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法
華
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と
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一

湯
　
川

豊

　
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
聖
書
が
最
高
の
価
値
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
恐
ら
く

ひ

と
り
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
と
ー
ジ
ぽ
新
約
聖
書
で
は

な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
人
格
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
な
か
に
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
の
人
格
一

に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
↓
、
ホ
メ
ッ
ト
で
は
な
く
、
　
［
，
コ
ー
ラ
ン
一

（
正
確
に

ぱ

ク
ル
ア
ー
ン
）
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
優
れ
て
「
コ
ー
ラ
ン
一
信
仰
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
　
一
，
法
華
経
」
を
信
仰
す
る
日
蓮
宗
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
コ
ー
ラ
ン
信
仰
と
極
め

て
酷
似
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
印
象
は
正
し
v
な

い
o
な
ぜ
な
ら
、
コ
ー
ラ
ン
は
神
（
ア
ツ
ラ
ー
）
の
こ
と
は
を
啓
示
す
る
け
れ
ど
も
、
神

そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
日
蓮
宗
に
お
い
て
は
、
　
＝
法
華
経
」
は
単

に

人
類
に
霊
感
を
吹
き
込
む
書
物
で
は
な
い
．
．
そ
れ
は
法
を
説
く
生
身
の
ブ
ッ
ダ
n
身
で

あ
り
、
こ
の
経
典
に
含
ま
れ
て
い
る
一
　
’
！
／
m
　
1
句
は
す
べ
て
み
な
、
ブ
ッ
タ
の
こ
と
ば
そ
の

も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
表
現
を
借
り
”
L
　
”
’
．
’
Z
え
ば
、
　
　
　
　
　
は
プ
ッ
タ
の
［
人

格
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
　
「
キ
川
ス
ト
の
人
格
］
を
中
核
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

に

お

い

て
「
キ
リ
ス
ト
論
　
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
、
法
華
経
に
関
し
て
も
「
ブ
ッ
ダ
論
」

は

不
可
避
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
な
田
心
想
的
背
景
を
念
頭
に
置
ら
ご
、
二
，
三
、
　
l
法
華
径
＝
ジ
研
究
パ
対
象
に

な
る
か
は
1
U
瞭
ル
z
で
あ
る
t
’
／
わ
が
国
に
ニ
ニ
、
○
＝
．
、
，
．
．
－
．
　
研
究
の
z
T
N
　
f
，
て
お
る
立

　
　
　
　
　
，
」
　
　
　
　
　
　
‘
，

正
大
学
仏
教
学
部

は
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
を
動
員
し
て
『
法
華
経
』
の
総
合
研
究
を
推
進
し

て
来
た
。
『
法
華
経
＝
の
思
想
と
文
化
（
昭
和
4
0
年
3
月
）
か
ら
『
法
華
経
の
思
想
と
基
盤
＝

（
昭

和
5
5
年
2
月
）
に
至
る
ま
で
、
　
立
正
大
学
仏
教
学
都
は
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
法
華
経

の

総
台

的
な
研
究
を
粘
り
強
く
企
て
た
の
で
あ
る
。
　
「
法
華
経
の
思
想
と
基
盤
』
は
、
法

華
研
究
W
（
シ
リ
ー
ス
の
八
川
目
〉
と
し
て
、
立
正
大
学
の
叩
村
瑞
隆
教
授
に
よ
っ
て
編
集

さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
．

　
E
法
垂
・
経
の
思
想
レ
ニ
又
化
』
は
、
昭
和
5
1
i
5
2
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
総

合
研
究
凶
［
一
法
華
経
形
成
の
思
想
史
的
背
景
と
そ
の
展
開
』
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
研
究
は
中
1
1
瑞
隆
力
授
を
研
究
代
表
者
と
し
、
1
　
法
華
経
と
外
教
の
交
渉
、
n

法
華
経
形
成
の

背
景
、
皿
　
法
華
思
想
の
展
開
か
k
，
　
－
r
、
と
し
て
選
ば
れ
た
。
こ
の
三
つ

の

テ

ー
マ
に
関
し
て
、
立
止
大
学
仏
敦
学
都
、
お
よ
び
東
西
の
諸
大
学
の
専
門
家
か
、
そ

れ

ぞ
れ

「
現
場
」
か
ら
発
．
．
い
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
家
は
わ
か
国
に
お
け
る
イ
ン
ド

学
、
お
よ
び
仏
教
学
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
書
は
三
篇
か
ら
成
り
、
第
一
篇
は
法
華
経
と
外
教
の
交
渉
を
扱
っ
て
い
る
。

こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
金
倉
圓
照
博
士
、
山
口
恵
照
（
大
阪
大
）
、
塚
本
啓
祥
（
東
北
大
）
、

松
長
有
慶
（
高
野
山
大
）
の
各
教
授
、
北
條
賢
三
助
教
授
（
大
正
大
）
が
種
々
の
視
角
か
ら
論

述
し
て
い
る
。
第
二
篇
は
法
華
経
形
成
の
基
盤
に
閲
す
る
研
究
で
あ
る
。
，
J
の
問
題
を
め

ぐ
っ
て
、
平
川
彰
（
早
大
）
、
中
村
瑞
隆
、
勝
呂
信
静
（
立
正
大
）
の
各
教
授
、
伊
藤
瑞
叡
、

三
友
健
容
の
各
助
教
授
（
亡
止
大
）
が
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
久
留
宮
圓
秀
助
教
授

（立

正

大
）
は
キ
リ
ギ
ヅ
ト
出
土
法
華
経
原
本
拾
遺
と
い
う
L
K
，
　
－
r
，
で
、
法
華
経
写
本
に
関

し
て
書
誌
学
的
観
点
か
ら
堅
実
な
基
礎
研
究
を
し
て
い
る
。
第
三
篇
は
、
法
華
思
想
の
展

用
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
閲
し
て
は
、
野
村
耀
昌
教
授
（
立
正
大
）
、
河
村
孝
照

氏
（
東
洋
大
東
洋
学
研
究
専
任
研
究
所
員
）
、
丸
山
孝
雄
教
授
（
立
正
大
）
、
お
よ
び
坂
輪
白
旦
敬
助

教
授
（
立
止
大
）
が
研
究
資
料
を
公
け
に
し
た
。

　
わ

た

く
し
二
以
ド
に
お
、
㌧
＼
二
法
華
径
の
思
想
・
二
基
盤
一
一
に
関
す
る
書
評
を
試
み
る
が
、

そ
の
際
す
べ
て
の
論
文
を
詳
細
に
批
評
ア
る
こ
・
．
一
は
断
念
し
た
、
、
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九



　

　

　

　

　

法
華
文
化
研
究
（
ヒ
号
）

と
は
’
結
局
、
何
も
説
明
し
な
い
こ
と
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
す
べ

て
を
書
評
す
る
こ
と
は
、
読
老
の
忍
耐
力
を
疲
れ
ご
せ
て
し
ま
う
だ
け
て
あ
る
。
書
評
に

お
い
て

は
、
批
評
の
対
象
の
選
択
が
重
要
で
あ
ろ
．
中
村
瑞
隆
教
授
は
太
・
書
の
序
の
な
か

で

「
本
書
は

法
華
経
形
成

の

思
想

口
的
背
景
と
そ
の
曼
開
を
中
心
課
題
と
す
る
総
合
研
究

を
企
劃
し
た
こ
と
に
始
ま
る
一
と
述
べ
て
、
’
る
。
結
局
、
本
書
の
テ
ー
マ
は
「
法
華
任
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

パ

成
の
思
想
史
的
背
景
と
そ
の
展
開
．
三
い
う
こ
と
に
な
ろ
・
つ
．
わ
た
く
し
は
主
と
し
て
思

も

　
　
ヘ

　
　
ヘ
　
　
パ

　
　
て

　
　
パ

　
　
や

　
　

パ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

想
史
的
な
観
点
に
立
脚
し
て
、
東
西
の
諸
た
学
の
学
者
の
論
之
を
論
評
し
た
い
と
思
う
。

　
学
問
研
究
に
お
い
て
も
っ
・
二
も
重
要
な
こ
と
の
一
つ
ぼ
、
f
i
　
E
i
］
　
（
c
v
i
］
c
’
i
s
u
n
e
s
．
　
s
．
　
）
で
あ

る
。
簡
明
は
人
文
科
学
に
お
い
て
は
美
徳
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
学
お
よ
び
仏
教
学

に

関

し
て
も
、
近
年
研
究
は
益
々
専
門
化
の
一
路
を
辿
り
、
専
門
論
」
又
を
通
読
す
る
こ
と

は

煩
わ

し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
研
究
の
ヴ
イ
ジ
三
ン
が
見
失
わ
れ
、
目
標
も
定
ま
ら
な
い

状

況
に
わ
れ
わ
れ
は
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
．
法
華
経
の
思
想
と
基
盤
』
は
、
あ
る

意
味
で
、
こ
の
よ
う
゜
な
幣
害
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
レ
三
．
．
口
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
本
書
に
は
英
文
の
要
旨
か
添
え
ら
れ
、
各
論
文
の
要
点
が
比
較
的
簡
明
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
英
文
要
旨
は
生
駒
幸
運
氏
に
し
二
て
作
成
さ
れ
た
。
わ
れ
わ

れ
は

氏

の

労
皆
に
対
し
て
謝
意
を
去
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
．
氏
の
英
訳
の
お
陰
で
、

わ
れ
わ
れ
は
金
倉
博
士
か
ら
始
ま
っ
て
坂
輪
氏
に
終
わ
る
論
文
の
趣
旨
を
容
易
に
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
．
、

n

　

『
法
華
・
経
の
思
想
と
基
盤
』
の
巻
頭
論
芝
は
金
倉
圓
照
博
七
の
「
仏
身
観
と
外
教
の
交

渉
」
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
金
倉
博
士
の
主
要
テ
ー
↓
、
は
一
つ
ッ
ダ
論
」
、
お
よ
べ
）

法

華
経
と
外
教
の
交
渉
で
あ
る
。
金
倉
博
士
白
身
は
「
ブ
ッ
ダ
論
」
ヒ
い
う
用
語
の
代
わ

り
に
、
　
「
仏
身
観
」
と
い
う
術
語
を
用
い
て
い
る
。
三
身
（
法
身
・
報
身
・
応
身
）
は
、

確
か
に
「
、
ブ
ッ
ダ
論
」
な
い
し
「
仏
身
観
」
の
中
核
で
あ
る
。
博
十
ば
、
　
［
i
法
華
経
」
の

な
か
に
法
身
、
報
身
、
お
よ
び
応
身
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
術
語
は
何
処
に
も
見
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
〇

だ

さ
れ
な
い
し
ξ
張
し
、
三
身
説
が
＝
．
去
華
径
の
な
か
に
は
存
在
し
二
い
ヒ
断
定
し
た
。

三
身
説
は

中
国
の
天
台
宗
に
お
い
て
初
め
て
成
立
し
た
い
と
い
う
の
か
、
金
倉
論
文
の
テ

，
、
『
、
の
一
つ
で
あ
る
、
博
士
の
t
J
の
所
．
．
成
は
、
今
は
な
き
坂
本
幸
男
博
士
の
論
文
「
中
国

に

於
け
る
法
華
経
研
究
史
の
研
究
一
に
負
う
と
こ
ろ
多
大
で
あ
る
。
坂
本
論
文
の
学
的
成

果
を
踏
ま
え
て
、
・
読
倉
博
士
は
「
…
…
法
華
無
口
仏
身
観
の
起
原
及
び
展
開
が
、
専
ら
中
国

に

お

け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
よ
く
r
解
せ
ら
れ
る
」
（
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
結
論

を
ド
し
た
。
確
か
に
、
三
身
説
そ
の
も
の
は
、
．
法
華
経
］
の
な
か
に
は
存
在
し
な
い
で
あ

ろ
う
．
、
し
か
し
金
倉
博
L
は
、
法
華
経
に
は
仏
身
観
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
は
．
i
・
1
：
っ

て
い
な
い
．
．
　
そ
れ
に
、
中
村
瑞
隆
教
授
に
よ
れ
ば
、
　
「
法
身
一
（
竺
≡
「
二
三
］
畠
｝
、
三
と
い

う
語
は
、
薬
草
喩
品
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
薬
草
喩
品
、
ガ
ー
タ
ー
、
8
2
に
は
茎
丁
言
｝
三
二

