と
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
一
般
に
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
結
文
も
重
視
さ
れ
て
お
る
よ
う
で
す
け
れ

ど
も
、
む
し
ろ
四
十
五
字
の
法
体
と
い
う
も
の
を
中
心
に
置
く
、
こ
ち
ら
が
多
い
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
今
本
時
の
娑
婆
世

界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
で
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
。
仏
既
に
過
去
に
も
減
せ
ず
未
来
に
も
生
せ
ず
所
化
以
て
同
体
な
り
」
あ
そ

こ
の
と
こ
ろ
を
中
心
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
、
あ
る
い
は
ま
た
三
十
三
字
自
然
譲
与
段
。
で
す
け
れ
ど
も
、
隆
師
の
場
合
は
こ

の
「
本
尊
抄
」
の
結
文
を
中
心
に
み
る
。
こ
れ
が
隆
師
の
著
述
内
容
か
ら
考
え
る
日
蓮
遺
文
の
見
方
で
す
。

こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
こ
の
三
重
説
が
確
定
し
て
か
ら
の
こ
と
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
隆
師
は
『
開
目
抄
」
の
終
り
に
近
い
所
の

「
但
天
台
の
一
念
三
千
こ
そ
仏
に
な
る
べ
き
道
と
み
ゆ
れ
。
（
中
略
）
不
求
解
脱
解
脱
自
至
と
等
云
云
」
こ
の
一
節
を
非
常
に
重
視
し
て

い
る
。
で
す
か
ら
非
常
に
面
白
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
開
目
抄
文
段
」
草
案
の
部
分
。
こ
れ
が
紙
背
に
見
出
さ
れ
て
、
そ
れ
を
見

る
と
い
う
と
た
ま
た
ま
そ
こ
の
科
文
が
違
う
科
文
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
確
定
し
た
と
な
っ
た
と
き
の
科
文
は
、
隆
師
は
「
今

家
の
宗
旨
」
と
、
こ
う
い
う
科
文
に
な
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
こ
の
三
重
説
が
確
定
し
て
か
ら
は
、
隆
師
は
あ
ち
こ
ち
で
「
本
尊
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抄
」
の
結
文
と
『
開
目
抄
」
の
「
今
家
の
宗
旨
」
と
い
う
所
が
こ
れ
は
同
じ
文
意
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う

こ
と
が
こ
の
日
蓮
遺
文
の
考
え
方
と
し
て
ま
ず
注
意
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
次
に
。

司
会
す
み
ま
せ
ん
。
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
実
は
時
計
を
見
ま
し
た
ら
、
先
生
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
２
時
間
し
ゃ

べ
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
も
う
大
変
敬
服
い
た
し
ま
す
。
少
し
休
憩
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
再
開
と
い
う
こ
と

に
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
い
ま
す
。
す
み
ま
せ
ん
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
２
時
間
ず
っ
と
休
憩
を
挟
ま
ず
お
話
し
く
だ

さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
（
拍
手
）

大
平
じ
ゃ
あ
、
続
き
は
ま
た
あ
と
の
ほ
う
で
。
ど
う
も
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大
平
じ
｛

司
会
は
法
華
コ
モ
ン
ズ
校
長
の
布
施
義
高
先
生
が
担
当
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
講
演
録
は
、
法
華
コ
モ
ン
ズ
様
の
御
厚
意
に
よ
り
、
当
日
の
記
録
媒
体
を
御
恵
贈
頂
い
た
こ
と
で
実
現
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
、
謝
意
を

表
し
ま
す
。

〔
編
者
付
記
〕

慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
（
前
篇
）
（
大
平
宏
龍
）

－37－



慶
林
日
隆
聖
人
（
一
三
八
五
’
一
四
六
四
、
以
下
隆
師
）
は
日
蓮
遺
文
を
第
一
と
し
た
が
、
そ
の
中
で
開
目
抄
・
本
尊
抄
を
中
心
と

し
、
就
中
、
本
尊
抄
を
能
照
能
開
と
し
て
、
諸
御
抄
を
解
釈
す
る
立
場
を
貫
い
て
い
る
。

○
諸
御
抄
の
中
の
肝
心
は
観
心
本
尊
抄
及
び
開
目
抄
な
り
『
開
迩
顯
本
宗
要
集
」
仏
部
第
二
（
「
隆
教
」
第
一
巻
七
八
頁
）

○
是
の
上
行
付
嘱
の
本
尊
は
釈
尊
出
世
の
本
懐
な
り
。
さ
れ
ば
諸
御
抄
の
中
に
は
観
心
本
尊
抄
を
以
て
総
の
肝
要
と
為
す

「
本
門
弘
経
抄
」
第
七
五
巻
（
「
隆
全
」
第
八
巻
三
○
八
頁
）

故
に
、
隆
師
教
学
の
理
解
の
為
に
は
、
隆
師
の
本
尊
抄
解
釈
を
み
る
の
が
近
道
で
あ
り
、
正
道
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
を
ふ
ま

え
た
上
で
、
当
面
の
問
題
を
考
え
た
い
。

（
一
）
「
本
尊
抄
』
全
体
の
み
か
た

1
、

般

二
、
『
観
心
本
尊
抄
』
解
釈

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料

一
、
問
題
の
所
在

大
平
宏
龍
編
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２
、
隆
師
の
科
文

Ａ
、
「
本
尊
抄
文
段
」
日
信
写
本
（
但
し
、
題
号
釈
と
大
文
の
み
）

「
腿
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
識
減
資
料
（
大
平
宏
龍
縞
）

「
五
段
抄
」
と
そ
の
影
響

例
、
浅
井
間
道
氏
の
寺

浅
井
間
道
氏
の
文

第
一

第
三
流
通
の
段〔十

「
一
祁

流通分

〔七

第
二
所
観
の
本
尊
段

扁
〔
六
〕
《
睦
蚕
獅
柵
略
一
念
三
千
の
理
境
を
示
す
（
⑳
の
「
夫
始
自
寂
滅
道
場
」
下
）

一
示分

《
２
》
本
尊
の
相
貌
を
示
し
、
そ
の
出
現
の
時
を
決
す
（
⑳
の
「
此
本
門
肝
心
」
下
）

段
浅
井
回
道
著
「
観
心
本
尊
抄
」
（
大
蔵
出
版
、
昭
和
五
七
年
）
三
一
～
三
二
頁

能
観
の
題
目
段

〔
一
〕
一
念
三
千
の
名
目
の
出
処

［
｛
一
孟
騨
獅
吐
蓬
一
軒
謎
灘
｛
⑨
下
｝

序分

〔
四
〕
特
に
人
界
具
仏
界
の
難
信
と
現
証
（
⑲
下
）

刃
〔
五
〕
事
具
の
一
念
三
千
（
⑱
下
）

正
「

〕
流
通
の
時
は
末
法
を
正
意
と
す
（
⑳
下
）

［
戒
一
等
邦
御
膳
罐
嶬
蓉
州
嚥
鑑
皿
獅
桂
稀
隆
剛
些
本
門
本
尊
を
流
通
す
（
⑳
）

〔
十
〕
総
括
（
⑳
の
「
不
識
一
念
三
千
者
」
下
）
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Ｂ
、
隆
師
本
尊
抄
解
釈
の
展
開

向
群
榊
鋤
文
段
（
現
存
、
日
信
日
信

法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
以
後
ｌ
法
体
三
重
説

拙
稿
「
日
隆
聖
人
文
献
に
お
け
る
「
私
新
抄
」
の
位
置
ｌ
事
具
三
千
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
「
興
隆
学
林
紀
要
」
第
一
○
号
、

平
成
一
二
年
三
月

久
遠
本
覚
独
尊
三
界
慈
父
釈
尊
常
住
不
退
滅
後
末
法
悪
人
下
種
本
門
易
行
観
心
本
尊
、
大
に
分
っ
て
三
段
と
為
す

一
、

一
一
、

一
一
一
、

本
門
総
名
所
摂
の
理
具
一
念
三
千

末
法
相
応
本
門
事
行
観
心
の
能
摂
南
無
妙
法
蓮
華
経

総
じ
て
理
具
一
念
三
千
を
以
て
総
持
妙
法
蓮
華
経
に
摂
し
て
、
末
法
下
種
の
正
行
と
為
す
こ
と
を
結
す

筆
）
］
‐
ｌ
法
体
二
重
説

↑

「
日
隆
聖
人
文
段
主
要
御
書
全
」
九
三
頁
、
法
華
宗
宗
務
院
、
昭
和
六
三
年
（
再
版
本
）
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法
体
二
重
説

法
体
三
重
説

Ｃ
、
隆
師
教
学
確
立
後
の
み
か
た

○
治
病
抄
の
如
く
ん
ぱ
本
迩
事
理
の
三
千
こ
れ
あ
り
。
理
具
三
千
は
止
観
の
意
な
り
。
此
上
に
猶
を
事
の
三
千
こ
れ
あ
り
。
此

の
事
の
三
千
を
も
法
体
至
極
せ
ざ
る
故
に
下
機
を
摂
せ
ず
と
開
目
抄
観
心
抄
に
書
き
た
ま
ひ
て
、
猶
を
本
門
事
三
千
の
上
に

最
勝
の
妙
法
蓮
華
経
を
顕
し
て
真
実
の
教
弥
実
位
弥
下
の
最
上
深
法
と
定
判
し
た
ま
へ
り

『
四
帖
抄
」
第
三
（
「
法
全
」
日
隆
ｌ
、
四
一
八
頁
）

○
さ
れ
ば
観
心
抄
に
は
止
観
第
五
本
末
の
理
具
一
念
三
千
を
引
て
立
所
の
証
文
に
備
へ
、
擁
て
本
門
事
三
千
に
引
き
成
し
て
上