∋
巳
5
う
「
（
ニ
コ
つ
（
三
彗
亘
m
二
窃
巳
三
ゴ
言
（
○
ピ
～
仁
…
…
と
い
う
文
句
が
存
在
す
る
。
　
こ
れ

は
、
中
村
教
授
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
（
本
書
、
1
八
五
べ
・
・
ジ
参
照
）
。

　

し
か
し
、
た
と
い
法
華
経
の
な
か
n
［
法
身
一
と
い
う
語
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
法

華
経
に
三
身
説
が
体
系
的
な
形
で
展
開
さ
れ
／
‘
、
い
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
キ
リ
ス
ト
教

に

お

い

て
も
っ
と
も
世
要
．
な
［
三
二
位
一
体
説
一
は
新
約
聖
書
の
な
か
に
は
見
い
だ
さ
れ
な

い
。
新
約
聖
萬
の
な
か
に
は
、
父
と
子
と
聖
工
と
い
う
語
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

は

コ
ニ
位
一
体
説
［
は
成
立
し
な
い
，
三
位
一
体
と
い
う
語
が
存
在
し
、
し
か
も
父
と
子

と
聖
霊
が
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
三
位
一
体
説
は
成
立
し
な
い
。
法
華
経
に
お

け

る
三
身
説
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
．
．

　
金

倉
論
文
の
も
う
1
つ
の
テ
ー
↓
、
は
、
法
華
経
と
外
教
の
交
渉
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は

［
交
渉
」
を
広
義
の
「
関
係
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
華
経
と
外
教

（
」
仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
哲
な
い
し
宗
敦
）
の
直
接
的
な
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
　
法
華
経
と
外
教
の
交
渉
に
つ
い
て
の
金
倉
論
文
の
結
論
は
次
の
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
へ
　
　
ひ
　
　
て

で

あ
る
　
　
「
結
局
、
法
華
経
の
仏
身
観
は
、
直
接
に
は
外
教
と
交
渉
が
な
い
と
い
う
結

論
に

達
せ

ざ
る
を
得
な
：
’
」
　
（
1
ヒ
ペ
，
‘
ジ
）
、
　
と
．
。
法
華
経
と
外
教
の
交
渉
と
い
う
テ
ー

→、

に

関
し
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
比
較
の
方
法
で
あ
る
。
博
士
は
、
法
華
経
な
い
し
仏



敦
と
外
教
に
関
し
て
、
両
者
の
間
の
相
違
よ
り
も
む
し
ろ
類
似
を
重
視
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
本
書
の
な
か
で
比
較
の
万
法
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
の
は
伊
藤
瑞
叡
助
教
授
で
あ

る
e
伊
藤
氏
の
仏
教
研
究
の
基
礎
は
、
比
較
の
方
法
で
あ
る
、
氏
は
同
一
性
（
i
d
e
1
1
t
i
t
i
e
s
）

と
相
違
（
〔
i
i
i
’
f
e
r
e
n
e
e
s
）
　
g
＝
2
L
E
を
公
．
平
に
考
吐
し
て
、
あ
る
結
論
に
到
達
し
レ
〈
う
と
企

／

v
る
。
氏
は
二
つ
の
比
較
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
な
か
に
共
通
点
を
見
い
た
そ
う
と
努
力
す

る
と
同
時
に
、
そ
の
二
つ
の
川
に
独
1
7
の
ニ
ニ
ア
ン
ス
を
見
て
と
ろ
う
と
す
ろ
。
し
か
し
、

わ
た

く
し
自
・
身
は
、
類
似
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
け
れ
と
も
、
結
局
、
類
似
よ

り
も
む
し
ろ
相
違
を
強
調
す
る
。
金
倉
博
士
は
仏
教
と
外
教
の
頚
似
を
重
視
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
両
者
の
底
を
流
れ
て
い
る
偉
大
な
次
元
の
イ
ン
ド
．
精
神
が
開
花
し
た
も
の
と
し
て
、

博
士
は
仏
教
と
外
教
の
関
係
を
理
解
し
、
土
う
と
努
め
た
、
、

　
本

書
の
第
一
篇
、
第
二
章
に
お
い
て
、
山
口
恵
照
教
授
は
二
法
華
径
と
イ
ン
ド
哲
学
」

と
い
う
テ
ー
一
、
で
、
最
古
同
に
興
味
深
い
問
題
を
扱
っ
て
い
る
．
．
山
口
論
文
は
そ
の
結
論
よ

り
も
む
し
ろ
問
題
提
起
の
斬
新
さ
に
価
値
が
あ
る
．
。
わ
た
ー
し
は
以
下
に
お
い
て
山
口
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
　
　
て
　
　
へ

授
の
示
唆
に
富
む
提
案
を
論
評
し
、
ユ
う
。
山
口
論
文
は
、
す
・
ー
ム
（
。
≡
）
な
い
し
ナ
↓
、
ス

（
n
l
L
l
l
）
a
．
S
．
）
の
重
要
性
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
は
、
オ
ー
ム
K
教
授
は
・
丁
：
ン
・
三
百
写
）
と
ナ
マ

ス

と
は
同
一
視
さ
れ
る
．
、
山
口
論
文
は
イ
ン
ド
哲
学
の
オ
ー
ム
・
二
法
華
経
の
ナ
一
、
ス
（
南

無
）
の
類
似
点
を
指
摘
す
る
。
次
い
で
、
こ
の
論
丈
は
パ
ガ
ヴ
l
，
ソ
ト
・
ギ
ー
タ
ー
と
法

華
経
を
対
応
さ
せ
、
ギ
ー
タ
ー
の
神
ク
リ
シ
ナ
を
法
華
経
的
な
「
導
師
一
と
し
て
理
解
し

て
い
る
。
こ
こ
で
教
授
が
扱
っ
て
い
る
こ
れ
ら
二
つ
の
論
点
は
、
わ
た
く
し
の
眼
か
ら
見

て
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
．
、
わ
た
く
し
ご
、
こ
れ
ら
の
二
点
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
『
法
華
経
』
序
品
に
は
o
l
l
i
　
n
a
m
a
l
．
i
　
s
a
r
v
a
－
1
）
u
d
d
h
；
i
－
b
o
c
［
h
i
s
a
t
t
ー
．
（
．
三
二
．
三
】
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
　
　
で
　
　
　
　
て
　
　
ゼ
　
　
へ

文
句
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
教
授
は
、
こ
こ
で
－
k
　
－
　
－
1
と
ナ
マ
ス
が
併
用
さ
れ
て
い
る
占
E
に

着
n
し
、
同
じ
こ
と
カ
イ
ン
ド
哲
学
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
’
l
／
．
z
・
っ
．
．
教
授
に
よ
れ
ば
、

法
華
経
お
よ
び
イ
ン
ド
哲
学
に
共
通
す
ろ
の
は
、
オ
ー
ム
な
い
し
ナ
マ
ス
が
　
掃
依
」
を

音］

味
す
る
こ
・
、
｝
で
あ
る
’
こ
の
こ
と
を
U
．
心
め
れ
は
、
わ
れ
わ
杓
ド
．
‥
ぼ
黒
孝
五
か
＋
マ
ス
か
ら

発
展
し
、
二
、
れ
に
帰
着
す
る
と
い
ー
っ
ぷ
論
に
到
注
す
る
，
ナ
マ
ス
は
　
妙
法
蓮
主
経
」
へ

　

　

　

　

書
　
　
評

の

帰

依
・
信
心
の
去
明
で
あ
り
（
本
ぶ
、
二
L
へ
H
ジ
参
照
）
、
オ
ー
ム
に
よ
っ
て
象
微
さ
れ

る
「
ブ
ラ
フ
t
、
ン
や
沖
々
は
、
聖
典
の
川
趣
で
あ
り
、
こ
の
帰
趣
に
南
無
敬
礼
し
つ
つ
、

聖
典
か
あ
ら
わ
〉
．
＼
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
典
の
伝
承
も
、
　
＝
．
オ
ー
．
x
　
1
1
に
は
じ
ま
る

帰
敬
文
に
よ
；
て
、
は
し
め
て
正
統
な
帰
属
を
、
証
明
さ
れ
る
」
（
．
．
一
六
へ
ー
ジ
）
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
、

　

『
法

華
経
』
に
お
け
る
ナ
一
、
ス
（
南
無
）
か
妙
法
蓮
華
経
へ
の
帰
依
、
あ
る
い
は
信
仰

の

表
明
で
あ
る
こ
と
は
明
刊
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
オ
ー
ム
が
ブ
ラ

フ

一’

ン

へ
の

帰
依
を
意
味
す
る
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
、
オ
ー
ム
と
い
う
語
は
、
ウ
ハ
ニ

シ

ャ

ッ

ド
に
お
い
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
、
ヴ
て
の
最
古
の
形
は
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ャ
・
ウ
ハ

ニ

シ

ャ

ッ

ト
、
1
・
2
・
－
ー
8
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
々
は
鬼
　
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
て
　
　
ゼ
　
　
　
　
も

を
破
．
滅
さ
せ
る
た
め
に
ウ
ド
ギ
ー
タ
　
（
u
d
g
i
t
h
a
）
を
必
要
と
す
る
c
　
ウ
ド
ギ
ー
タ
は
、

オ

ー
ム
と
い
う
音
節
で
始
ま
る
サ
・
二
、
ン
の
吟
唱
で
あ
ろ
が
、
神
々
は
最
後
に
ウ
ド
キ
ー

タ
を
口
の
な
か
に
あ
る
息
と
し
て
r
ウ
パ
ー
ス
　
（
U
l
》
E
t
l
）
し
た
、
、
も
し
も
t
j
の
　
r
’
ウ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
マ

ー
ス
」
を
崇
拝
す
る
と
訳
せ
ば
、
神
々
は
口
の
な
か
の
息
を
ウ
ド
キ
ー
タ
と
し
て
崇
拝
し

た
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
帰
命
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
神
々
は
ウ
ド

キ

ー
タ
を
［
‘
熱
心
に
求
め
る
」
（
ミ
）
・
ン
）
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
神
々
は
ウ
ド
キ
ー
タ
の

な
か
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
呪
術
的
な
力
を
・
児
神
の
破
滅
ー
二
い
う
彼
ら
自
身
の
目

的
の
た
め
に
利
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
古
い
ウ
ハ
ニ
シ
臼
、
ッ
ド
に
関
す
る
限
り
、
ア
ー
ト

→、

ン

な
い
し
ブ
ラ
フ
↓
、
ン
に
対
す
る
帰
依
あ
る
い
は
崇
拝
は
存
在
し
な
い
u

　
・
丁
ー
ン
、
ヴ
T
’
，
　
・
－
　
r
〈
デ
ー
ヴ
：
，
　
U
：
岡
掘
1
す
ろ
．
オ
ー
ン
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
牌
寺
に
居
人
叩
す
る

　

　
こ
れ
ら
二
つ
の
文
句
に
よ
っ
て
、
川
U
教
授
は
南
無
な
い
し
品
命
が
そ
れ
ら
の
趣
旨

で
あ
る
と
叙
川
釈
し
た
（
、
，
．
六
ペ
ー
ジ
）
．
．
　
こ
れ
は
、
か
ほ
か
に
蛛
］
或
心
的
な
解
釈
で
あ
る
、
ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド
に
関
し
て
は
、
わ
た
く
し
は
オ
ー
ム
を
欲
望
を
満
足
き
せ
る
力
を
備
え
た
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
も
　
　
ト
　
　
ヘ

ド
ギ
ー
タ
と
解
釈
し
た
い
．
、
こ
こ
で
は
、
自
口
の
力
を
頓
む
こ
と
が
珪
本
的
な
姿
勢
で
あ

る
．
．
牛
」
ー
ム
は
．
フ
つ
つ
一
、
ン
の
争
荒
パ
で
あ
る
．
．
ギ
ー
タ
：
に
、
お
い
て
は
、
オ
ー
ム
は
ヴ
ァ

ー
ス
デ
ー
ヴ
t
s
　
（
　
．
K
　
r
．
シ
ナ
）
の
茨
苗
て
．
h
）
あ
ら
．
キ
ー
タ
ー
、
W
・
S
に
お
い
て
’

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一
八
一



　

　

　

　
　
法
デ
又
化
研
究
（
七
：
ゲ
）

r
．
　
T
．
シ
一
二
：
’
　
’
t
．
s
ン
ユ
＋
に
一
可
し
！
、
　
：
・
：
・
、
ろ
た
’
・
は
す
べ
！
、
　
．
　
ノ
ニ
：
・
s
う
、
、
が
の
丁