行
付
嘱
の
妙
法
蓮
華
経
を
判
じ
て
本
意
を
結
成
す
る
時
、
一
念
三
千
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
に
裏
み
末
代
愚
人
に
授
け
た
ま
ふ

と
定
制
し
た
ま
へ
り
。
是
れ
日
蓮
宗
観
心
の
相
な
り

「
四
帖
抄
』
第
四
（
「
法
全
」
日
隆
ｌ
、
五
一
七
頁
）

○
観
心
抄
の
意
は
広
大
理
円
の
三
千
を
以
て
本
因
本
果
本
国
土
依
正
互
具
の
事
の
三
千
に
摂
し
、
又
事
円
三
千
を
以
て
本
因
妙

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）

［
綱
川
選
評
糾
削
『
Ⅱ
卿

本本本 迩
門地 門 門

’ ’ ’
事事理
行 具 具
題 三 三
目 千千

｜ ｜

ボー關

驚一驚
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名
字
下
種
の
妙
法
蓮
華
経
に
裏
み
て
末
代
幼
稚
の
衆
生
に
授
与
し
、
而
も
信
心
の
三
千
を
以
て
口
業
に
出
し
、
事
に
本
因
の

妙
法
蓮
華
経
を
行
じ
、
忽
に
名
字
の
凡
夫
乍
ら
妙
覚
所
具
の
本
因
妙
に
登
り
、
覚
へ
ず
し
て
上
行
菩
薩
と
成
る
な
り
。
是
れ

即
ち
小
見
乳
を
含
み
其
の
味
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
自
然
に
身
を
養
ひ
、
耆
婆
が
良
薬
知
ら
ざ
れ
ど
も
病
を
治
す
。
水
情
ろ
無
け

れ
ど
も
火
を
減
す
、
火
情
ろ
無
け
れ
ど
も
物
を
焼
く
、
是
れ
其
の
義
味
を
知
ら
ず
と
錐
も
経
力
に
任
せ
信
心
を
以
て
因
果
惣

持
の
妙
法
蓮
華
経
を
口
に
唱
へ
心
に
信
ぜ
ば
必
ず
経
力
を
顕
し
、
本
因
妙
即
身
是
仏
の
観
心
任
運
に
開
発
す
べ
き
な
り

「
弘
経
抄
」
第
一
巻
（
「
隆
全
」
第
一
巻
二
九
頁
）
。
類
文
、
「
宗
要
集
」
第
四
（
「
隆
教
」
五
巻
二
一
頁
）
な
ど

Ｄ
、
株
橋
日
涌
師
の
文
段
（
大
文
・
大
科
・
中
科
の
み
）

第
一
段
観
心
た
る
一
念
三
千

第
一
観
心
の
出
処

［
｜
一
恵
削
鰡
州
聴
湖
噛
臘
妬
一
諜
一

第
二
観
心
の
正
体

一
、
理
具
一
念
三
千
「
問
日
出
処
既
聞
之
」
以
下

二
、
事
具
一
念
三
千
「
但
遮
初
大
難
者
」
以
下

第
二
段
本
尊
の
正
体
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経

第
一
本
尊
の
正
体
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経

［
一
一
一
価
榊
輔
輔
剛
艸
峨
繩
継
搬
鯏
鯏
州
脈
鯉
鮴
郡
久
遠
の
依
正
三
千
毛
雌
柵
陥
臓
嶬
竜
柵
誇
以
下

第
二
本
門
の
本
尊
の
末
法
流
化
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（
二
）
確
立
し
た
隆
師
教
学
の
立
場
か
ら
み
た
本
尊
抄
解
釈
の
特
色

ｌ
、
唯
一
題
目
に
よ
る
成
仏
（
法
体
三
重
説
）

Ａ
、
此
く
の
如
き
末
代
相
腫
の
信
行
観
を
諸
御
抄
に
移
し
、
殊
に
観
心
本
尊
抄
に
移
し
、
末
世
の
我
等
信
者
に
之
を
授
け
給
ふ
。

此
の
信
行
観
は
「
行
浅
く
功
深
し
以
て
経
力
を
顕
す
」
の
易
行
の
観
心
な
り
。
観
心
本
尊
抄
に
云
く
「
釈
尊
の
因
行
果
徳
の

二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足
す
、
我
等
此
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
自
然
に
彼
の
因
果
の
功
徳
を
譲
り
与
へ
た
ま
ふ
」

と
判
じ
給
へ
り
。
文
の
意
は
因
行
果
徳
と
は
本
因
妙
本
果
妙
な
り
、
本
国
土
妙
は
自
ら
之
を
具
す
。
此
の
本
因
本
果
本
国
土

十
界
互
具
界
如
事
円
の
三
千
も
猶
を
直
ち
に
は
取
り
難
し
。
故
に
開
目
抄
の
末
に
、
「
此
の
一
念
三
千
も
我
等
一
分
の
慧
解

も
無
し
」
、
と
結
成
し
給
ひ
て
、
観
心
本
尊
抄
の
末
に
総
結
し
て
．
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
於
て
は
仏
大
慈
悲
を
起
し

五
字
の
内
に
此
珠
を
表
み
末
代
幼
稚
の
頚
に
懸
け
さ
し
め
た
ま
ふ
」
と
結
成
し
給
へ
り
。
四
信
五
品
抄
の
如
き
ん
ぱ
末
代
我

等
に
は
六
度
三
学
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
に
摂
し
信
の
一
字
に
摂
し
、
信
心
の
一
心
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
を
信
ず
れ
ば
知
ら
ず

量
ら
ず
其
の
功
徳
を
得
る
。
「
開
迩
顯
本
宗
要
集
」
仏
部
第
一
二
隆
教
」
第
一
巻
三
四
頁
）

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
髄
編
）

一
、
本
門
の
本
尊
詮
出
の
教
相
た
る
五
重
三
段
（
理
証
）
「
問
正
像
二
千
余
年
之
問
」

以
下

二
、
本
門
の
本
尊
末
法
流
化
の
証
文
た
る
本
門
八
品
（
文
証
）
「
問
日
其
証
文
如
何
」
以
下

三
、
本
門
の
本
尊
能
弘
の
導
師
の
末
法
必
現
（
現
証
）
「
疑
日
正
像
二
千
年
之
問
」

以
下

第
三
段
総
じ
て
本
尊
の
末
法
授
与
を
結
す
「
不
誠
一
念
三
千
者
」
以
下

五
十
一
字

株
橋
日
涌
著
「
観
心
本
尊
紗
講
義
」
二
六
頁
～
二
八
頁
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Ａ
、
抑
も
此
の
非
滅
現
滅
の
大
旨
は
、
此
の
非
生
現
生
非
滅
現
滅
と
云
ふ
非
生
非
滅
と
は
、
常
住
不
滅
と
云
ふ
久
遠
長
寿
の
報
身

な
り
、
是
れ
本
な
り
。
現
生
現
滅
と
は
報
身
の
化
他
の
能
所
の
応
用
な
り
、
是
れ
通
な
り
。
故
に
応
迩
は
報
身
体
内
の
応
用
な
り
。

応
迩
と
云
へ
ど
も
蔵
通
両
仏
の
如
き
の
在
世
三
乗
熟
脱
の
応
迩
に
あ
ら
ず
。
是
れ
偏
に
滅
後
悪
世
の
逆
誇
の
群
類
を
思
ふ
無
縁
の
大

慈
大
悲
の
応
用
な
り
。
故
に
報
身
は
界
外
の
高
機
を
去
っ
て
、
別
願
を
以
て
界
内
同
居
の
本
時
の
娑
婆
・
本
国
土
妙
に
居
し
て
別
義

を
以
て
本
浬
藥
妙
を
唱
へ
、
滅
後
悪
世
の
悪
人
に
応
ず
る
辺
を
応
化
と
云
ふ
な
り
、
更
に
常
の
応
身
に
あ
ら
ず
、
只
報
身
の
応
な
り
。

故
に
上
行
報
身
の
菩
薩
を
以
て
滅
後
の
補
処
と
為
す
な
り
。
差
に
知
ん
ぬ
、
非
生
現
生
の
一
期
の
化
導
も
報
身
の
応
用
な
り
、
其
の

応
用
一
期
の
化
導
の
本
意
は
偏
に
滅
後
流
通
に
あ
る
故
に
、
仏
意
は
上
行
付
属
に
あ
り
。
故
に
一
期
化
導
の
終
り
に
滅
後
唱
導
の
上

行
付
属
を
説
か
ん
と
欲
し
て
、
宝
塔
品
の
末
に
「
如
来
不
久
当
入
浬
藥
」
と
云
っ
て
、
現
滅
の
死
の
由
を
唱
へ
て
遠
く
失
心
逆
誇
の

者
を
照
し
、
涌
出
品
の
初
め
に
至
っ
て
「
能
於
我
滅
後
護
持
読
調
広
説
此
経
」
等
と
顕
に
本
浬
桑
妙
の
死
を
唱
へ
て
、
上
行
菩
薩
を

以
て
「
遣
使
還
告
」
の
唱
導
に
定
め
、
寿
量
品
に
至
っ
て
所
付
の
法
を
説
き
、
神
力
・
属
累
に
し
て
「
以
要
言
之
」
し
て
、
燈
明
・

迦
葉
等
の
如
く
本
浬
梁
妙
を
唱
へ
、
滅
後
正
像
末
小
権
迩
本
の
四
依
機
感
の
利
益
こ
れ
あ
り
。
疏
の
九
に
云
く
、
「
此
の
中
に
自
惟

孤
露
よ
り
下
は
滅
後
の
得
益
を
明
す
」
云
云
。
こ
れ
に
依
っ
て
観
心
本
尊
抄
に
云
く
、
「
経
に
云
く
、
余
の
心
を
失
へ
る
者
は
、
其
の