ー
ム
で
あ
ろ
一
・
二
h
パ
．
．
．
．
口
吉
“
　
ギ
・
ー
タ
r
∴
に
、
づ
い
！
、
法
　
”
　
”
　
i
ナ
一
、
ス
」
に
対
応
す
る

の

が

果
し
て
＋
－
ー
ム
で
ち
る
か
否
か
は
、
今
後
、
洋
し
く
検
討
ン
こ
れ
口
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
川
［
口
教
授
は
、
キ
ー
タ
ー
の
口
丁
ぽ
旧
ヒ
し
て
の
ク
リ
シ
ナ
を
ナ
ニ
畢
r
経
ご
お
け
る
ゾ
ッ
ダ
・

釈
加
一
加
姻
古
小
」
］
対
　
応
♪
ご
汁
】
’
．
，
　
y
い
t
q
t
　
（
一
．
一
八
ー
－
ー
‥
一
へ
：
．
シ
）
⊃
　
山
山
口
S
’
”
”
N
n
・
L
｛
れ
ば
は
、
　
ア
ル
ジ
．
一

山

の

問
題
は
「
．
単
に
自
己
自
身
の
当
而
す
ろ
戦
争
づ
勝
敗
で
Z
l
、
‥
、
＾
く
て
、
ー
、
同
す
べ
て
が

希
う
永
遠
の
平
和
（
浬
紫
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
÷
二
っ
従
者
プ
リ
シ
r
l
ナ
ニ
ぐ
竺
三
は
、

単
に
当
面
の
平
和
問
題
に
答
え
る
だ
け
で
は
な
く
／
、
、
こ
つ
問
こ
の
究
極
的
解
決
を
は
か

る
尊
師
と
し
て
君
臨
し
！
、
い
る
の
で
亘
2
一
（
三
九
ヘ
ー
シ
ニ
、
そ
し
て
、
　
r
随
宣
所
説
一
の

「
」川
言
米
・
后
心
供
．
一
で
あ
二
〇
ク
リ
シ
r
l
ナ
は
、
す
べ
て
の
亡
⑪
旧
り
．
仁
、
吃
は
女
人
だ
け
で
な
ノ
、
、

す

べ

て
の
悪
9
ー
子
、
悪
女
人
の
導
師
で
あ
二
　
ヶ
汀
シ
ナ
は
一
す
べ
！
、
の
衆
生
を
亘
実
の

め
ざ
め
に
み
ち
べ
）
き
、
百
、
実
に
帰
依
せ
し
〇
一
ノ
一
（
d
⊃
ヘ
ー
ジ
〔
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
ギ
・
ー
タ
ー
の
全
篇
は
．
旦
だ
、
の
方
便
、
“
蒔
巧
方
便
を
内
容
し
」
す
ろ
折
ー
子
て
あ
り
宗
散
で
あ

る
」
（
1
．
）
べ
・
L
シ
）
と
い
う
こ
し
一
に
な
ろ
．
川
n
敦
授
は
次
づ
よ
j
r
・
　
’
r
t
結
論
を
ド
し
た

－
　
　
一
ヶ
リ
シ
ュ
＋
は
、
㍉
ー
タ
ー
に
お
い
！
’
、
久
遠
．
実
成
の
自
覚
者
（
「
故
仏
」
）
で
あ
り
、

久
遠
実
成
の
自
覚
．
者
と
し
て
、
一
切
梁
生
を
利
益
し
て
や
ま
な
い
三
界
の
導
師
な
の
で
あ

’

“

て
、
法
華
経
に
お
け
る
教
主
・
釈
尊
（
釈
迎
如
来
）
に
遥
か
に
符
応
し
て
い
る
。
ク
リ

シ

Tt
ナ

の

君
臨
す
る
ギ
ー
タ
ー
の
全
篇
は
、
釈
首
、
を
主
役
と
す
る
渉
三
摯
経
に
、
と
く
に
そ

の

主
要
．
な
諸
品
、
方
便
・
如
来
寿
量
の
二
品
た
ソ
こ
］
、
大
き
く
対
巳
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

（四ぞ

c
）
－
四
l
ぺ
ー
ジ
）
、
　
、
こ
。

　
ギ

ー
タ
ー
と
法
華
経
が
極
め
て
預
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
山
口
論
文
は
示
唆
に

富

み
、
し
か
も
挑
発
的
で
あ
る
、
．
山
［
論
芝
は
大
き
な
問
巡
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ギ
ー
タ

ー
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
一
人
の
学
徒
の
立
弓
か
ら
、
．
川
゜
た
く
し
は
山
口
論
文
に
お

已

る
若
F
の
問
題
点
を
指
摘
し
ょ
・
つ
，

　
」
よ
ず
口
取
初
に
、
山
口
本
洲
文
は
ア
ル
’
シ
r
E
ナ
と
ヶ
リ
シ
ナ
の
…
則
ヱ
臼
が
超
カ
ー
ス
ト
の
，
平
培
ず

→
八

二

、

．

止
場
〆
三
小
一
ノ
占
．
＼
．
°
行
．
．
．
．
一
い
・
こ
じ
．
広
す
一
か
、
　
に
：
L
、
二
．
．
：
り
、
：
を
イ
／
　
’
1
、
．
的

な
意
味
で
’
）
　
L
i
／
／
　
r
s
　
（
　
．
　
V
．
t
　
・
1
－
　
）
　
T
＝
1
’
　
”
口
け
ス
∴
∵
－
ハ
ス
∵
ン
と
し
！
、
理
解
す
る
．
．
々
リ

シ

ナ

は

ア

ル

ン

ニ

‥

に

針
三
二
＼
カ
ル
一
、
（
．
．
仁
）
　
°
力
輌
州
ご
解
川
藺
古
と
い
う
允
九
極
の
聞
四
題
解
町
血
怖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
マ
　
へ

を
示
し
た
と
山
口
論
文
は
E
張
す
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
ク
リ
シ
ナ
の
ね
ら
い
は
階

級
制
度
の
擁
護
に
あ
り
た
し
一
思
・
’
，
ウ
リ
シ
＋
が
ア
ル
ジ
r
l
ナ
に
向
か
っ
て
、
n
己
の
親

残
と
戦
い
、
ぽ
ら
を
殺
．
目
す
ろ
こ
三
二
命
じ
た
の
は
、
そ
れ
か
・
シ
上
、
ト
リ
ヤ
の
．
義
務
で

ち
る
と
ヶ
川
シ
ニ
」
．
ん
L
信
．
）
た
．
？
り
に
ほ
か
゜
、
（
ら
な
い
、

　

次
い
で
、
山
口
論
文
に
お
、
’
て
は
、
フ
リ
シ
ナ
は
7
ル
ジ
ュ
ナ
だ
け
で
な
く
、
す
べ
／
’

の

人
間
う
酋
『
師
・
こ
－
）
て
那
相
心
化
さ
れ
て
い
ろ
．
し
か
し
、
ク
リ
シ
ナ
が
救
う
の
は
以
伎
を
愛

し
、
彼
を
信
じ
ろ
人
み
、
で
ち
る
（
M
・
6
－
7
）
。
う
鳳
ぼ
れ
の
強
い
人
〃
、
、
高
已
な
人
々
、

肚
品
唯
の
誇
り
－
．
」
お
ご
・
り
に
土
個
ち
た
人
み
、
、
ク
刊
〕
上
の
奴
ポ
祀
を
偽
ら
，
．
ぱ
的
に
ク
汀
な
い
、
ヴ
H
ー

ゴ
の
命
へ
1
5
を
守
ら
な
、
°
ノ
＼
々
、
自
我
意
識
、
力
、
倣
慢
、
欲
望
、
怒
り
に
゜
‥
⊃
も
む
く
人
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
も
　
　
て
　
　
や
　
　
シ
　
　
て

神
を
憎
む
ノ
へ
み
、
　
　
彼
ら
は
す
べ
て
神
の
呪
い
を
受
け
て
地
賦
ご
渚
ち
る
（
×
≦
・
1
7
－
2
ー
二

照
）
、
、
．
’
「
ー
ヌ
ー
に
お
い
て
は
、
　
碓
か
に
亜
心
人
も
救
わ
れ
る
と
い
う
文
句
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
で
さ
え
’
悪
ノ
、
は
ひ
た
む
き
に
ク
リ
シ
ナ
を
愛
し
、
彼
を
信
じ
な
±

れ
ば
・
ひ
、
ら
バ
い
．
、
ブ
リ
シ
ナ
の
救
攻
の
対
蒙
と
・
、
’
ご
個
の
は
、
彼
’
ゲ
三
、
父
し
、
波
を
信
じ
る
人

々
だ
け
で
あ
る
．
．

　
口
取
〃
ぼ
に
、
川
門
口
汚
岬
又
は
ク
リ
シ
ナ
る
」
「
　
切
衆
止
上
痴
」
利
パ
皿
し
！
＼
や
“
エ
　
’
t
い
一
二
界
の
道
寸
師
一

と
み
な
し
た
’
“
、
こ
の
ヴ
イ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
は
7
ル
ジ
ュ
ナ
に
対
し
て
彼
の
親
族
の
殺
害

を
命
じ
、
戦
争
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
、
い
さ
さ
か
も
意
に
介
さ
な
い
．
、
し
か
る
に
「
法

華
経
』
に
描
か
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
へ
　
世
尊
）
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
例
外
な
く

救
済
す
る
＝
二
界
の
亨
師
一
一
で
あ
る
．
、
ブ
ッ
グ
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
平
等
に
ぺ
．
、
い
し
み
、
彼

ら
を
恒
．
別
し
な
い
．
、
法
華
径
－
の
、
（
か
に
描
か
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
は
最
高
に
魅
力
的
で
あ
り
、

彼
の
前
で
は
ク
リ
シ
ナ
は
所
色
を
失
う
　
神
は
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
平
等
で
ち
る
。
し

か

し
、
ッ
・
，
・
ン
！
－
　
i
！
＝
f
身
的
に
崇
外
す
る
人
々
ほ
ク
リ
シ
ナ
の
な
か
に
ち
り
、
ク
リ
シ
ナ

も
彼
ら
の
な
か
1
．
I
，
n
p
’
彼
ら
‥
神
の
恩
恵
に
ち
ず
か
る
ほ
ず
で
・
り
ろ
（
K
・
2
9
参
照
）
。



田

　
木
書
の
第
、
篇
、
第
一
三
馳
に
お
い
て
、
ほ
木
改
口
洋
敦
授
ド
．
二
蓬
壱
牢
∵
蓮
華
川
の
源
流

と
展
開
1
　
A
i
　
1
．
，
r
テ
ー
マ
ヒ
取
り
親
み
、
松
長
有
慶
敦
授
は
第
四
〔
い
に
お
い
て
、
一
法
華

経
院
羅

尼
の
特
質
一
を
扱
っ
て
い
る
。
第
五
章
に
お
い
て
、
北
條
賢
三
助
敦
授
は
「
法
華

経
に

お
け

る
言
語
的
音
心
識
の
背
景
」
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
塚
本
論
文
の
趣
旨
は
、
塚

本
氏
自
身
ご
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
て
い
る
－
．
「
，
…
…
本
章
に
お
い
て
は
、
『
蓮

華

生
』
『
蓮
華
座
』
の
背
景
と
な
る
思
想
を
中
心
と
し
て
、
　
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
と
提

婆
品
と
の
関
連
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
の
思
想
が
、
仏
教
の
世
界
観
、
並
び
に
仏
像
彫
刻

の
発
展
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
論
及
し
よ
う
」
（
四
二
．
ベ
ー
ジ
）
、
　
と
。
　
塚
本

氏
±
1
　
i
’
…
…
十
方
の
仏
陀
の
国
土
に
生
を
’
r
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
存
に
お
い
て
（
」
〔
三
，

111
［

U
）
i
　
j
a
1
1
M
［
1
．
I
1
i
）
こ
の
経
典
を
聴
聞
し
、
天
・
人
の
世
界
に
生
ま
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
地
位

（
v
i
g
i
s
t
（
L
s
t
h
t
l
i
i
a
）
を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
ど
の
仏
国
土
に
生
を
う
け
よ
う
と