父
の
来
た
れ
る
を
見
て
、
亦
歓
喜
し
問
訊
し
て
病
を
治
せ
ん
こ
と
を
求
索
む
と
雌
も
、
然
も
其
の
薬
を
与
ふ
る
に
、
し
か
も
肯
へ
て

Ｂ
、
結
文
の
重
視

２
、
上
行
付
嘱
の
教
義
の
重
視

此
の
結
文
（
制
灘
亙
一
宇
）
一
部
の
肝
心
な
り
。
是
れ
諸
御
抄
の
詮
要
な
り
「
開
迩
顯
本
宗
要
集
」
教
相
部
第
八
（
「
隆
教
」
第
四

巻
四
一
五
頁
）
。
類
文
、
「
弘
経
抄
」
第
六
一
巻
二
隆

全
」
第
六
巻
五
二
五
頁
）
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服
せ
ず
。
所
以
は
者
何
ん
。
毒
気
深
く
入
り
て
本
心
を
失
へ
る
が
故
に
、
此
の
好
き
色
香
あ
る
薬
に
お
い
て
美
か
ら
ず
と
謂
え
り
。

乃
至
、
我
れ
今
当
に
方
便
を
設
け
て
此
の
薬
を
服
せ
し
む
く
し
。
乃
至
、
是
の
好
き
良
薬
を
今
留
め
て
此
に
在
く
、
汝
取
っ
て
服
す

べ
し
。
差
え
じ
と
憂
ふ
る
こ
と
勿
か
れ
と
。
是
の
教
を
作
し
巳
っ
て
復
た
他
国
に
至
り
て
、
使
ひ
を
遣
は
し
て
還
へ
り
て
告
ぐ
等
云

云
。
分
別
功
徳
品
に
云
く
、
悪
世
末
法
の
時
等
云
云
。
問
ふ
て
云
く
、
此
の
経
文
の
遣
使
還
告
と
は
如
何
。
答
へ
て
云
く
、
四
依
な

り
。
四
依
に
四
類
有
り
。
小
乗
の
四
依
は
多
分
は
正
法
の
前
の
五
百
年
に
出
現
す
。
大
乗
の
四
依
は
多
分
は
正
法
の
後
の
五
百
年
に

出
現
す
。
三
に
迩
門
の
四
依
は
多
分
は
像
法
一
千
年
、
少
分
は
末
法
の
初
め
な
り
。
四
に
本
門
の
四
依
は
地
涌
千
界
、
末
法
の
初
め

に
要
ず
出
現
す
べ
し
。
今
の
避
使
還
告
は
地
涌
な
り
。
是
好
良
薬
と
は
寿
量
品
の
肝
要
た
る
名
体
宗
用
教
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
れ

な
り
。
此
の
良
薬
を
ば
仏
猶
を
迩
化
に
授
与
し
た
ま
は
ず
。
何
に
況
や
他
方
を
や
。
神
力
品
に
云
く
、
乃
至
天
台
の
云
く
、
但
下
方

の
発
誓
の
み
を
見
た
り
等
云
云
。
道
退
の
云
く
、
付
属
と
は
、
此
の
経
は
唯
下
方
涌
出
の
菩
薩
に
付
す
。
何
が
故
に
氷
る
。
法
是
れ

久
成
の
法
な
る
に
由
る
が
故
に
久
成
の
人
に
付
す
等
云
云
。
」
此
等
の
御
抄
・
本
書
の
大
旨
を
案
ず
る
に
、
前
の
「
不
失
心
者
」
の
一

類
は
本
門
一
品
二
半
脱
益
の
一
辺
な
り
。
今
の
「
余
失
心
者
」
已
下
滅
後
利
生
の
一
筋
は
、
本
門
八
品
上
行
要
付
の
末
法
下
種
の
本

門
の
本
尊
広
布
の
一
辺
な
り
。
「
弘
経
抄
」
第
八
八
巻
（
「
隆
全
」
第
九
巻
四
九
○
～
四
九
二
頁
）

Ｂ
、
「
上
行
付
嘱
」
の
語
義

上
行
付
嘱
と
は
、
上
行
所
伝
、
上
行
要
付
と
も
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
用
語
の
確
実
な
遺
文
の
典
拠
は
「
法
華
取
要
抄
」
の

「
上
行
菩
薩
所
伝
」
（
「
法
華
取
要
抄
」
、
定
遺
八
一
六
頁
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
所
は
、
仏
滅
後
末
法
の
為
に
、
本
仏
釈
尊

が
、
本
門
八
品
に
於
て
上
行
菩
薩
を
上
首
と
す
る
地
涌
の
菩
薩
に
題
目
を
付
嘱
し
、
弘
経
を
命
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
曽
谷

入
道
殿
許
御
書
」
（
「
定
遺
」
九
○
四
～
九
○
五
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
上
行
付
嘱
が
根
拠
と
な
っ
て
滅
後
の
弘
経
が
あ
る

と
解
さ
れ
る
。
隆
師
教
学
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
教
義
の
一
つ
で
あ
る
。

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）
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Ｂ
、
口
伝
仰
せ
に
云
く
、
種
熟
》

（
「
宗
全
」
第
八
巻
五
一
二
頁
）

種
熟
脱

Ａ
、
本
門
は
本
果
釈
尊
・
本
因
上
行
は
能
覚
な
り
、
妙
法
蓮
華
経
は
所
覚
な
り
。
此
の
能
覚
所
覚
は
一
体
に
し
て
久
遠
な
り
。
此

の
久
遠
成
道
は
大
慈
大
慈
の
形
な
り
。
所
以
に
本
果
釈
尊
は
三
世
に
在
世
の
衆
生
を
し
て
脱
を
以
て
種
に
還
し
て
本
春
属
と

成
し
て
、
滅
後
を
益
す
る
本
因
上
行
は
一
向
に
滅
後
の
教
主
と
成
り
、
師
弟
共
に
大
悲
剛
提
の
菩
薩
の
如
く
尽
生
界
の
本
誓

を
起
こ
し
、
在
世
滅
後
の
一
切
衆
生
を
化
度
し
尽
く
さ
ん
と
思
し
食
す
故
に
、
機
縁
の
薪
尽
き
ざ
れ
ば
釈
尊
・
上
行
の
応
用

の
火
も
減
せ
ず
久
遠
成
道
な
り
。
（
引
用
者
中
略
）
久
遠
成
道
の
実
体
は
末
法
利
生
の
為
な
り
。
「
弘
経
抄
』
第
三
巻
（
「
隆

３
、
「
上
行
付
嘱
」
と
云

上
行
付
嘱
の
本
尊 と

不

４
、
三
益
論
中
心

種
脱
一
双
を

六
頁
Ｃ
）
を
》

双
をを

強

全
」
第
一
巻
一
六
四
頁
）

○
上
行
付
嘱
の
本
尊
と
は
本
地
の
妙
法
蓮
華
経
是
れ
な
り
、
「
弘
経
抄
」
第
九
九
巻
、
隆
全
第
一
○
巻
四
五
八
頁

○
本
門
の
本
尊
と
は
、
堅
く
仏
菩
薩
の
所
居
の
土
を
簡
み
、
諸
仏
を
廃
し
て
久
遠
の
釈
尊
を
取
り
、
迩
化
他
方
を
廃
し
て

上
行
を
取
り
、
界
内
外
の
諸
浄
土
を
廃
し
て
本
国
土
妙
を
取
っ
て
、
本
果
妙
の
釈
尊
本
因
抄
の
上
行
と
、
依
正
互
融
す

る
界
如
三
千
事
円
の
妙
法
蓮
華
経
の
本
尊
は
、
十
法
界
の
聖
衆
久
遠
下
種
の
総
本
尊
な
り
。
故
に
当
宗
に
上
行
所
伝
の

本
地
の
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
本
尊
と
す
る
は
本
門
の
意
な
り
。
「
弘
経
抄
」
第
二
二
巻
（
「
隆
全
」
第
二
巻
七
二
五
頁
）

前
程
と
す
る
が
末
法
下
種
論
が
主
眼
の
故
に
以
脱
還
種
（
錐
脱
在
現
具
騰
本
種
記
一
上
、
正
蔵
三
四
巻
一
五

調

可
分
の
本
尊
義

を
以
て
在
世
滅
後
の
教
相
を
判
ず
る
事
、
日
像
門
流
の
随
分
の
相
承
也
「
私
新
抄
」
第
一
巻
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５
、
三
五
実
説
（
五
味
主
の
教
相
、
第
三
の
法
門
）

Ａ
、
三
五
塵
数
は
実
説
に
し
て
経
の
命
な
り
、
神
な
り
（
柵
肘
）
三
五
塵
数
は
諸
仏
の
上
の
所
作
な
り
、
報
身
久
遠
な
れ
ば
三
五

の
遠
事
久
遠
に
し
て
真
実
な
り
。
「
弘
経
抄
』
第
五
二
巻
（
「
隆
全
」
第
五
巻
五
七
五
～
五
七
六
頁
）

Ｂ
、
観
心
本
尊
抄
に
「
一
品
二
半
よ
り
の
外
は
未
得
道
教
と
名
く
」
等
と
云
ひ
、
「
爾
前
迩
門
の
円
教
す
ら
尚
を
仏
因
に
あ
ら
ず
。

乃
至
在
世
の
本
門
と
末
法
の
初
め
と
は
一
同
に
純
円
な
り
。
但
し
彼
れ
は
脱
、
此
れ
は
種
、
彼
れ
は
一
品
二
半
、
此
れ
は
但

題
目
の
五
字
な
り
」
と
云
へ
る
等
、
上
下
の
文
の
意
は
、
過
去
久
遠
下
種
を
爾
前
迩
門
本
門
正
宗
ま
で
得
脱
す
る
者
の
中
に
、

一
品
二
半
脱
益
の
者
は
過
去
久
遠
下
種
を
顕
本
す
る
脱
益
な
る
間
、
久
遠
下
種
に
約
せ
ば
真
実
の
脱
益
た
る
間
、
久
遠
下
種

を
顕
わ
さ
ざ
る
迩
門
爾
前
の
円
教
の
脱
益
は
無
得
道
な
り
と
云
ふ
心
な
り
。
此
の
久
遠
下
種
の
成
仏
不
成
仏
は
、
三
種
の
教

相
の
中
に
は
第
三
の
教
相
に
て
沙
汰
す
る
こ
と
な
り
。
此
の
第
三
の
久
遠
下
種
を
仏
は
本
門
八
品
に
説
ひ
て
上
行
に
付
し
、

末
法
下
種
を
成
ぜ
し
む
。
其
の
下
種
唱
導
の
手
本
に
不
軽
の
弘
経
を
宣
く
た
り
。
日
蓮
大
士
は
諸
御
抄
に
此
れ
を
移
し
た
ま

へ
り
。
真
権
抄
に
「
日
蓮
が
法
門
は
第
三
の
法
門
也
愈
鼎
こ
…
「
弘
経
抄
」
第
八
○
巻
（
「
隆
全
」
第
八
巻
六
二
八
頁
）

６
、
流
通
正
意
（
本
門
流
通
の
立
場
か
ら
の
法
華
経
解
釈
Ⅱ
本
門
弘
経
抄
の
視
座
）

今
日
又
一
代
五
時
の
終
に
、
流
通
の
宝
塔
品
の
末
よ
り
密
表
本
門
し
て
、
密
に
通
命
し
て
地
涌
に
命
じ
た
ま
ふ
。
故
に
遠

由
と
云
ふ
。
涌
出
品
の
初
に
至
っ
て
別
命
し
て
、
別
し
て
地
涌
を
召
し
、
前
三
後
三
の
釈
意
を
以
て
地
涌
菩
薩
を
本
浬
藥
妙

滅
後
流
通
の
唱
導
に
定
め
て
、
要
を
以
て
上
行
に
付
し
た
ま
ふ
。
故
に
本
門
に
序
正
流
通
の
三
段
こ
れ
あ
り
と
錐
も
、
三
段

共
に
滅
後
を
以
て
正
と
為
す
。
故
に
流
通
が
家
の
序
正
流
通
な
り
。
故
に
流
通
の
方
は
迩
門
流
通
な
れ
ど
も
本
門
流
通
と
成

る
な
り
。
故
に
迩
門
流
通
を
以
て
本
門
遠
序
と
為
す
意
に
て
「
至
流
通
中
変
土
地
裂
」
と
釈
す
る
な
り
。
故
に
観
心
本
尊
抄

に
「
本
門
は
序
正
流
通
倶
に
一
向
に
滅
後
の
為
」
と
判
じ
た
ま
へ
り
。

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）
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１
、
資
料
論

⑪
隆
師
の
著
述
等
は
問
題
意
識
に
基
づ
く
所
産

（
Ａ
）
日
存
聖
人
の
仰
せ
に
云
く
、
当
門
流
の
法
門
は
御
抄
を
以
て
能
眼
能
照
と
な
し
、
玄
文
止
の
六
十
巻
を
以
て
所
眼
所
照
と

為
し
て
、
中
古
已
来
天
台
宗
の
法
門
に
真
偽
を
加
え
、
邪
正
を
分
か
っ
て
捨
邪
帰
正
す
る
法
門
な
り
。
『
弘
経
抄
」
第
八
八

巻
（
「
隆
全
」
第
九
巻
五
三
三
～
四
頁
）

（
Ｂ
）
但
存
道
両
師
並
二
至
華
日
隆
二
二
代
三
十
余
年
之
間
、
指
幸
置
テ
在
俗
等
ノ
折
伏
弘
通
↓
集
聿
諸
御
抄
↓
伺
韮
ハ
十
巻
ノ
淵
底
宅
明
考
当

流
之
教
観
↓
談
〃
処
ノ
法
門
也
。
若
ン
有
謨
謬
解
一
者
、
呈
二
露
享
後
学
一
一
速
二
可
睦
希
聿
添
削
君
乍
”
去
り
尼
崎
流
随
分
ノ
己
証
也
。

「
五
帖
抄
」
第
五
（
「
佛
立
宗
義
書
」
三
巻
三
二
一
頁
）

②
日
隆
教
学
研
究
の
資
料
論

Ａ
、
著
作
二
八
部
二
七
四
巻
）

①
主
要
資
料

仙
他
宝
抄
一
巻
（
能
）

②
四
箇
口
決
一
帖
（
坐

一
帖
（
能

三
、
日
隆
教
学
の
諸
相
と
特
色

）

『
三
大
部
略
大
意
紗
」
玄
義
一
巻
九
帖
之
内
第
五
「
玄
一
云
四
花
六
動
開
方
便
之
門
三
変
千
踊
表
真
実
之

地
文
、
銭
云
至
流
通
中
変
土
地
裂
文
、
永
者
此
釈
意
如
何
」
の
文
中
（
未
刊
）
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⑧
六
箇
口
決
一
帖

側
当
家
要
伝
一
巻

⑤
私
新
抄
一
三
巻

⑥
御
書
文
段
集
六

ｍ
十
三
問
答
抄
上

三
巻上

⑧
法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
四
巻
、
通
称
は
四
帖
抄

側
本
門
戒
体
見
聞
三
巻
三
帖
、
通
称
は
三
帖
抄
、
本
文
は
直
弟
の
写
本
、
題
号
の
み
真
蹟
（
三
巻
分
）
國
祐
寺
蔵

⑩
日
蓮
所
立
本
門
法
華
宗
五
時
四
教
名
目
見
聞
一
六
巻
（
目
録
共
）
未
完
通
称
は
名
目
見
聞

但
し
題
号
の
下
を
通
称
二
帖
抄
法
華
の
下
を
通
称
五
帖
抄

⑪
玄
義
教
相
見
聞
一
巻
通
称
は
一
帖
抄

但
し
題
号
の
下
を

⑪
玄
義
教
相
見
聞
一

⑫
止
観
見
聞
一
六
巻

⑬
六
即
私
記
三
巻

⑰⑯⑮(10
玄開法私
義迩華経
一顕宗大
部本本意
見宗門
聞要弘四
集経巻

二 抄
巻六

⑱
本
門
法
華
宗
開
通
顕
本
玄
文
止
三
大
部
略
大
意
抄
一
七
巻
通
称
は
三
大
部
略
大
意
抄

付
別
序
の
下
一
巻
恐
ら
く
弘
経
抄
の
内
か

「
塵
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
識
浪
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）

一
四
帖
（
能
）
当
初
は
見
聞
新
抄
の
名
称
も
考
え
ら
れ
て
い
た

六
巻
但
し
本
尊
抄
文
段
は
日
信
写
、
撰
時
抄
文
段
は
中
古
の
写
本
の
み
存

六
巻
但

下
二
巻

（
某
蔵
）一

一
七
巻
（
内
目
録
四
巻
、
本
文
二
三
巻
）
通
称
は
弘
経
抄

六
六
巻
（
但
し
仏
部
第
一
の
最
略
本
を
除
け
ば
六
五
巻
）
通
称
は
宗
要
集
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Ｃ
、
所
持
の
法
華
経

参
考
本
門

Ｂ
、
抄
録
・
覚
書

心
空
嘉
慶
版
妙
法
蓮
華
経
全
八
巻
八
冊
真
蹟
書
込
存
、
但
し
日
承
寄
付
開
結
二
経
共

科
註
妙
法
蓮
華
経
全
一
○
巻
、
存
師
署
名
、
隆
師
書
入
等
存

参
考
大
平
寛
龍
「
日
隆
聖
人
御
所
持
「
心
空
嘉
慶
版
妙
法
蓮
華
経
』
「
科
註
妙
法
蓮
華
経
』
小
考
」
「
桂
林
学
叢
」
第
二
五
号
、

側
文
句
要
伝
一
巻
（
能
）

⑩
玄
義
一
部
難
字
集
一
帖
罷
）

⑧
条
箇
付
一
巻

⑥
四
信
五
品
紗
之
抄
一
巻

切
守
護
國
家
論
之
抄
（
守
護
国
家
論
文
段
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
仮
称
）

(5) (4) (3) (2) (1)
開玄諸文玄
目文御句義
紗止抄要要
之諸立文文
抄御所
抄 二

一出二帖巻
巻所巻二

巻一

二帖二

涌
出
品
題
四
悉
之
下
一
巻
恐
ら
く
弘
経
抄
の
内
か

考
本
門
法
華
宗
間
要
一
帖
（
写
本
の
み
存
）

平
成
二
六
年
三
月

冊
（

二
巻
二
帖へ

一

巻 能
一
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な
お
、

処
」
も

⑧
日
隆
教
学
の
方
法
に
つ
い
て

②
著
作
の
成
立
史
的
分
類

③
著
作
の
主
題
別
分
類
（
こ
れ
は
強
い
て
の
こ
と
で
、
日
隆
の
著
作
は
す
べ
て
日
蓮
教
学
に
関
す
る
内
容
）