も
、
彼
は
如
来
の
而
前
で
、
自
然
に
生
じ
た
七
宝
づ
く
り
の
蓮
華
の
な
か
に
生
ま
れ
る
で

i
j
i
〉
　
“
o
　
j
o
　
（
a
u
l
）
a
p
a
d
u
k
e
　
：
　
a
p
t
a
－
r
a
t
i
’
a
－
i
n
a
y
e
　
p
a
d
i
n
a
　
t
i
p
a
p
a
t
s
y
a
t
e
）
　
．
1
と
い
う
提
婆

品
の
な
か
の
文
句
を
彼
の
研
究
の
対
象
と
し
て
選
び
、
こ
の
文
句
を
徹
底
的
に
検
討
し
て

い

る
。
氏
は
マ
ハ
－
パ
ー
ラ
タ
の
な
か
の
解
脱
法
品
第
三
三
五
i
三
三
七
章
を
検
討
し
、

梵
天
（
B
r
t
二
h
m
　
t
－
L
）
が
蓮
華
生
で
あ
る
こ
と
を
文
献
的
に
実
証
し
た
。
さ
ら
に
、
氏
は
初

期
大
乗
経
典
に
現
わ
れ
る
蓮
華
生
・
蓮
華
座
と
い
う
語
を
、
漢
訳
仏
典
に
つ
い
て
詳
し
く

論

じ
て
い
る
。
氏
の
論
文
の
な
か
で
特
筆
に
値
す
る
の
は
、
蓮
華
生
・
蓮
華
座
に
関
連
し

て
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
の
テ
キ
ス
ト
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
そ
れ
を
和
訳
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。　

松
長
有
慶
教
授
の
論
文
、
　
「
法
華
経
陀
羅
尼
の
特
質
」
は
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
極
め

て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
宗
教
学
に
お
い
て
も
、
呪
術
と
宗
教
の
関
係
は
大
き
な
問
題

で

あ
る
。
松
長
教
授
は
ま
ず
真
言
、
呪
、
お
よ
び
陀
羅
尼
を
厳
密
に
区
別
し
、
次
い
で
陀

羅

尼

と
呪
文
の
結
合
を
検
討
し
、
最
後
に
法
華
経
に
お
け
る
除
災
の
手
段
に
つ
い
て
詳
論

　
　
　
　
　
書
　
　
　
評

し
て
い
る
。

：

：
’
f
’
’
”
：
y
　
T
　
－
．
て
、
松
☆
氏
ぞ
£
の
三
・
二
言
っ
て
、
」
．
。
ー
「
真
ぼ
、
一
、
t
ノ
主
つ
は
、

す
で
に
　
ヴ
ニ
：
∵
．
聖
曳
ゴ
日
で
、
川
ジ
三
一
」
⑪
可
す
○
讃
歌
・
二
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
ろ
．
．

ま
た
二
r
夕
ら
ヴ
1
’
°
！
t
．
　
“
　
．
＿
t
．
f
　
1
1
　
．
！
f
と
て
は
、
除
災
招
一
福
の
た
め
の
呪
泣
一
の
一
、
ン
ト
ラ

も
少
な
く
な
い
．
．
こ
れ
ら
か
や
が
て
た
乗
仏
教
の
中
に
摂
取
こ
れ
、
密
教
教
典
の
中
で
は
、

真
言
と
化
し
て
仏
教
に
よ
る
災
害
除
去
の
呪
文
と
し
て
再
生
す
る
」
（
九
こ
べ
ー
ジ
）
、
と
。

確
か
に
、
マ
ン
ト
ラ
は
「
呪
術
的
な
力
を
所
有
す
る
語
、
お
よ
び
音
声
を
含
む
祭
詞
」
で

あ
る
。
リ
グ
゜
ヴ
H
H
ダ
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
起
こ
ろ
う
と
す
る
戦
闘
に
お
い
て
勝
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
て
　
　
も

を
確
保
す
ろ
た
め
に
、
人
々
は
マ
・
ト
ラ
n
よ
っ
て
神
々
に
祈
念
す
る
（
1
．
㎜
）
。
ま
た
、

ゐ

　
　
ざ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
ん

ば

つ

を
避
け
る
場
な
日
に
も
同
じ
で
あ
る
（
V
・
p
o
s
）
。
　
V
f
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て
、
人
々
は

人

間
に
百
歳
の
寿
命
を
与
え
る
よ
う
に
祈
念
す
る
（
ー
・
8
9
．
9
）
”
　
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ

ー
ダ
に
お
い
て
も
、
マ
ン
ト
ラ
ぱ
熱
お
よ
び
そ
の
他
の
病
気
の
悪
霊
を
追
い
払
う
た
め
に

役
立
つ

（
V
・
2
。
田
・
3
1
）
。

　
兄
、
す
な
わ
ち
、
ヴ
ィ
ド
ヤ
ー
に
つ
い
て
、
松
長
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ー

「
…
…
そ
れ
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の
科
学
と
呪
法
と
の
両
方
の
意
味
を
含

ん

だ
も
の
で
あ
る
一
（
九
〇
o
（
　
＿
J
ジ
）
、
と
。
　
ヴ
ィ
ド
ヤ
ー
　
（
づ
［
（
二
、
餌
）
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
に
お
い
て
は
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
ア
ー
ト
↓
、
ン
に
関
す
る
認
識
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
て
　
　
て
　
　
て
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ゼ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
知
識
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
認
識
は
本
質
的
に
呪
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
人
間
の
願
望
を
成
就
さ
せ
る
認
識
で
も
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
認
識

と
は
別
に
呪
術
的
な
熟
練
が
存
在
す
る
。
松
尾
氏
は
、
ヴ
ィ
ド
ヤ
－
が
こ
の
1
1
つ
を
含
む

と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
陀
羅
尼
（
（
一
プ
卸
「
ρ
コ
「
）
に
つ
い
て
、
松
長
氏
は
「
そ

れ
は

ヨ

ー
ガ
y
（
｝
g
a
　
Q
g
o
法
の
一
つ
で
あ
る
執
持
（
二
る
「
陣
ロ
四
と
関
連
し
、
本
来
は
精
神

を
統
一
し
、
心
を
一
点
に
集
中
す
る
意
味
を
も
つ
」
〔
九
一
ペ
ー
ジ
）
と
言
っ
て
い
る
。
結

局
、
　
「
呪
陀
羅
尼
と
は
、
三
昧
を
自
在
に
な
す
力
に
よ
っ
て
、
災
を
除
く
、
い
わ
ゆ
る
呪

文
と
し
て
の
陀
羅
尼
で
あ
る
一
（
九
三
ベ
ー
ジ
）
、

　

さ
て
’
陀
羅
尼
と
呪
文
が
如
何
に
し
て
結
合
し
た
か
に
つ
い
て
、
松
長
氏
は
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三



　
　
　
　
　

法
華
文
化
研
究
（
ヒ
号
）

に

説

明
す
る
　
　
「
人
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
陀
羅
尼
を
受
持
す
る
こ
と
、
明
呪
を
禰
す

る
こ
と
、
経
典
を
読
諦
し
、
受
持
し
、
書
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
を

免
れ
う
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
。
陀
羅
尼
、
明
呪
、
経
典
そ
れ
ぞ
れ
の
読
諦
が

除

災
に
結
び
つ
く
の
は
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
仏
の
智
恵
、
す
な
わ
ち
仏
法
を
凝
縮
し
、

具
体
化

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
き
つ
め
て
考
え
れ
ば
、
仏
法
そ
の
も
の
に
除

災
の
功
徳
が
あ
る
と
い
う
信
仰
が
、
大
乗
仏
教
の
流
れ
の
中
で
、
根
強
く
も
た
れ
て
い
た

と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
」
（
九
七
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
さ
て
、
松
長
氏
は
『
法
華
経
』
に
お
け
る
除
災
信
仰
を
次
の
三
種
煩
に
分
け
て
考
察
す

る
。
氏
に
よ
れ
ぱ
、
法
華
経
に
お
け
る
除
災
は
、
一
　
経
典
受
持
に
よ
る
も
の
、
二
　
称

名
に
よ
る
も
の
、
お
よ
び
三
　
陀
羅
尼
呪
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
一
の
経

典
受
持
に
よ
る
除
災
は
［
法
華
経
一
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
の
章
（
ー
品
）
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

氏
自
身
は
、
こ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
　
　
三
妙
法
蓮
華
経
』
で
言
え
ば
、

古
い
成
立
と
い
わ
れ
る
嘱
累
品
ま
で
の
前
半
二
十
二
品
に
は
も
ち
ろ
ん
、
後
半
の
薬
王
菩

薩

本
事
品
第
二
十
三
、
妙
音
菩
薩
品
第
二
十
四
、
妙
荘
厳
王
本
事
第
二
十
七
の
三
品
も
ま

た
、
　
『
法
華
経
』
の
受
持
の
功
徳
に
よ
る
除
災
で
一
貫
し
て
い
る
．
ま
た
観
世
音
菩
薩
普

門
品
第
二
十
五
は
、
二
の
称
名
、
陀
羅
尼
品
第
二
十
六
は
三
の
陀
羅
尼
呪
、
普
賢
菩
薩
勧

発
品
第

二
十
八

は
一
の
経
典
受
持
と
、
三
の
陀
羅
尼
呪
と
の
混
合
と
み
な
し
う
る
」
（
一
〇

1
－
1
0
ニ
ヘ
ー
ジ
）
、
と
。

　
松
長
氏
の
挙
げ
た
除
災
の
手
段
の
な
か
で
、
特
」
‥
江
目
に
値
す
る
の
は
、
二
　
称
名
に

よ
る
も
の
　
で
あ
る
。
経
血
ハ
受
持
と
陀
羅
尼
呪
が
呪
術
的
な
性
責
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
る
、
し
か
し
、
観
世
音
菩
薩
の
名
前
を
聞
く
こ
と
、
そ
の
名
前
を
唱
え
る
こ

と
が
呪
術
の
領
域
に
属
す
る
し
口
、
ら
た
く
し
ご
．
h
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
わ
た

く
し
．
目
昔
．
三
り
，
R
U
　
．
L
L
れ
は
、
生
亨
こ
゜
二
、
‥
・
．
°
ろ
も
の
（
衆
生
∴
旦
U
か
観
川
∵
」
日
・
・
．
⑪
庄

／

t
t
名
前
を
聞
ー
時
に
苫
し
み
か
ら
解
担
一
．
・
□
乙
・
こ
て
づ
じ
‥
、
そ
れ
ご
観
世
巳
日
苫
薩
の
人
い

な
る
惑
悲
（
‘
‘
大
悲
＼
四
え
呂
＼
あ
る
．
生
き
と
し
生
け
ノ
・
・
こ
の
か
苦
の
た
海
か
ら
救
わ
れ
る

の

は
、
呪
術
と
い
う
名
の
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
で
は
な
い
、
そ
れ
は
観
世
音
菩
薩
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四

衆
生
に
働
き
か
け
う
か
ら
で
あ
O
。
ま
た
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
観
世
音
菩
薩
の
名

前

を
称
え
る
こ
と
も
、
決
し
て
衆
生
の
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
概
し
て
菩
薩
は
、

も
し
も
助
け
を
求
め
ら
れ
れ
ば
、
相
手
が
誰
で
あ
ろ
う
と
拒
絶
し
な
い
。
助
け
を
求
め
る

人
の

願
い

を
聞
き
入
れ
な
い
菩
薩
は
も
は
や
菩
薩
で
は
な
い
。
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二

十
五
に

よ
れ
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
観
世
音
菩
薩
の
名
前
を
聞
く
時
に
、
す
べ
て

苦

聚
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
脱
・
救
済
は
呪
術
に
よ
っ
て
か
ち
取
ら
れ
る
の

で
は

な
く
、
観
世
音
菩
薩
の
恩
恵
に
よ
っ
て
力
弱
き
衆
生
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
？
　
普
門
品
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
　
　
「
し
か
し
、
善
男

子
よ
！
河
に
流
さ
れ
て
い
る
衆
生
が
大
菩
薩
で
あ
る
観
世
音
菩
薩
に
対
し
て
助
け
を
求
め

て
号
泣
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
河
は
そ
れ
ら
の
衆
生
に
浅
瀬
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
」
、
　
と
。

衆
生
が
助
け
を
求
め
て
観
音
菩
薩
の
名
前
を
唱
え
れ
ば
、
こ
の
偉
大
な
大
菩
薩
は
大
悲
に

よ
っ
て
彼
ら
を
救
う
の
で
あ
る
。
松
長
氏
自
身
も
、
　
F
こ
の
普
門
品
が
『
法
華
・
．
i
f
，
1
　
＿
，
j
は

別

個
に
存
在
し
た
独
立
経
典
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
＝
法
華
経
一
に
付
加
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
の
も
、
こ
う
い
っ
た
普
門
品
の
み
か
も
つ
異
質
性
に
あ
る
と
い
え
よ
う
」
（
一
0
1
1
－
1

●
三
ペ
ー
シ
）
と
認
め
て
い
る
。
　
し
か
し
、
r
…
・
：
『
法
華
経
』
の
普
門
品
に
説
か
れ
て
い

る
称
名
に
よ
る
除
災
は
、
　
『
法
華
経
』
の
受
持
、
読
論
、
聴
聞
に
よ
る
現
世
利
益
と
同
質

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
　
二
〇
五
ベ
ー
ジ
）
と
い
う
氏
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
、

わ

た

し
は
や
や
抵
抗
を
感
じ
る
。
法
華
経
に
は
、
確
か
に
除
災
信
仰
は
存
在
す
る
。
し
か

し
、
法
華
経
を
除
災
信
仰
だ
け
で
説
明
し
尽
く
す
こ
と
は
果
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
“
’

W

　
本
書
の
第
二
篇
に
は
六
章
が
収
め
ら
れ
て
い
．
己
．
．
第
一
章
は
平
川
彰
教
授
の
「
聞
三
顕

一
の
背
旦
爪
・
．
一
そ
バ
形
成
一
、
万
二
章
ほ
川
村
瑞
隆
三
ハ
授
の
一
如
来
蔵
と
法
華
・
経
の
法
身
考
二

て
・
〆
三
ン
　
川
．
、
．
草
は
務
呂
狙
静
孜
五
㏄
　
唯
品
説
こ
法
華
託
の
禅
観
」
で
あ
る
、
第
四
章

は
、
伊
藤
瑞
叡
助
敦
授
の
一
華
厳
思
想
と
法
華
思
想
」
〔
、
あ
り
、
第
五
章
は
三
友
健
容
助

教
授
の

「
ア

ビ

タ
ル
一
、
仏
教
に
お
け
る
声
聞
成
仏
論
と
法
華
経
」
て
あ
る
。
第
六
章
は
、



久

留
官
圓
秀
助
教
授
の
「
ギ
ル
ギ
ッ
ト
出
土
法
華
経
写
本
拾
遺
」
で
あ
る
。

　
平
川
論
文
の
テ
ー
マ
ぱ
、
法
華
経
に
お
け
る
一
乗
（
E
l
t
c
こ
・
へ
こ
ミ
）
の
思
想
で
あ
る
。
法

華
経
の
中
心
思
想
か
一
乗
で
あ
る
こ
と
は
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
乗
思
想
に
つ
い
て

文
献
的

な
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
、
．
平
川
教
授
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
企
て
た
。
平
川
教

授
は

天
台
大
師
智
頻
の
「
開
三
顕
一
」
　
（
1
1
三
乗
を
用
い
て
一
乗
を
顕
わ
す
）
と
い
う
術

語

を
手
掛
り
と
し
て
、
法
華
経
に
お
け
る
一
、
一
乗
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。

平

川
教
授
は
最
初
に
法
華
経
に
お
け
る
一
乗
と
は
何
か
、
を
み
ず
か
ら
に
問
う
て
い
る
。

そ
し
て
、
教
授
は
法
華
経
の
な
か
で
一
乗
を
解
明
す
る
上
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
「
方

便

品
」
で
あ
る
と
信
じ
、
こ
の
品
（
1
1
章
）
に
よ
っ
て
一
乗
思
想
の
研
究
に
着
手
し
た
。

そ
し
て
、
法
華
経
の
一
乗
を
考
察
す
る
前
に
、
教
授
は
天
台
の
一
乗
の
解
釈
を
わ
れ
わ
れ

に

示
し
た
。
し
か
し
、
平
川
論
文
の
テ
ー
ワ
、
は
法
華
経
に
お
け
る
一
乗
思
想
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
し
て
論
評
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
O
　
F
方
便
品
」
に
お
い
て
説

か

れ
て

い

る
の
は
、
ブ
ッ
ダ
に
な
る
た
め
の
教
え
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
乗
で
あ
り
、
よ
り

厳
密
に
言
え
ば
、
F
l
仏
乗
」
（
。
l
〈
a
－
b
u
d
d
h
a
－
y
i
－
i
＝
a
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
ッ
ダ
に
な

る
た
め
の
一
乗
は
、
す
べ
て
の
教
え
に
お
い
て
開
か
れ
て
い
る
　
　
こ
れ
が
平
川
論
文
の

テ

ー
マ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
平
川
説
は
仏
塔
信
仰
と
の
連
関
に
お
い
て
比
較
的
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

平

川
説
に
よ
れ
ば
、
一
乗
思
想
の
起
源
の
な
か
に
仏
塔
信
仰
の
背
景
が
認
め
ら
れ
る
か
ら

で

あ
る
。
『
法
華
経
』
　
「
方
便
品
」
、
7
8
1
9
4
の
記
述
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
法
華
経
の
な
か

に

仏

舎
利
供
養
、
仏
塔
建
立
な
ど
の
思
想
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
仏
塔
信
仰
を
、
人

は
一
，
崇
拝
の
道
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
大
衆
の
信
心
深
さ
に
対
す
る
譲
歩
で
あ
り
、
極
め
て

安

易
な
解
脱
へ
の
道
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ハ
ン
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ー

マ

ン

は
、
　
『
仏
教
　
創
始
者
、
学
派
、
お
よ
び
体
系
』
（
↓
九
七
六
年
。
一
七
ニ
ペ
ー
ジ
）
の
な
か

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ー
「
従
っ
て
、
崇
拝
の
道
に
お
い
て
は
精
神
的
な
態
度

は

何
の

役
割

も
果
た
さ
な
い
。
ま
っ
た
く
“
散
乱
し
た
心
で
も
っ
て
”
実
行
さ
れ
て
も
、

儀
式
は
有
効
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
解
釈
は
、
正
し
い
精
神
的
な
心
構
え
を
強
調
す

　
　
　
　
　
書
　
　
　
評

る
、
他
の
す
べ
て
の
救
い
の
道
の
確
信
と
予
盾
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
弱
い
意
思
を
も
っ
た
人
間
に
対
し
て
も
、
　
1
つ
の
解
脱
の
希
望
を
開
く
の

で

あ
る
」
、
と
。
平
川
論
文
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る

（
一
花
二
ぺ
・
ー
ジ
・
参
昭
じ
◇

　
結

局
、
平
川
論
文
に
よ
れ
ば
、
　
「
…
…
法
華
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
三
乗
の
内
容
は
正

確
に

は

分

ら
な
い
」
二
七
五
べ
ー
シ
）
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
平
川
教
授
は
、
法
華
・
経
に

お
け

る
一
乗
は
そ
れ
以
前
の
大
乗
の
苦
薩
乗
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
平

川
教
授
は
法
華
経
の
一
乗
思
想
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
k
，
－
　
F
勿
論
、

仏
性
の

思

想
は
法
華
経
に
は
明
説
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
近
い
思
想
の
あ

る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
。
と
も
か
く
そ
の
よ
う
な
立
場
で
、
部
派
仏

教
で

説
い
て
い
た
仏
菩
提
・
仏
乗
の
思
想
を
も
包
摂
し
、
そ
の
用
語
を
も
採
り
入
れ
て
、

仏
乗

と
、
三
乗
を
止
揚
し
た
↓
乗
と
を
l
つ
に
し
た
広
い
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、

法
華
経
の

一
乗
思
想
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
」
二
七
五
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
平

川
論
文
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
法
華
経
に
お
け
る
一
乗
思
想
の
重
要
性
を
あ
ら
た

め
て
再
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

r如
来
蔵

と
法
華
経
の
法
身
考
」
に
お
い
て
中
村
瑞
隆
教
授
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は

何
で
あ
ろ
う
か
C
L
．
中
村
論
文
の
目
指
す
も
の
t
！
、
　
X
．
　
i
S
〈
w
a
　
（
t
a
t
h
［
L
g
．
a
t
：
L
g
a
r
b
h
a
，
仏
性

の

本

質
）
、
仏
性
の
同
義
語
で
あ
る
法
身
（
法
の
身
体
）
、
お
よ
び
法
華
経
の
関
係
の
解
明

に

ほ

か

な
ら
な
い
。
　
r
ま
え
が
き
」
の
な
か
で
、
中
村
教
授
は
論
文
執
筆
の
動
機
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
x
l
　
－
r
…
…
こ
の
よ
う
に
法
華
論
の
注
釈
は
仏
性
・
如
来

蔵

と
い
う
用
語
の
な
い
法
華
経
の
中
に
そ
れ
ら
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
法
華
経
以
後
世
親

以
前
の

成
立

と
考
え
ら
れ
る
経
典
の
中
か
ら
仏
性
・
如
来
蔵
と
か
か
わ
る
語
或
い
は
文
は

何
か
を
考
え
、
そ
れ
と
法
華
経
の
関
係
を
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
」
二
八
〇
ペ
ー
ジ
）
、

と
。　

中
村
論
文
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
観
点
か
ら
仏
性
・
如
来
蔵
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ

れ

る
語
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
＝
－
原
典
な
ら
び
に
漢
訳
の
両
面
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
教
授

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
一
八
五



　

　

　

　

法
燦
工
化
研
だ
（
七
号
）

は
、
l
　
仏
性
・
如
来
蔵
の
類
語
と
法
ー
－
原
典
、
．
一
漢
訳
法
華
経
し
一
法
身
、
お
よ
び

三
　
法
華
経
の
所
説
と
仏
性
義
と
い
う
三
ら
O
テ
ー
一
、
の
ド
に
虻
献
考
証
を
試
み
て
い
る
。

中
村
寸
投
の
方
法
は
※
密
な
ほ
典
研
究
で
あ
る
。
教
授
は
梵
漢
波
の
比
較
対
照
を
試
み
、

そ
の
学
風
は
飽
く
ま
で
実
証
的
て
あ
る
。
法
．
準
陥
に
関
し
て
は
、
教
授
は
ギ
ル
ギ
ッ
ト
、

ベ

ト
ロ
フ
ス
キ
ー
、
ネ
パ
ー
・
ル
の
諸
本
を
校
合
し
、
ち
ベ
ッ
ト
語
に
関
し
て
は
、
北
京
版
、

デ

ル
ゲ

版

を
使
用
し
て
い
る
。
一
　
仏
性
・
如
来
哉
の
買
語
ヒ
法
華
活
原
典
に
お
い
て
は
、

教
授
は
法
華
経
の
な
か
か
ら
、
（
1
）
　
t
a
t
h
i
i
g
a
t
n
－
j
f
i
i
i
r
）
a
－
d
a
r
い
a
n
n
，
　
（
2
）
　
（
t
a
t
h
［
i
g
u
t
a
－
）

（
＝
5
｛
～
　
（
三
（
l
h
a
r
n
u
二
〃
i
t
．
a
，
　
（
t
）
　
B
二
会
＝
U
l
t
ー
’
a
あ
る
い
Y
：
　
t
a
t
h
i
i
g
t
ニ
ジ
ブ
、
ぞ
　
3
｝

dha
r

n
i
a
t
a
と
い
う
五
つ
の
主
要
な
語
を
選
択
し
、
法
華
経
バ
　
、
か
で
そ
れ
ら
の
百
語
が

何
を
意
味
す
る
か
を
綿
密
に
考
証
し
て
い
ら
◇
　
た
だ
し
、
（
こ
t
n
t
l
u
l
g
a
t
a
－
j
f
i
a
n
a
－
d
a
r
－

旨
奏
の
項
目
に
お
い
て
は
＋
ン
ス
ク
リ
ヅ
ト
の
原
典
の
文
句
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
は
世
親
の
＝
．
法
華
論
』
の
文
句
（
漢
訳
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外

の

四
項

日
に
関
し
て
は
原
典
と
そ
れ
に
対
す
る
和
訳
が
並
置
さ
れ
、
し
か
も
必
要
に
応
じ

て

漢
訳
の

出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
ろ
，
わ
た
く
し
自
身
は
、
中
村
教
授
の
原
典
研
究
に
よ

っ

て
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
．
、
す
で
に
触
れ
ら
れ
た
五
項
目
の
な
か
の