い
、
法
華
経
…
…
他
宝
抄
、
私
経
大
意
、
五
帖
抄
、
弘
経
抄
及
び
書
簡
の
「
法
華
経
信
行
信
者
事
」

②
、
日
蓮
遺
文
…
御
書
文
段
集
、
諸
御
抄
立
所
、
御
書
抄
な
ど

③
、
天
台
学
…
…
止
観
見
聞
、
六
即
私
記
、
玄
義
一
部
見
聞
、
三
大
部
略
大
意
抄
な
ど

な
お
、
日
蓮
遺
文
と
天
台
三
大
部
の
両
方
に
関
す
る
も
の
と
し
て
「
文
句
要
伝
」

処
」
も
あ
る
。

⑪
著
述
内
容
か
ら
考
え
ら
れ
る
方
法

F同

教教 教
学学 学
応確 形
用立 成
期期 期

l lJ
名法後
目華期
見天｜
聞台私
・両新
本勝抄
門劣・
弘抄本

#漉
開懸
迩・
顕玄
本義
宗教
要相
集見

． E目

串
名法後
目華期
見天｜
聞台私
・両新
本勝抄
門劣・
弘抄本

#漉
開懸
迩・
顕玄
本義
宗教
要相
集見
・聞

○
さ
れ
ば
諸
御
抄
の
中
に
は
観
心
本
尊
抄
を
以
て
総
の
肝
要
と
為
す
。
「
弘
経
抄
」
第
七
五
巻
（
「
隆
全
」
第
八
巻
二
○
八
頁
）

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）

Ａ
、
日
蓮
遺
文
の
見
方

同
「
日
隆
聖
人
御
所
持
「
科
註
妙
法
蓮
華
経
」
の
経
文
部
分
に
関
す
る
書
込
に
つ
い
て
ｌ
御
所
持
本
「
心
空
嘉
慶
版
妙

法
蓮
華
経
』
と
「
本
門
弘
経
抄
」
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
ｌ
」
「
桂
林
学
叢
」
第
二
六
号
、
平
成
二
七
年
一
○
月
、

な
ど
参
照

三/－，

大一

趣
§な
など
ど

前
期
ｌ
他
宝
抄

「
玄
文
止
諸
御
抄
出
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抄
」
第
四
今
法
全
」
日
隆
ｌ
、
四
九
諄

Ｃ
、
原
始
天
台
と
日
本
中
古
天
台

○
口
伝
に
云
く
、
玄
義
の
第
二
に

口
伝
に
云
く
、
玄
義
の
第
二
に

○
天
台
所
説
の
玄
文
止
に
お
い
て
二
筋
こ
れ
あ
り
。
内
鑑
と
外
縁
と
な
り
。
内
鑑
は
本
門
、
外
縁
は
迩
門
な
り
。
都
合
、
迩
面
と

本
裏
と
の
玄
文
止
な
り
。
内
証
本
裏
の
辺
を
ば
末
代
同
我
の
後
哲
に
贈
ら
ん
が
た
め
に
文
底
に
秘
し
て
こ
れ
を
沈
め
、
意
密
に
日
蓮

聖
人
に
贈
り
奉
る
云
・
室
。
外
縁
迩
面
の
辺
は
当
座
の
像
法
の
根
機
に
逗
じ
て
熟
益
を
成
ず
。
（
酬
将
）
か
く
の
如
き
玄
文
止
は
迩
門
流
通

の
意
な
り
。
こ
の
玄
文
止
は
教
観
を
も
っ
て
肝
要
と
な
す
。
玄
・
文
は
在
世
の
教
相
、
止
観
は
滅
後
の
観
心
な
り
。
（
鯛
肴
）
次
に
本

門
流
通
の
玄
文
止
と
は
別
に
こ
れ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
上
に
云
う
が
如
く
、
天
台
の
内
鑑
・
本
門
の
密
意
の
玄
文
止
は
即
ち
日
蓮
大
士

本
門
流
通
の
得
分
な
り
。
所
以
に
像
法
随
他
の
辺
は
迩
門
に
附
順
す
と
難
も
、
内
証
は
本
地
寿
命
海
の
内
に
有
っ
て
、
末
代
先
序
の

た
め
に
本
門
の
密
意
を
も
っ
て
玄
文
止
を
作
り
、
末
代
同
我
の
後
哲
の
日
蓮
大
士
に
贈
れ
り
。
日
蓮
大
士
は
即
ち
玄
文
止
の
底
下
を

見
た
ま
え
ば
、
本
門
流
通
・
上
行
要
付
の
妙
法
蓮
華
経
こ
れ
あ
り
。
所
謂
、
玄
文
止
は
即
ち
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
り
。
さ
れ
ば
三
大

部
は
則
ち
玄
文
一
大
部
な
り
。
（
鯛
肴
）
観
心
抄
の
末
に
一
部
を
結
ぶ
時
、
一
念
三
千
を
も
っ
て
妙
法
五
字
に
裏
み
、
止
観
を
去
っ
て

玄
義
に
還
る
。
玄
義
は
即
ち
末
代
初
心
始
行
の
下
種
結
縁
の
能
釈
な
り
。
価
っ
て
初
め
に
玄
・
文
を
去
っ
て
止
観
に
移
る
玄
義
は
在

世
正
宗
の
玄
義
な
り
。
後
に
止
観
を
去
っ
て
玄
義
に
還
る
玄
義
は
、
本
門
八
品
上
行
要
付
の
「
以
要
言
之
」
の
玄
義
な
り
。
「
四
帖

抄
」
第
四
今
法
全
」
日
隆
ｌ
、
四
九
五
～
五
○
○
頁
）

○
此
の
結
文
、
一
部
の
肝
心

Ｂ
、
日
蓮
遺
文
と
原
始
天
台

外
宜
迩
面
と
内
鑑
本
密

一
部
の
肝
心

四
重
興
廃
を
判
ぜ
り
。
当
世
の
天
台
宗
は
此
の
文
の
く
い
ぜ
（
株
）
を
守
り
、
法
華
経
よ
り
止

観
は
勝
れ
た
り
と
云
ふ
大
誇
法
・
大
僻
見
を
云
い
出
だ
し
た
る
な
り
。
玄
の
二
に
云
く
、
通
の
中
の
ご
と
き
、
先
に
方
便
の
教

な
り
。

是
れ
諸
御
抄
の
詮
要
な
り
。
「
宗
要
集
」
教
相
部
第
八
（
「
隆
教
」
第
四
巻
四
一
五
頁
）
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○
観
妙
を
以
て
本
妙
を
廃
す
と
云
ふ
は
在
世
滅
後
・
正
宗
流
通
・
教
観
の
異
な
り
。
法
体
に
二
あ
り
て
、
本
妙
よ
り
観
妙
勝
る
る

と
云
ふ
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
中
略
）
日
蓮
宗
の
意
は
、
爾
前
迩
門
は
教
の
み
有
っ
て
観
無
し
、
本
門
に
は
教
即
観
に
し
て

教
観
一
致
な
る
故
に
本
妙
即
観
妙
な
り
。
故
に
本
妙
を
廃
し
て
観
妙
を
取
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
但
し
一
品
二
半
顕
本
の
本
果

の
本
妙
を
廃
し
て
八
品
所
顕
の
本
因
妙
名
字
の
観
心
の
妙
を
興
す
と
云
ふ
事
は
、
観
心
抄
の
大
旨
、
日
蓮
宗
の
宗
旨
な
り
。
彼

の
天
台
宗
の
義
と
名
は
似
た
れ
ど
も
義
は
異
殊
な
り
。
所
詮
、
本
妙
を
廃
し
て
観
妙
を
取
る
と
は
、
本
妙
即
所
観
の
境
と
な
り
、

観
妙
即
能
観
の
智
と
成
る
な
り
。
『
弘
経
抄
」
第
三
巻
（
「
隆
全
」
第
一
巻
二
○
六
～
二
○
七
頁
）

○
当
門
流
に
は
久
年
の
間
諸
方
に
法
理
を
求
め
、
恐
ら
く
は
諸
御
抄
を
極
む
る
こ
と
数
百
遍
に
及
び
、
玄
文
止
六
十
巻
を
極
め
、

内
鑑
外
宜
・
迩
本
流
通
を
分
か
っ
て
諸
御
抄
を
以
て
能
開
能
照
と
な
し
、
玄
文
止
等
を
以
て
所
開
所
照
と
な
し
て
、
開
迩
顕
本

の
上
に
本
門
法
華
宗
を
立
て
、
天
台
宗
の
諸
聖
教
に
お
い
て
真
偽
を
加
え
、
捨
邪
帰
正
し
て
之
を
用
ひ
て
助
縁
と
な
す
。
「
弘

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）

こ
れ
あ
る
く
け
ん
や
。
観
心
と

り
。
「
私
新
抄
」
第
二
（
「
宗
全
」

Ｄ
、
日
蓮
遺
文
と
日
本
中
古
天
台

を
施
さ
ば
、
（
中
略
）
絶
を
以
て
妙
と
な
す
な
り
云
云
。
錨
の
二
に
云
く
、
教
と
本
迩
と
及
以
ぴ
観
心
と
（
後
略
）
、
此
の
謂
い
な

り
云
云
。
本
末
の
釈
の
前
後
を
見
る
に
、
教
観
の
不
同
を
判
ぜ
り
。
爾
前
・
迩
門
・
本
門
と
次
第
を
定
め
、
言
語
を
以
て
他
の
事

を
沙
汰
す
る
分
は
、
何
な
る
本
門
終
窮
の
極
理
と
も
云
へ
教
門
な
れ
ば
、
爾
前
・
迩
門
・
本
門
の
大
教
を
絶
し
て
、
己
心
の
権

実
本
迩
を
観
じ
て
一
念
一
心
の
処
に
万
法
を
収
む
。
心
外
の
言
語
教
門
を
絶
し
て
唯
一
実
性
無
空
仮
中
た
る
心
性
不
思
議
の
一