教
授
の
説
明
は
簡
明
で
あ
り
、
し
か
も
必
要
な
も
の
は
全
部
提
供
し
て
く
れ
る
。
教
授
の

原
典
研
究
は
、
同
時
に
法
華
経
概
論
の
一
面
も
備
え
て
い
る
、
と
わ
た
く
し
は
思
う
。

　
仏
教
学
者
、
あ
る
い
は
仏
教
に
精
通
し
た
人
に
と
っ
て
、
b
u
（
l
d
l
u
p
－
＾
＝
鶴
ご
】
が
あ
る
場

合
に

プ

ヅ

ダ
の
遺
骨
（
舎
利
）
を
意
味
す
る
の
は
常
哉
で
あ
る
、
し
か
し
宗
教
学
者
あ
る

い
は

哲
学
者
が
（
ご

5
こ
の
英
訳
と
し
て
呉
、
三
・
ノ
と
い
う
語
に
出
会
え
ぱ
、
彼
は
（
二
筋
↓
二

を
遺
物
、
遺
品
、
あ
る
い
は
聖
遣
物
と
解
釈
す
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
　
＝
漢
訳
対
照
梵
和
大

辞
典
』
の
〔
三
芸
二
の
項
目
に
は
、
漢
訳
を
除
け
ば
、
仏
教
的
用
法
と
し
て
は
「
界
一
と

い

う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
村
論
文
に
お
い
て
は
、
ブ
ッ

ダ
の
遺
骨
と
し
X
y
の
　
c
］
h
5
．
t
二
に
つ
い
て
原
典
に
接
つ
く
明
快
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

a
八

ニ
ー
一
八
三
．
ぺ
ー
ジ
）
。
法
華
子
に
お
け
ろ
法
身
に
つ
い
て
も
、
中
村
論
ヶ
へ
は
出
典
を

明
記
し
、
他
の
経
典
と
の
比
校
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
漢
沢
を
対
照
さ
せ
、
法
華
経
に
お

へ
六

け

る
ば
身
ゴ
意
味
を
η
1
1
し
こ
、
、
る
へ
．
へ
四
i
．
ざ
‥
、
．
へ
　
e
－
x
）
”
他
の
項
1
1
に
つ
い
て
も
、

ま
づ
た
く
同
し
で
あ
一
，
三
．
一
　
“
に
訳
法
華
経
・
二
法
身
に
つ
い
て
も
、
教
授
は
同
一
の
方
法

に
11

恥

っ

て
ヒ
要
ぺ
　
一
を
説
明
し
て
い
∴
．
、
し
か
も
、
必
．
要
に
応
じ
て
品
訳
に
は
法
華
任
の

テ

キ

ス

ト
か
q
照
こ
れ
、
刊
用
す
る
の
に
極
め
て
使
利
で
あ
る
c

　
中
村
敦
し
は
以
ヒ
の
二
項
日
に
お
い
！
、
法
華
経
の
原
典
ヒ
漢
訳
を
通
じ
て
仏
性
・
如
来

蔵
ヒ
法
身
な
ど
が
同
義
語
で
あ
る
こ
と
を
だ
証
し
た
。
そ
し
て
、
教
授
は
次
の
よ
う
に
述

べ

L
”
　
l
い
i
r
・
　
－
－
　
－
　
’
　
f
い
　
i
＝
：
’
　
）
：
！
t
！
仏
性
・
加
Ψ
〃
ボ
中
厩
の
五
川
パ
ん
・
ハ
ら
ー
＼
！
）
　
－
s
P
、
　
‥
雌
自
臨
非
心
日
い
’
孕
」
も
っ
ン
」
　
1

乗
を
説
き
、
如
我
等
無
異
、
如
我
昔
所
　
今
者
己
満
［
疋
の
金
口
が
あ
る
よ
う
に
、
法
華
一

経
の

ど
の
一
句
を
取
川
て
も
戌
仏
論
の
恨
拠
と
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
」
（
二
〇
〇
ぺ
ー
ジ
）
、

と
。
三
　
法
↑
弔
活
の
所
説
と
仏
性
義
に
関
し
！
、
、
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

［
世
親
は
法
華
論
に
お
い
て
、
経
ご
説
：
だ
相
を
如
来
蔵
法
身
’
と
解
し
、
天
ム
日
宗
の
諸
師

は

経

中
の
踵
々
性
相
義
・
如
是
性
・
世
間
相
市
住
な
ど
の
才
を
法
華
仏
性
の
文
し
こ
た
の

で

あ
る
〆
、
今
は
語
意
の
上
か
ら
法
華
五
白
の
所
亮
と
仏
性
如
来
蔵
と
結
付
く
と
思
わ
れ
る

山
　
仏
知
見
、
　
②
　
氾
繋
経
に
説
く
一
一
．
法
華
の
八
千
声
門
．
　
川
　
原
典
に
見
ら
れ
る

三
》
日
三
5
ア
！
，
エ
さ
二
（
光
浄
）
を
介
在
き
せ
る
こ
と
ご
し
土
っ
て
妙
法
華
・
の
『
知
法
常
無
性
、
＝
、

正
法
華
の
二
諸
法
本
浄
』
に
つ
い
て
一
瞥
し
レ
訥
う
」
二
、
○
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
中
村
論
文
は
冷
密
な
文
献
操
作
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
底
に
流
れ
て
い
る
の
は

仏

性
ご
対
す
る
探
究
心
、
静
か
な
情
熱
で
あ
る
。
菩
提
は
大
乗
仏
教
の
最
高
目
標
で
あ
る
。

生

き
し
一
し
生
け
る
も
の
が
菩
提
を
得
る
た
め
に
は
、
彼
ら
が
仏
性
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と

が

大
前
提
で
あ
る
。
法
華
経
の
な
．
f
t
！
2
　
l
－
仏
性
一
（
プ
z
＾
三
言
ぷ
〒
＾
三
芦
戸
一
）
と
い
う
語
が
見
い

だ

さ
れ
よ
う
ヒ
、
5
る
い
は
見
い
だ
さ
れ
ま
い
と
、
仏
性
は
法
華
経
に
お
け
る
論
理
的
根

拠
で
は

な
か
ろ
う
か
？
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
中
村
論
文
は
書
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
、
〃
え
授
に
と
っ
て
は
、
如
来
蔵
も
法
身
も
一
仏
性
」
の
同
義
語
で
あ
る
。
仏
性
は
、

I
体
、
何
処
に
あ
る
の
か
？
こ
の
、
x
う
に
考
え
て
、
中
村
教
授
は
法
華
経
に
お
け
る
如
来

蔵
、
お
よ
び
法
身
∩
硯
念
の
徹
底
的
な
険
討
を
試
二
た
。



，

V

　

r
華
厳
思
想
と
法
華
旧
心
想
」
の
i
F
　
－
　
t
、
は
、
一
．
．
∴
蚊
十
垣
経
と
の
比
ぼ
に
お
け
る
法
吉
．

の

「
茸
薩
行
」
、
な
い
し
l
、
菩
薩
道
」
で
あ
る
。
伊
藤
氏
に
し
二
、
て
I
．
t
、
法
華
経
は
一
乗

の

教
え
で
あ
る
。
　
そ
し
て
I
乗
は
’
　
仏
V
S
〈
　
（
b
”
d
d
h
a
－
y
i
n
i
u
）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

仏
乗
は
「
仏
に
な
る
た
め
O
教
」
で
あ
る
か
ら
’
そ
れ
は
ニ
ビ
践
道
と
し
て
は
㏄
」
口
薩
行

（b
o
d
h
i
s
a
．
t
t
v
；
＝
、
茸
ノ
．
三
あ
る
い
は
菩
‥
阯
道
（
一
芸
三
一
二
累
一
算
v
a
7
m
i
l
．
1
’
g
l
l
）
　
t
！
他
な
ら
な
い
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
へ
　
ざ
　
　
　
　
ヘ
　
へ

（
兀
ぷ
、
二
三
九
べ
ー
ジ
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
一
性
と
相
違
と
い
う
比
較
の
万
法
を
踏

ま
え
て
、
伊
藤
氏
は
次
の
よ
う
に
彼
自
身
の
研
究
の
出
発
点
を
要
約
し
て
い
る
　
　
「
要
．

す
る
t
2
華
厳
も
法
華
も
＝
果
と
い
う
菩
薩
道
を
説
示
す
る
点
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
が
、

菩
薩
道
の
具
体
的
な
什
系
に
お
い
て
は
川
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
’
1
1
1
1
九
へ
t
t

ジ
）
、
　
と
。
伊
藤
論
文
の
特
徴
の
一
つ
ば
、
透
徹
し
た
論
理
が
見
い
l
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
氏
の
論
証
を
通
じ
て
法
華
経
の
一
乗
が
菩
薩
行
に
ほ
か
な
ら
迂
い
こ

と
を
明
僚
に
見
て
と
る
こ
ヒ
が
出
来
る
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
や
　
へ

　
さ
て
、
伊
゜
藤
論
ヶ
人
に
お
け
る
一
つ
の
テ
ー
マ
は
「
経
題
に
見
る
特
質
の
異
同
j
で
あ
る
．
、

伊
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
玉
厳
思
想
は
思
想
史
的
に
は
華
厳
の
菩
薩
道
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

が
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
華
厳
経
の
な
か
の
　
l
’
十
地
口
川
」
で
あ
る
。
　
一
方
、
法

華
沽
に
関
し
て
ぱ
伊
藤
氏
は
久
遠
実
成
を
顕
示
す
ろ
如
来
寿
靖
品
を
評
価
し
な
が
ら
も
、

平

川
教
授
の
学
説
を
受
け
入
れ
て
方
便
品
を
法
華
経
の
核
心
と
み
な
す
こ
と
に
賛
成
し
、

r十
地
品
」
と
一
方
便
品
」
の
経
題
の
比
較
研
究
を
本
穀
日
に
お
い
て
企
て
た
。
氏
は
生
口
薩

行
が
華
厳
と
法
華
の
中
心
思
想
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
、
　
二
吐
道
と
い
う
観

点

よ
り
比
較
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
二
四
一
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
た
後
で
、

［
’
な
お
華
厳
大
本
中
の
普
賢
経
典
と
法
華
の
普
賢
菩
薩
勧
発
品
と
の
如
き
は
、
思
想
的
に

は

局
部
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
そ
の
対
比
は
一
往
除
外
し
た
方
が
よ
い
」
と
言
い
、
研

究
の

対
象
を
学
問
的
に
限
定
し
た
、
、

　
伊
藤

氏
は
「
経
題
に
見
る
特
質
の
異
同
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
二
重
の
観
点
か

　
　
　
　
書
　
　
評

ら
考
察
二
、
最
受
に
藷
論
を
下
二
て
、
、
ろ
、
．
一
十
地
蓬
一
へ
P
d
1
　
d
h
l
i
t
！
こ
こ
ざ
、
／
ミ
ミ
）
三
い

う
こ
つ
7
・
．
・
口
か
ら
、
但
藤
氏
は
次
O
よ
、
つ
こ
一
、
田
述
し
た
”
　
［
こ
う
ブ
瀧
に
か
ら
〔
言
巴
ご
＝
コ

一
三
へ
十
地
）
，
，
”
　
’
．
　
s
t
r
　
1
）
u
d
h
i
s
n
t
t
v
’
＝
l
l
T
，
ン
．
□
－
一
・
「
二
っ
三
三
三
二
　
口
の
体
系
）
は
・
，
〔
昌
プ
．
聯

jfi
tL

－
j
f
i
i
L
l
l
；
l
‘
工
三
三
一
‘
・
三
三
．
三
・
二
り
暑
ノ
亘
い
ジ
ク
三
＋
ゑ
二
＼
あ
・
M
・
、
し
た
か
っ
て
菩

薩
行
は

仏

智
の
功
慾
あ
る
徳
性
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
ま
た
経
の
要
旨
は
漸
次
に
十
地
を

父
茜
し
て
仏
位
（
一
一
一
三
三
）
を
成
献
‥
す
る
べ
d
’
、
」
で
あ
ろ
と
い
う
点
に
あ
二
．
し
た
が
っ
て

菩
薩
行
を
行
ず
る
こ
と
は
仏
智
⊃
功
己
を
括
性
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
陀
を
厳
飾
す
る

こ
と
仏
い
ド
威
・
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
ー
つ
。
：
：
：
要
す
る
に
経
題
よ
り
知
ら
れ
る
経
と
し
て

の

特
曳
は
、
　
一
切
智
者
の
功
戸
氾
で
あ
る
止
狂
パ
地
の
法
性
（
ご
へ
）
（
＝
）
i
s
a
t
t
v
a
－
b
h
t
’
n
n
i
－
d
h
a
r
，