絶
を
修
行
せ
ん
が
た
め
に
本
迩
の
大
教
を
廃
す
と
は
釈
し
た
ま
ふ
な
り
。
し
か
る
に
本
門
実
相
の
外
に
観
心
の
至
理
と
云
ふ
事

こ
れ
あ
り
て
、
観
心
の
理
の
勝
れ
た
り
と
は
意
得
べ
か
ら
ず
。
一
代
諸
経
の
至
極
は
本
門
な
り
。
本
門
の
外
に
何
な
る
深
理
が

こ
れ
あ
る
く
け
ん
や
。
観
心
と
云
ふ
は
、
本
迩
の
依
経
の
義
味
を
聞
い
て
、
次
に
己
心
の
経
を
尋
ね
顕
わ
す
を
観
心
と
云
ふ
な

り
。
「
私
新
抄
」
第
二
（
「
宗
全
」
第
八
巻
五
一
頁
）

－53－



２
、
日
隆
教
学
の
諸

Ａ
、
本
門
八
品
正
意
論

日
隆
教
学
の
諸

経
抄
」
九
八
巻
（
「
隆

②
教
学
方
法
論
の
由
来

（
「
隆
全

本
門
八
品
正
意
と
は
、
「
法
華
経
は
滅
後
末
法
の
悪
人
下
機
の
我
々
の
為
に
説
か
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。
そ
の
理

由
は
、
本
門
八
品
の
教
義
が
「
上
行
付
嘱
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
末
法
下
種
の
根
拠
の
故
で
あ
る
。
日
蓮
遺
文
の
中
で
上
行
付

嘱
の
教
義
は
「
本
尊
抄
」
で
初
め
て
顕
説
さ
れ
、
従
っ
て
「
八
品
（
Ⅱ
本
文
八
品
）
」
の
語
も
出
て
い
る
。
そ
の
後
の
遺
文

で
は
、
上
行
付
嘱
の
教
義
に
も
と
づ
く
末
法
下
種
論
が
中
心
と
な
る
の
で
「
八
品
」
の
タ
ー
ム
は
出
て
い
な
く
て
も
、
義
は

末
代
愚
者
四
海
に
充
満
し
、
一
天
下
に
周
遍
せ
り
。
か
か
る
時
分
に
は
内
証
は
設
ひ
智
者
た
り
と
い
へ
ど
も
、
無
智
の
過
を

恐
れ
て
、
下
機
に
随
っ
て
教
法
を
施
設
す
る
に
、
得
益
は
称
計
す
べ
か
ら
ず
。
蓮
師
御
出
世
の
正
意
は
是
れ
な
り
。
こ
れ
を

知
ら
ざ
る
学
者
は
、
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
の
法
門
は
始
覚
な
り
。
相
待
妙
の
一
分
な
り
。
観
心
開
会
の
法
門
は
こ
れ
を
存
知

せ
ず
。
但
教
相
計
り
に
し
て
深
理
な
し
と
云
ふ
毅
は
、
恐
ら
く
は
蓮
師
の
御
門
弟
の
中
に
も
こ
れ
あ
り
と
風
聞
せ
り
。
悲
し

ひ
か
な
、
蓮
師
の
大
悲
を
忘
れ
て
内
証
の
幽
旨
を
知
ら
ず
。
哀
れ
な
る
か
な
、
蓮
師
の
善
巧
は
誇
心
を
恐
る
る
事
を
。
天

台
・
伝
教
は
能
所
倶
に
智
者
賢
人
な
れ
ば
、
教
法
の
判
教
に
畏
れ
る
所
な
し
。
末
代
の
蓮
師
は
智
者
の
た
め
に
文
底
に
深
理

を
う
づ
み
、
文
相
は
愚
者
を
本
と
な
し
て
一
切
の
判
教
を
示
す
。
愚
者
は
開
会
観
心
の
深
理
を
聞
い
て
誹
誇
を
生
ず
。
日
像

聖
人
、
門
弟
に
示
し
て
云
く
、
教
証
二
道
を
弁
え
ず
し
て
観
心
の
法
門
を
言
は
ん
者
は
誇
法
に
同
ず
べ
し
と
云
へ
り
。
是
れ

則
ち
初
心
の
行
者
を
誘
引
す
る
故
な
り
。
「
私
新
抄
」
第
一
二
巻
（
「
宗
全
」
第
八
巻
三
五
三
頁
）

問
題
と
特
色
時
間
の
関
係
上
、
要
望
さ
れ
た
問
題
を
中
心
と
す
る

」
第
一
○
巻
四
四
九
頁
）
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Ｂ
、
法
体
二
重
説
と
法
体
三
重
説

イ
、
但
天
台
の
一
念
三
千
こ
そ
佛
に
な
る
べ
き
道
と
み
ゆ
れ
、
此
一
念
三
千
も
我
等
一
分
の
慧
解
も
な
し
開
目
抄
（
定
遺

八
品
正
意
論
に
基
づ
く
議
論
と
考
え
ら
れ
る
。

○
尋
ね
て
云
く
、
本
門
八
品
を
以
て
最
要
品
と
為
す
其
の
意
如
何
。

答
ふ
。
（
捌
騎
）
口
伝
に
云
く
、
観
心
本
尊
抄
の
中
に
委
悉
な
り
。
謂
く
、
「
但
召
地
涌
千
界
説
於
八
品
付
嘱
之
、
其
本
尊
為

体
室
云
．
。
」
此
の
文
と
「
八
年
之
間
但
限
八
品
云
云
．
」
、
大
に
次
ぎ
下
に
「
以
本
門
論
之
一
向
以
末
法
之
初
為
正
機
云
云
．
」
「
本
門

序
正
流
通
［
八
品
］
倶
以
末
法
之
初
［
八
品
］
為
詮
云
云
。
」
、
「
与
末
法
之
初
云
云
。
」
「
此
種
云
云
。
」
「
此
但
題
目
五
字
」
と
云
ふ

七
ヶ
所
の
文
は
一
同
し
て
本
門
八
品
を
説
い
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
本
化
上
行
等
に
付
し
、
末
法
下
種
に
備
へ
下
機
を

助
く
く
し
と
云
ふ
事
を
説
く
な
り
。
（
以
下
略
）
［
］
は
隆
師
の
注
記
「
五
帖
抄
」
第
五
、
（
『
佛
立
義
書
」
第
三
巻
二
一
○

頁
…

ロ
、
不
識
一
念
三
千
者
佛
起
大
慈
悲
五
字
内
裏
此
珠
令
懸
末
代
幼
稚
頚
（
以
下
略
）
観
心
本
尊
抄
（
定
遺
七
二
○
頁
）

法
体
二
重
説
で
は
、
イ
・
ロ
の
一
念
三
千
は
共
に
理
具
三
千

日
隆
「
私
新
抄
」
第
一
○
巻
（
「
宗
全
」
第
八
巻
二
六
九
頁
）

例
せ
ぱ
浅
井
圓
道
「
観
心
本
尊
抄
」
二
六
三
頁

法
体
三
重
説
で
は
、
共
に
事
具
三
千
の
意

「
宗
要
集
」
仏
部
第
一
（
「
隆
教
」
第
一
巻
三
四
頁
）
（
前
掲
）

○
此
の
観
心
抄
の
意
は
、
迩
門
流
通
止
観
一
部
の
理
具
三
千
を
以
て
本
門
流
通
本
因
果
国
依
正
互
具
の
事
の
三
千
に
裏
み
、

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
識
演
資
料
（
大
平
宏
龍
綴
）

六
○
四
頁
）
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Ｄ
、
教
判
と
本
迩

Ｃ
、
四
重
興
廃
説

○
日
蓮
が
法
門
は
第
三
の
法
門
な
り
票
権
出
界
抄
（
「
定
遺
」
一
五
八
九
頁
）

教
相
論
の
結
論
は
五
味
主
の
教
相

○
諸
経
は
五
味
、
法
華
経
は
五
味
の
主
と
申
す
法
門
は
本
門
の
法
門
な
り
。

曽
谷
殿
御
返
事
（
焼
米
抄
）
（
「
定
遺
」
一
六
五
四
頁
）

三
世
十
方
微
塵
の
経
教
に
対
し
、
種
熟
脱
の
三
益
論
を
も
と
と
し
た
三
種
教
相
論
に
よ
っ
て
整
理
。

○
設
ひ
法
は
甚
深
と
称
す
と
も
未
だ
種
熟
脱
を
論
ぜ
ず
還
っ
て
灰
断
に
同
じ
。
化
に
始
終
無
し
と
は
是
れ
な
り
本
尊
抄
（
定

遺
七
一
四
頁
）

「
四
重
興
廃
事
」
「
私
新
抄
」
第
二
、
宗
全
第
八
巻
五
一
頁
（
前
掲
）

玄
義
第
二
上
（
正
蔵
三
三
巻
六
九
七
頁
）
の
義
は
教
観
の
異

日
本
中
古
天
台
に
止
観
勝
法
華
と
解
す
る
の
は
誤
り

「
法
華
宗
意
用
四
重
興
廃
耶
」
「
私
新
抄
」
第
二
二
宗
全
」
第
八
巻
五
二
頁
）

昔
迩
本
観
の
次
第
は
、
日
蓮
義
に
習
合
す
れ
ば
、
永
前
・
迩
門
・
本
門
・
題
目
の
次
第
に
対
応
す
る
故
に
形
式
に
お
い

て
四
重
興
廃
を
用
い
る
と
も
い
え
る
。
（
私
に
取
意
）

種
子
の
法
を
顕
し
、
信
智
の
者
に
擬
し
、
又
万
人
の
為
に
事
具
の
三
千
を
以
て
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
［
口
業
］
に
裏
み
、

愚
者
に
授
く
る
な
り
、
此
の
時
は
事
理
の
三
千
は
体
玄
義
、
妙
法
蓮
華
経
は
総
名
な
り
。

『
弘
経
抄
」
第
六
一
巻
（
「
隆
全
」
第
六
巻
五
二
六
頁
）
［
］
は
隆
師
の
注
記
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日
隆
教
学
に
お
け
る
本
迩
は
本
地
・
迩
中
の
勝
劣

「
郡
師
那
三
い
細
益
ｌ
繊
Ｉ
五
味
主
Ｉ
本
地

岸
魏
毒
！
ｉ
趣
”

尚

尚

法
華

本
門
・
…
．
．
‐
‐
‐
‐
脱
益

「
本
尊
抄
」
（
「
定
遺
」
七
一
五
頁
）
隆
師
の
言
及
は
多
数

「
本
尊
抄
」

Ｅ
、
教
主
釈
尊
と
顕
本
論

イ
、
顕
本
の
起
り
と
上

、
顕
本
の
起
り
と
上

五
味
主

行
付
嘱

法
華
経
寿
逓
品
の
釈
尊
の
顕
本
は
、
娑
婆
世
界
の
衆
生
教
化
の
為
、
イ
ン
ド
出
現
の
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
た
こ
と
の
説
明
と
し

て
「
方
便
現
浬
藥
」
と
さ
れ
、
釈
尊
自
身
の
寿
命
は
久
遠
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
こ
と
。

苅
谷
定
彦
著
「
法
華
経
〈
仏
滅
後
〉
の
思
想
』
（
東
方
出
版
、
平
成
一
二
年
）
は
、
法
華
経
の
原
典
研
究
の
立
場
か
ら
そ
の
結

論
を
「
「
法
華
廷
ｌ
〈
仏
滅
後
〉
の
衆
生
の
た
め
の
経
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
蓮
の
『
本
尊
芝
窪
華
取
要
抄
」
に

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）

ｒ
再
往
は
久
遠
下
種
が
真
実
の
本
門
（
本
地
）

「
玄
義
教
相
見
聞
」
二
法
全
」
日
隆
１
、
一
四
四
頁
以
下
）
な
ど
、

｢気

一
往
は
過
去
下
種
の
所
（
三
五
下
種
）
を
本
門
と
す
る
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○
此
の
上
行
付
嘱
を
以
て
本
門
正
宗
と
為
し
如
来
出
世
の
本
懐
と
為
す
な
り
。
『
三
大
部
略
大
意
抄
」
、
玄
義
一
巻
九
帖
之
内

第
四
、
「
於
本
迩
体
高
有
勝
劣
耶
」
の
文
中
（
未
刊
）

○
此
の
本
因
妙
と
は
釈
尊
に
十
法
界
の
依
正
三
千
遍
照
の
功
徳
を
具
す
。
仏
界
の
辺
を
ば
本
果
妙
と
名
け
、
釈
尊
と
名
く
る

な
り
。
九
界
の
辺
を
ば
本
因
妙
と
名
け
上
行
は
是
れ
釈
尊
の
教
弥
実
位
弥
下
し
た
ま
ふ
滅
後
応
同
の
大
慈
大
悲
の
尊
形
を

上
行
と
云
ふ
。
上
行
と
釈
尊
と
は
同
体
一
身
に
し
て
因
果
を
分
け
て
父
子
の
相
を
示
す
。
故
に
釈
尊
の
御
身
を
滅
後
末
法

に
分
け
や
れ
ば
上
行
な
り
、
（
捌
勝
）
種
子
は
釈
尊
に
あ
り
、
種
子
を
下
す
こ
と
は
上
行
に
あ
り
と
口
伝
す
る
な
り
。
『
弘

経
抄
』
第
八
五
巻
（
「
隆
全
」
第
九
巻
二
九
七
頁
）

ロ
、
日
隆
教
学
に
お
け
る
顕
本
論
の
要
点

ａ
、
法
華
経
寿
量
品
の
釈
尊
は
三
身
即
一
正
在
報
身
で
あ
り
、
寿
命
は
無
始
無
経
で
あ
る

○
株
橋
諦
秀
（
日
浦
）
「
日
隆
聖
人
の
寿
量
本
仏
観
」
（
「
桂
林
学
叢
」
第
五
号
所
収
・
昭
和
四
○
年
）

ｂ
、
本
仏
釈
尊
の
大
慈
悲
は
、
滅
後
末
法
の
衆
生
を
救
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
為
に
上
行
付
嘱
を
説
か
れ
た
。
そ
れ
は
「
下
種

○
顕
本
し
畢
れ
ば
諸
仏
悉
く
名
体
絶
し
巳
れ
ぱ
釈
尊
一
仏
と
成
っ
て
余
の
諸
仏
こ
れ
な
し
と
顕
本
す
る
は
、
下
種
の
顕
本

に
し
て
、
本
門
八
品
上
行
要
付
の
顕
本
な
り
「
弘
経
抄
」
第
七
七
巻
（
「
隆
全
」
第
八
巻
三
四
八
頁
）

ｃ
、
報
身
の
無
始
無
経
は
無
量
無
辺
の
五
百
塵
点
の
故
。

○
本
因
妙
以
前
に
無
量
無
辺
の
釈
尊
上
行
師
弟
自
体
顕
照
の
自
受
法
楽
の
説
法
こ
れ
あ
り
と
錐
も
自
行
の
成
道
な
れ
ば
名

あ
る
。

強
調
す
る
所
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
日
蓮
は
、
そ
の
理
由
を
「
上
行
付
嘱
」
に
み
た
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
隆
師
の
主
張
で

の
顕
本
」
と
も
い
わ
れ
る
。

－58－



等
覚
・
妙
覚
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
「
一
仏
二
名
」
を
ふ
ま
え
て
、
隆
師
は
釈
尊
の
大
慈
大
悲
に
よ
る
教
化
の
あ
り
方
を

一
仏
二
名
と
表
現
。
そ
の
根
拠
は
上
行
付
嘱
の
重
視
に
あ
り
、
十
界
五
具
論
を
ふ
ま
え
『
本
尊
抄
」
（
定
遺
七
一
二
頁
）
の

解
に
よ
っ
て
、
本
仏
の
本
因
妙
を
地
涌
の
菩
薩
と
解
す
る
。
一
仏
二
名
の
救
済
論
は
、
医
師
啓
の
失
心
の
衆
生
に
対
す
る

救
い
に
基
づ
く
。
本
意
は
『
弘
経
抄
」
第
八
巻
（
前
掲
）
の
如
し
。

参
考
、
一
仏
二
名
の
諸
本
の
上
で
の
検
索
は
米
沢
晋
之
助
著
「
慶
林
坊
日
隆
教
学
の
研
究
」
（
山
喜
房
佛
書
林
、
平
成
三
○
年
）
に
詳
し
い
。

ｅ
、
隆
師
の
顕
本
論
に
対
す
る
研
究

○
隆
師
の
説
を
承
け
て
の
研
究

株
橋
諦
秀
（
日
涌
）
「
日
隆
聖
人
の
寿
量
本
仏
観
」
『
桂
林
学
叢
」
第
五
号
、
昭
和
四
○
年
七
月

石
田
智
清
（
日
信
）
「
日
隆
聖
人
研
究
ノ
ー
ト
（
一
）
’
五
百
塵
点
に
つ
い
て
ｌ
」
「
桂
林
学
叢
」
第
二
号
、
昭
和
三
六

。
，

○
隆
師
の
説
に
対
す
る
批
判

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）

と
云
ふ
な
り
。

釈
尊
は
一
仏
二
名

体
も
替
ら
ず
唯
是
れ
釈
尊
上
行
の
一
仏
一
菩
薩
の
本
因
本
果
な
り
。
故
に
能
盤
の
五
百
塵
数
も
本
因
妙
已
前
に
無
量
無

辺
の
五
百
塵
数
こ
れ
あ
る
べ
し
。
其
の
中
の
一
箇
の
五
百
塵
数
を
経
に
挙
げ
た
る
な
り
、
実
に
は
本
因
妙
已
前
に
無
始

久
遠
の
五
百
微
塵
こ
れ
あ
り
、
随
っ
て
無
量
無
数
不
可
説
の
本
因
妙
釈
尊
上
行
の
出
現
こ
れ
あ
り
、
故
に
無
始
の
久
遠

と
云
ふ
な
り
。
「
弘
経
抄
」
第
八
五
巻
（
「
隆
全
」
第
九
巻
二
八
七
～
二
八
八
頁
）

年
三
月

芹
沢
一
男
（
泰
謙
）
「
慶
林
房
日
隆
の
時
間
論
’
五
百
塵
点
実
説
論
に
つ
い
て
」
「
仏
教
学
論
集
」
一
五
号
、
昭
和
五
五

年
四
月
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ｆ
、
日
蓮
の
顕
本
論

日
隆
の
顕
本
論
を
考
え
る
為
に
ま
ず
日
蓮
の
義
を
確
認
す
る
必
要

側
、
田
村
芳
朗
「
親
鴬
、
日
蓮
両
師
に
お
け
る
久
遠
仏
思
想
の
対
比
」

ヨ
代
五
時
図
」
に
は
次
の
ご
と
く
図
示
さ
れ
て
い
る

執
行
海
秀
著
「
日
蓮
宗
教
学
史
」
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
三
九
年
（
初
版
昭
和
二
七
年
）

望
月
歓
厚
著
「
日
蓮
教
学
の
研
究
」
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
四
一
年
（
初
版
昭
和
三
三
年
）

北
川
前
肇
著
「
日
蓮
教
学
研
究
」
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
六
二
年