二
一
二
｛
コ
）
　
’
乞
略
況
す
グ
つ
　
へ
S
l
二
ご
コ
染
二
二
二
，
d
e
4
．
a
）
　
．
v
l
い
，
「
　
：
川
］
！
“
め
’
O
　
一
　
（
．
．
四
κ
べ
ー
ジ
）
、
　
　
し
＼
。

十
地
品
っ
、
．
．
題
と
比
、
く
し
て
、
己
華
芦
の
径
題
の
特
質
は
何
か
P
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
伊

藤
論
丈
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
．
－
－
‘
「
法
華
凌
i
1
i
　
m
a
h
5
，
　
－
c
l
h
a
r
m
a
　
（
＝
s
a
d
d
h
a
r
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
カ

三
三
た
z
T
・
　
s
a
］
p
d
h
i
i
－
b
h
A
s
i
t
n
　
．
，
i
　
t
；
t
．
t
h
i
u
r
a
．
t
．
i
“
’
u
／
‘
P
三
づ
三
二
の
百
パ
”
’
￥
を
説
．
小
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
m
a
h
i
－
i
－
r
i
r
d
e
ハ
a
　
．
u
g
，
S
さ
れ
た
の
で
あ
・
り
、
そ
の
真
義
に
卍
日
す
る
な

ら
ば
毎
置
壌
義
と
シ
ナ
訳
ざ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
か
か
：
”
　
l
具
義
を
も
つ
　
∫
「
三
（
≡
ρ
「
ヨ
ロ

は

s
a
ddhu
r
n
）
a
　
E
－
　
e
s
最
勝
な
る
も
の
コ
三
（
ご
「
二
三
ヒ
し
て
F
a
d
d
h
n
r
m
a
－
p
u
i
）
〈
l
a
r
T
k
a

し
r
る
称
し
う
る
c
で
は
方
、
い
か
．
．
と
三
れ
法
華
の
ゾ
三
7
三
三
，
T
l
l
：
l
は
最
勝
法
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
説
示
す
る
も
の
が
法
華
ノ
」
C
あ
る
．
．
提
友
品
t
l
　
S
．
　
a
d
d
h
a
r
m
a
－
p
u
i
．
i
〈
l
；
二
，
i
k
［
L
が

jye
st
h
i
＝
i
l
）
a
r
T
I
U
）
－
一
，
三
ご
・
ハ
〔
会
二
〔
校
r
－
な
る
法
を
．
況
示
す
6
．
も
の
）
・
．
一
換
－
．
n
さ
れ
て
い
る
の
ぱ
、

そ
の
・
L
て
あ
ろ
う
一
（
．
二
口
．
．
ヘ
－
ジ
）
、
　
・
二
。
．
　
　
、
十
地
経
二
と
［
．
法
華
経
一
の
特
徴
を
、

伊
藤
論
文
は
次
の
よ
う
に
簡
昌
．
三
婁
約
し
’
．
、
い
る
　
　
　
一
十
地
経
は
，
百
薩
に
対
す
る
s
i
l
i
2
＝
i

行
の
三
）
二
会
．
ハ
ニ
と
し
て
の
教
授
で
あ
一
三
か
、
法
華
陥
ぱ
菩
薩
に
対
す
る
s
a
d
d
h
a
r
m
n
－

n
i
r
d
e
4
．
　
a
、
二
し
て
の
直
接
的
な
惚
弓
夜
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
L
（
二
五
三
．
へ
H
ジ
）
、
と
。

　
十
地
゜
経
と
法
華
経
の
題
η
培
に
つ
い
．
、
、
結
論
に
お
い
て
伊
藤
氏
は
三
つ
の
局
面
か
ら
要

約

し
て
両
者
の
特
以
を
明
ら
か
に
し
た
c
二
圧
四
1
二
五
五
．
へ
ー
ジ
）
。
こ
こ
で
一
言
付
加
す

る
と
す
れ
ば
、
氏
が
法
華
゜
経
の
∫
芸
三
三
二
，
三
門
〒
三
，
三
ご
三
三
を
、
サ
ッ
ダ
ル
↓
、
中
の
最
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七

’



　

　

　

　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

な
る
も
の
、
な
い
し
そ
の
実
践
的
な
川
、
現
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
十
地
経
と
法

華
経
の
問
の
同
一
性
と
相
違
は
、
当
然
、
＋
ッ
グ
ル
マ
と
い
・
つ
語
を
め
ぐ
ヲ
て
解
明
ご
れ

ね
ば
な

ら
な
い
。
伊
藤
論
文
は
、
〈
，
や
’
サ
ッ
ゼ
ル
マ
に
つ
い
て
論
究
す
ろ
。

　
伊
藤
論
文

は
、
ま
ず
最
初
に
華
厳
十
地
経
に
お
け
る
竺
二
三
ニ
コ
三
戸
の
語
義
と
し
て
、

①
如
来
の

所
説
の

法
眼

（ご
二
筋
撃
三
－
三
ン
5
一
言
三
一
三
三
三
－
［
ご
、
二
ご
、
ご
仏
の
苫
s
x
　
（
I
）
u
＿

ニ
へ
一
プ
〔
二
×
×
ニ
ニ
）
、
③
正
等
覚
者
の
教
？
竺
ご
｝
．
と
（
累
二
三
）
F
三
（
三
〔
一
∴
宣
∫
〔
二
三
）
を
挙
時
て
い
る

（
二
五
九
ペ
ー
ジ
）
。
伊
藤
論
文
は
㏄
ρ
（
三
言
缶
コ
ゴ
舎
の
三
つ
の
語
盲
」
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
　
　
「
こ
の
中
、
法
眼
（
（
＝
h
a
r
m
i
L
－
1
1
e
t
’
r
i
）
と
は
二
法
ヘ
ヒ
案
内
す
る
も
の
」

を
原
音
心
と
す
る
か
ら
、
シ
ナ
訳
諸
本
に
所
二
聞
演
一
教
、
法
日
、
陥
法
、
法
輪
と
訳
さ
れ
て

い

る
如
く
、
　
『
悟
り
の
内
容
と
し
て
の
法
へ
と
導
く
た
め
の
教
え
と
し
て
の
経
』
を
意
味

す
る
と
い
え
よ
う
。
菩
提
三
二
三
二
）
と
は
＝
悟
り
』
を
原
音
心
と
す
る
か
ら
、
　
シ
ナ
訳
の

あ
る
も
の
に
は
仏
の
そ
れ
と
し
て
阿
肖
多
羅
三
荻
三
菩
提
と
訳
さ
れ
て
い
る
如
く
、
ま
た

［
漸
〕
に
は
仏
・
菩
薩
の
悟
り
の
作
用
の
意
味
で
諸
仏
諸
菩
庁
柔
と
訳
さ
れ
て
も
い
る
如

v
、
　
［
［
’
悟
り
の
内
容
し
一
し
て
の
法
』
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
口
で
あ
る
。
教
（
翁
劣
三
三
）

と
は
＝
い
ま
し
め
と
し
て
示
す
も
の
』
を
原
意
と
す
る
か
ら
、
覚
訓
、
法
訓
、
所
三
み
化
i

法
、
（
正
等
覚
）
教
と
シ
ナ
訳
さ
れ
て
い
る
如
く
、
一
一
実
践
す
る
べ
き
教
該
と
し
て
の
法
』

’
ゲ
」
土
口
心
味
ユ
ヲ
づ
0
レ
」
二
．
口
，
t
〈
　
J
－
6
，
り
　
．
］
　
（
二
一
ハ
（
い
ヘ
－
－
　
t
t
ン
）
、
L
」
。

伊
藤
論
文

は
、
ξ
三
言
・
三
・
の
＝
｝
つ
の
語
義
を
而
定
し
て
か
ら
、
ご
ら
t
！
＋
地
経
に

お

け

る
兀
法
（
s
a
d
d
h
a
r
，
≡
a
）
を
、
吐
親
の
二
十
地
　
澗
」
の
解
釈
を
適
用
し
て
理
解
し

て
い
る
。
世
親
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
∫
a
d
d
l
i
a
r
≡
ρ
の
二
一
つ
の
語
義
は
、
①
敦
法
た
る
経
、

〔

ぽ
証
法
た
る
三
種
の
菩
提
、
③
修
行
法
た
る
資
お
で
あ
る
、
．
そ
し
て
、
伊
藤
嚇
文
に
よ
れ

ぱ
、
十
地
経
の
正
法
？
i
d
f
［
h
a
r
m
a
）
は
、
教
法
、
証
法
、
お
よ
び
修
行
法
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
伊
藤
゜
踊
文
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
．
　
　
「
す
な
わ
ち
仏

の

所
証
の

法
で

あ
㌧
、
加
去
バ
所
説
の
法
之
．
＼
あ
し
、
正
等
寛
舌
の
修
・
こ
し
て
の
所
敦
の
法

話．

y
あ
る
と
こ
ろ
に
、
法
の
法
｛
」
；
C
）
　
（
s
；
1
こ
こ
二
の
所
以
゜
え
レ
の
ろ
こ
二
こ
」
な
：
o
l
　
〈
’
一
六
一
へ

－
シ
）
、
と
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一
八
八

　
伊
藤
論
丈
は
ト
地
経
i
！
4
Z
　
±
；
　
：
Q
　
s
a
d
d
h
n
．
r
m
a
　
g
1
1
一
つ
の
．
品
義
を
文
献
学
的
に
実
証
し

た
後
＼
、
こ
れ
ら
の
硫
義
光
法
ポ
ソ
．
に
お
い
て
も
一
4
1
的
で
、
し
か
も
基
本
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
．
不
す
実
例
を
ト
例
示
し
た
へ
．
一
六
亙
ー
、
一
六
九
ヘ
ー
ジ
）
。
そ
し
て
、
伊
藤
氏
は
、

次
の
よ
う
な
結
論
に
到
、
．
巳
し
た
　
　
「
以
上
、
多
数
の
諸
例
よ
り
し
て
」
法
華
紅
』
に
お

い

て
、
正
法
と
は
④
（
教
法
）
で
あ
り
Z
（
証
法
）
で
あ
り
・
旦
（
修
行
）
で
あ
る
と
こ
ろ

の

も
の
、
す
な
わ
ち
敦
法
で
あ
る
と
同
時
ご
証
法
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
修
法
で
あ
る
よ

う
な
も
の
、
な
い
し
は
証
法
と
修
法
と
を
摂
持
す
る
、
そ
う
い
う
教
法
を
意
味
す
る
も
の
．

で

あ
り
、
教
法
・
証
法
・
修
法
を
同
時
に
所
見
と
し
て
総
持
す
る
と
こ
ろ
の
仏
の
法
を
、

価
値
評
価
的
に
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
　
（
ニ
ヒ
○
ー
二
七
一
ペ

ー
シ
）
、
と
ー
、

　
十
地
経
・
〆
」
法
華
在
に
お
け
る
s
a
d
t
［
1
i
a
r
m
a
　
）
！
関
」
し
て
、
伊
」
藤
氏
は
次
の
よ
う
に
結
論

し
て
い
る
　
　
「
ゾ
竺
〔
二
宗
．
三
三
は
華
厳
十
地
経
に
お
い
て
も
法
華
経
に
お
い
て
も
、
①
教

法
．
②
証
法
・
⑤
修
法
の
三
義
を
含
意
し
基
調
と
し
て
有
す
る
点
で
は
同
一
で
あ
る
が
、

二

rt
ア

ン
ス
に
お
い
／
y
差
異
を
見
る
」
（
二
七
一
．
ニ
へ
H
ジ
）
、
　
－
こ
。
　
一
、
法
一
畢
経
」
の
経
穎
一
に
関

す

る
限
り
、
法
華
経
は
∫
費
三
二
m
［
「
二
さ
の
＝
i
i
r
d
e
“
．
　
a
で
あ
る
と
い
う
の
が
伊
藤
論
文
の
論

理
的
帰
結
で
あ
る
。

　
さ
て
、
わ
た
く
し
は
伊
藤
論
文
の
特
，
瞑
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
た
い
ヒ
思
う
．
。
伊
藤
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
ゼ