執
行
氏
が
「
繰
返
し
顕
本
」
と
し
、
望
月
氏
は
「
形
式
的
誤
謬
」
（
三
九
三
頁
以
下
）
と
。

北
川
氏
は
、
執
行
・
望
月
両
氏
の
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
日
隆
が
五
百
塵
点
劫
に
固
執
し
て
な
ぜ
く
り
返
し
を
説
く
の

か
、
一
個
の
五
百
塵
点
に
よ
っ
て
久
遠
性
に
到
達
で
き
ぬ
な
ら
、
く
り
返
し
て
も
到
達
で
き
ず
、
五
百
塵
点
方
便
説
と

な
る
と
批
判

天
台
宗
御
本
尊

Ｆ
釈
迦
如
来

１
１
華
厳
ノ
ル
サ
ナ
真
言
ノ
大
日
等
ハ
皆
此
仏
ノ
為
二
春
属
一

「
久
遠
実
成
実
修
実
証
ノ
仏
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○
我
等
が
己
心
の
釈
尊
は
五
百
塵
点
乃
至
所
顕
の
三
身
に
し
て
無
始
の
古
佛
な
り
（
定
遺
七
一
二
頁
）

○
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
で
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
。
佛
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生

せ
ず
、
所
化
以
て
同
体
な
り
（
同
右
）

○
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
（
定
遺
七
○
二
９
）

○
此
の
本
門
の
肝
心
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
於
て
は
、
佛
猶
文
殊
薬
王
等
に
も
之
を
付
属
し
た
ま
は
ず
。
何
に
況

ん
や
其
の
已
下
を
や
、
但
地
涌
千
界
を
召
し
て
八
品
を
説
ひ
て
之
を
付
属
し
た
ま
ふ
（
定
遺
七
一
二
頁
）

○
本
門
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
一
向
に
末
法
之
初
を
以
て
正
機
と
為
す
。
所
謂
る
一
往
之
を
見
る
時
は
久
種
を
以
て
下

種
と
為
し
、
大
通
・
前
四
味
・
迩
門
を
熟
と
為
し
て
本
門
に
至
っ
て
等
妙
に
登
ら
し
む
。
再
往
之
を
見
れ
ば
迩
門
に

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
講
演
資
料
（
大
平
宏
随
編
）

四
五
四
頁
）

⑥
、
「
本
尊
抄
」

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
彼
の
解
釈
す
る
久
遠
は
無
始
で
、
し
か
も
理
体
本
覚
法
身
の
無
始
無
終
で
は
な
く
、
実
修
実
証
の
具

体
性
を
有
す
る
事
仏
で
あ
る
と
と
れ
よ
う
。
娠
捌
付
実
修
実
証
と
無
始
と
を
い
か
に
結
び
つ
け
る
か
。
こ
れ
が
日
蓮
に
投

ぜ
ら
れ
る
第
一
の
疑
問
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
田
村
芳
朗
仏
教
学
論
集
Ⅱ
日
本
仏
教
論
」
春
秋
社
、
平
成
三
年
（
四
五
三
～

久
成
ノ
三
身

始
成
ノ
三
身

に
お
い
て

串
撫
川
撫
鱗
Ⅱ
「
真
言
大
日
等

串
鱗
丁
賠
無
終
｛
「
定
遮
」
二
三
四
二
頁
）
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㈲
教
学
の
全
体
系
か
ら

９
日
蓮
の
顕
本
義
と
日
隆
の
顕
本
義

日
隆
の
義
は
、
日
蓮
の
義
を
承
け
て
、
そ
れ
を
少
し
く
論
理
的
に
展
開
し
た
も
の

ｈ
、
有
限
で
あ
り
な
が
ら
無
始
無
終
と
は

（
私
見
）
ホ
ー
キ
ン
グ
氏
の
宇
宙
論
「
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ホ
ー
キ
ン
グ
の
宇
宙
」
二
四
三
頁
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス
、
平
成
一

（
私
見
）
ホ

(c)
、

四
、
日
隆
教
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド

扁
末上久
法行遠
下付下
種嘱種

’ ’

ー
年
、
な
ど

は
似
ず
、
本
門
は
序
正
流
通
倶
に
末
法
之
始
を
以
て
詮
と
為
す
（
「
定
遺
』
七
一
五
頁
）

「
春
初
御
消
息
」
（
定
遺
は
建
治
四
年
正
月
二
十
日
に
系
け
る
。
録
外
。
一
九
○
八
頁
）

○
す
で
に
読
経
の
こ
え
も
た
え
、
観
念
の
心
も
う
す
し
、
今
生
退
転
し
て
未
来
三
五
を
経
ン
事
を
な
げ
き
候
つ
る
と
こ

ろ
に
崎
酬
行

共
に
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経

「
弘
経
抄
」
第
一
巻
、
第
三
、
本
門
流
通
大
意
の
下
、
四
義
（
『
隆
全
」
第
一
巻
四
四
～
五
三
頁
）

〔
翔
罐
噛
畔
獅
雛
評
奉
義
〕
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口
日
隆
教
学
の
教
観

日
末
法
下
機
の
直
視

「
慶
林
日
隆
教
学
の
形
成
と
特
色
」
識
淡
資
料
（
大
平
宏
龍
編
）

教
ｌ
諸
教
は
五
味
、
法
華
経
は
五
味
主

［
］
教
即
観
・
観
即
教

観
ｌ
迩
門
よ
り
本
門
は
下
機
を
摂
す
、
教
弥
実
位
弥
下

○
諸
門
流
の
人
人
は
上
行
菩
薩
に
勝
れ
た
る
釈
尊
第
一
の
御
弟
子
な
る
故
に
、
釈
尊
よ
り
直
授
し
て
之
を
取
る
な
り
。

日
存
・
日
道
の
両
師
は
数
な
ら
ざ
る
下
劣
の
御
こ
と
に
て
之
れ
あ
り
。
故
に
釈
尊
よ
り
「
以
要
言
之
」
し
て
上
行

の
御
手
に
請
取
り
た
ま
ひ
た
る
妙
法
蓮
華
経
を
、
日
蓮
大
士
の
御
手
よ
り
取
り
た
ま
ふ
な
り
。
所
謂
る
本
門
八
品

是
れ
な
り
。
「
弘
経
抄
」
第
八
六
巻
（
「
隆
全
」
第
九
巻
三
八
三
～
三
八
四
頁
）

○
此
の
如
く
法
師
品
よ
り
神
力
品
に
至
る
経
旨
の
本
意
は
能
開
の
要
の
釈
尊
、
能
開
の
要
法
を
以
て
能
開
の
要
の
上

行
菩
薩
に
付
嘱
し
、
折
伏
逆
化
の
「
不
受
余
経
一
偶
」
の
要
の
無
智
の
宗
旨
を
立
て
、
無
智
の
日
蓮
を
以
て
唱
導

と
為
し
、
無
智
の
悪
人
を
以
て
所
化
と
為
す
。
曾
て
自
力
を
具
せ
ざ
る
信
心
の
弟
子
偏
に
法
力
経
力
を
望
む
。
能

化
所
化
の
た
め
に
説
く
処
の
未
来
記
な
り
。
若
し
爾
ら
ぱ
日
蓮
大
菩
薩
に
十
徳
を
備
え
ざ
る
中
々
の
如
説
修
行
の

○
本
門
無
教
、
教
即
観
心
（
「
弘
経
抄
」
第
七
、
隆
全
第
一
巻
五
○
一
頁
）
等
類
文
多
数
。

○
尼
崎
流
ト
シ
テ
諸
御
抄
ノ
教
観
ヲ
一
言
ニ
ロ
伝
ス
ル
事
有
叫
之
レ
如
何
。
口
伝
二
云
ク
、
舷
諸
教
ハ
五
味
法
華
経
ハ
五
味
主
、
圃
自
こ

り
迩
門
一
本
門
ハ
摂
１
下
機
弓
教
弥
実
位
弥
下
ト
云
云
、
是
し
也
。
「
日
蓮
所
立
本
門
法
華
宗
五
時
四
教
名
目
見
聞
」
第
九
巻

（
佛
立
教
学
院
刊
、
二
六
三
頁
）

行
入
な
り
。
轌
捌
肴

（
す
べ
て
総
名
Ⅱ
題
目
に
結
帰
す
る
教
学
）
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日
隆
教
学
は
、
日
蓮
義
の
理
解
の
上
に
、
日
本
中
古
天
台
義
と
対
時
し
、
そ
れ
を
批
判
し
、
捨
邪
帰
正
し
て
、
用
い
ら
れ
る
所
は
、

助
縁
と
す
る
立
場
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
教
学
」
と
「
宗
学
」
の
一
つ
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
平
成
三
十
年
六
月
十
六
日
、
「
法
華
コ
モ
ン
ズ
」
に
於
け
る
講
義
資
料
）

五
、
結
語

唯
だ
末
代
の
唱
導
を
無
徳
無
行
と
計
り
云
い
て
は
本
門
流
通
の
日
蓮
宗
の
規
模
も
顕
わ
れ
ず
宗
旨
の
信
心
も
立
た

ざ
る
な
り
。
故
に
高
祖
の
御
本
地
は
有
智
高
徳
の
薩
唾
な
り
と
云
へ
ど
も
、
末
代
相
応
の
不
軽
の
先
証
無
智
日
蓮

と
応
同
し
た
ま
う
日
は
無
智
無
徳
な
り
。
而
る
に
此
の
無
智
無
徳
が
即
ち
正
像
の
導
師
天
台
等
の
十
徳
に
勝
れ
た

る
こ
と
百
千
万
倍
な
り
。
「
二
帖
抄
」
（
「
名
目
見
聞
題
号
釈
他
三
書
」
法
華
宗
宗
務
院
、
四
七
～
四
九
頁
）
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