文
は
、
た
乗
は
実
質
的
に
は
菩
パ
い
乗
で
あ
る
と
い
う
：
川
提
に
立
脚
し
て
い
る
。
華
厳
経
も

法

華
経
も
、
だ
践
道
と
し
て
は
菩
薩
打
を
説
い
て
い
る
と
い
う
の
ノ
”
、
こ
の
論
文
の
基
調

て
あ
る
、
．
法
華
口
の
中
心
思
想
で
あ
〇
一
，
一
乗
一
は
、
結
局
、
菩
蘇
道
を
指
す
と
考
え
て

い

い

．
し
か
し
、
伊
藤
．
、
畑
文
は
十
地
経
・
二
法
ポ
経
の
同
一
性
（
ー
菩
薩
行
）
と
並
ん
で
相

違
の
面
も
見
逃
さ
な
い
。
　
「
十
地
経
一
が
菩
峰
地
の
法
性
の
略
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
法

華
任
は

最
勝

法

と
し
て
の
三
二
＾
三
三
，
z
三
の
説
示
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
十
旭
パ
．
－
鴨
二
お
け
る
昇
．
！
十
地
に
閃
し
！
、
、
伊
辰
氏
は
十
地
の
最
‥
局
位
で
あ
・
る
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

十

地
、
す
バ
わ
撒
ノ
、
法
雲
の
法
を
、
　
一
．
雲
の
如
ー
に
諸
の
他
者
に
正
法
の
雨
を
降
ら
す
一

作
用
の
あ
乙
こ
と
か
ら
、
正
法
？
F
声
三
＝
三
．
三
↑
こ
と
し
て
理
官
し
て
い
る
（
「
十
地
の
名
称
」
、



rr
印
度
学
仏
教
学
研
究
コ
第
二
十
三
醤
、
第
，
：
：
7
）
。

　
i
a
d
d
h
a
r
i
n
a
　
Q
語
義
に
関
し
て
は
、
　
山
口
致
授
が
イ
ン
ド
哲
学
と
の
関
連
こ
お
い
て

興
味
深
い
記
述
を
試
み
た
（
．
一
九
上
一
．
一
一
．
べ
・
シ
）
か
、
伊
藤
論
文
は
竺
（
三
一
三
三
三
の
語
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
て
　
　
も
　
　
め

に

関
し
て
文
献
学
的
な
立
場
か
ら
実
質
的
な
検
討
を
川
え
て
、
そ
れ
を
確
定
し
た
。
特
に
、

法
華
経
に
お
け
る
s
a
d
d
h
u
i
n
a
　
Q
三
つ
の
語
義
を
、
氏
か
法
華
経
の
原
典
に
即
し
て
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
へ
　
　
て
　
　
ひ
　
　
て

密
に
例
証
し
た
こ
－
、
」
は
’
法
華
経
研
究
に
対
す
る
氏
の
一
“
．
の
寄
与
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
伊
藤
氏
の
こ
の
労
作
の
お
陰
で
、
　
一
．
正
法
」
と
、
、
う
経
題
か
何
を
意
味
す
る
か
を
正
確

に

理
解
し
得
る
立
場
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
t
／

　

ア
ビ
ダ
ル
↓
、
仏
教
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
三
友
健
容
氏
は
、
本
書
に
お
い
て
「
ア

ビ

ダ
ル
↓
、
仏
教
に
お
け
る
声
聞
成
仏
論
と
法
華
経
一
と
い
・
2
1
－
・
．
　
－
－
　
r
、
で
実
証
的
に
論
述
し

て
い
る
。
声
聞
（
い
呂
ぐ
a
k
n
）
が
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る

争
点
の

一
つ
で
あ
る
。
三
友
氏
に
よ
れ
ば
、
単
に
法
華
・
経
だ
け
で
な
く
大
昆
婆
沙
師
に
お

い

て
も
声
聞
は
成
仏
す
る
望
み
が
あ
る
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も

の

の

救
済
が
約
束
ざ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
声
聞
が
成
仏
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。
三
友
氏
は
ま
ず
最
初
に
声
聞
の
定
義
を
し
て
か
ら
、
　
＝
法
華
経
』
に
お
け
る
声

聞
成
仏
の
論
理
的
構
造
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
氏
は
「
声
聞
が
実
は
菩
薩
で
あ
り
、
菩

薩
が
声
聞
（
内
秘
菩
薩
行
外
現
是
声
聞
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
声
聞
の
形
の
ま
ま
で
、

成
仏

す
る
と
い
う
よ
う
に
声
聞
成
仏
の
論
理
か
展
開
し
て
い
ー
の
で
あ
る
」
（
二
九
三
ペ
ー

ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。
次
い
で
、
三
友
論
文
は
ア
ビ
グ
ル
マ
論
書
に
お
け
る
作
仏
論
を
、

菩
薩
の
成
仏
論
、
お
よ
び
声
聞
の
成
仏
論
の
二
面
か
ら
詳
論
し
て
い
る
。
特
に
菩
薩
の
成

仏
論
は
わ
た
く
し
に
は
興
味
深
く
思
わ
れ
る
（
二
九
四
1
三
D
八
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

　
ア

ビ
ダ
ル
↓
、
仏
教
に
お
け
る
声
聞
成
仏
論
と
法
華
経
に
つ
い
て
、
三
友
氏
は
次
の
よ
う

な
結
論
に
達
し
た
ー
「
…
…
一
三
法
華
経
一
［
一
に
お
け
る
声
聞
成
仏
論
で
は
、
①
一
仏
乗
の

教

え
を
聞
い
て
信
じ
、
②
未
曾
有
ノ
．
怯
る
こ
と
を
得
て
、
大
歓
喜
を
生
し
、
⑤
疑
網
が
な
く

な
り
、
④
実
智
に
安
住
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
　
「
信
』
と
『
歓
喜
』
が
小
乗

か

ら
一
仏
乗
へ
の
転
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
　
『
大
昆
婆
沙
論
』
で
も
、
頂

　
　
　
　
　
書
　
　
評

位
は

『
信
」
と
「
歓
喜
』
が
重
＋
ぺ
な
条
件
と
：
f
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
確
立
す
れ
ば
、

も
ぱ
や
悪
趣
こ
堕
す
ろ
こ
と
の
な
い
忍
位
に
到
達
で
き
る
し
、
ま
た
、
こ
の
時
点
で
注
提

心
を
発
せ
ば
、
仏
乗
に
入
る
こ
と
か
て
き
る
の
で
あ
る
i
（
三
二
つ
ヘ
－
ジ
）
、
　
と
．
、
　
そ
し

て
、
三
友
論
文
は
最
後
に
［
法
華
塁
＝
の
声
聞
成
仏
論
と
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
そ
れ
を
鋭

v
区
別
し
た
。
結
局
、
三
友
氏
に
よ
れ
ぱ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
経
典
に
お
け
る
声
聞
成
仏
論

を
区
別
す
る
の
は
、
　
「
授
記
」
で
あ
る
．
　
二
法
華
経
」
＝
」
お
け
る
声
聞
成
仏
論
に
お
い
て

は

授

記
が
基
本
で
あ
る
の
に
、
　
『
大
昆
婆
沙
論
』
の
そ
れ
に
お
い
て
は
授
記
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
　
　
こ
の
よ
う
に
三
友
氏
は
三
口
っ
て
い
る
（
三
二
〇
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

　
生
駒
幸
運
氏
の
英
文
要
旨
に
よ
れ
ば
、
三
友
論
文
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
　
　
「
こ

の

よ
う
に
前
述
の
事
柄
か
考
察
さ
れ
れ
は
、
　
一
法
華
経
』
も
『
大
毘
婆
沙
論
』
も
、
そ
の

共

通
の

背

景
お
よ
び
共
通
の
思
想
の
基
盤
を
も
ち
、
声
聞
は
ブ
ヅ
ダ
に
な
る
（
ー
成
仏
す

る
）
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
理
論
を
展
開
す
る
と
言
わ
れ
る
」
、
　
と
。
三
友
論
文
の
趣
旨

は
、
た
っ
た
今
述
べ
ら
れ
た
こ
の
要
約
に
尽
き
る
。
生
駒
氏
の
英
文
要
旨
は
極
め
て
簡
明

で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
声
聞
成
仏
論
と
法
華
経
の
そ
れ
と
の
原
典

に

よ
る
比
較
研
究
は
、
正
当
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

M

　
大
乗
仏
教
経
典

を
代
表
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
　
『
法
華
経
』
で
あ
る
。
　
『
法

華
経
』
の
文
体
は
か
な
り
平
易
で
あ
り
、
文
学
的
に
も
香
り
高
い
。
　
『
法
華
経
』
の
な
か

に
は
大
乗
仏
教
の
主
な
教
理
が
説
か
れ
、
し
か
も
そ
の
上
、
多
く
の
比
喩
と
詩
的
例
証
も

見
い
だ
さ
れ
る
。
法
華
経
の
比
喩
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
な
か
で
丸
山
孝
雄
氏
が
「
法
華

七
喩
解
釈
の

展
開
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
詳
論
し
て
い
る
（
四
三
三
ー
四
六
一
ペ
ー
ジ
）
。
法
華

経
の

比
喩
の

一
つ

に
「
窮
子
警
喩
」
が
あ
る
（
丸
山
論
文
、
四
四
六
－
四
四
八
ペ
ー
ジ
）
が
、

新
約
聖
書
に
は
こ
れ
と
類
似
し
た
放
蕩
息
子
の
た
と
え
が
見
出
さ
れ
る
（
ル
カ
に
ょ
る
福
音

pp
：、

15
。

11

－
3
2
）
o
窮
子
壁
‥
幡
と
放
蕩
息
子
の
た
と
え
の
比
較
研
究
は
、
宗
教
学
の
課
題

の

l
つ

で

あ
ろ
う
。
松
長
論
文
、
お
よ
び
伊
藤
論
文
に
お
い
て
は
、
普
門
品
が
他
の
品
と
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法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

性
格

を
異
に
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
普
門
品
の
特
異
性
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、

野
村
耀
昌
教
授
の
「
敦
煙
変
文
に
見
る
普
門
品
の
形
態
」
〔
三
三
ヒ
⊥
二
八
八
．
へ
H
ジ
）
は
興

味
深
い
。
な
お
、
本
書
の
第
三
篇
　
法
華
思
想
の
展
’
開
に
は
、
野
村
論
文
、
丸
山
論
文
の

ほ

か
に

河

村

孝
照
氏
の
「
度
量
天
地
品
・
馬
鳴
菩
薩
品
形
成
の
背
景
」
（
三
八
九
－
四
三
二

ペ

ー
ジ
）
、
お
よ
び
坂
輪
宣
敬
氏
の
一
中
国
仏
寺
等
に
お
け
る
法
華
経
変
相
」
（
四
三
六
ー
四

七

o
ベ
ー
ジ
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
法
華
経
の
写
本
を
扱
っ
た
も
の
に
は
、
久
留
宮
圓
秀

氏

の

「
バそ

ル
ギ
ッ

ド
出
土
法
華
経
写
本
拾
遺
［
（
1
1
1
1
1
1
1
－
1
’
1
三
四
ヘ
－
シ
）
が
あ
る
。

　
本
書
の
第
一
篇
、
第
五
章
の
「
法
華
任
に
お
け
る
1
1
1
i
［
語
論
的
意
識
の
背
景
」
（
一
〇
ヒ
－

＝
I
I
O
ぺ
ー
ジ
）
は
比
較
的
長
い
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
法
華
経
と
あ
る
程

度
関
係
の
あ
る
の
は
、
三
　
法
華
経
に
於
け
る
こ
と
ば
の
価
値
三
意
味
（
二
九
u
＝
一
八

ペ

ー
ジ
）
と
い
う
一
項
目
だ
け
で
あ
る
。
結
局
、
北
條
氏
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
四

ま
と
め
　
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
尽
き
よ
う
．
そ
こ
で
、
氏
は
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
　
　
「
『
法
華
経
＝
に
於
い
て
、
経
文
を
読
諦
あ
る
い
は
筆
写
す
る
と
い
っ
た

作
業
に
よ
っ
て
さ
え
、
そ
こ
に
功
徳
が
生
じ
る
と
い
う
因
果
関
係
を
認
め
る
考
え
に
は
’

経
典
自
体
に
す
で
に
神
秘
的
効
力
を
内
蔵
し
て
い
る
か
ら
と
見
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

さ
ら
に
そ
れ
は
経
典
自
体
を
構
成
す
る
教
説
の
価
値
を
、
教
説
の
主
意
老
た
る
仏
陀
に
ま

で
結

び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
経
典
を
す
で
に
仏
陀
そ
の
も
の
と
見
て

い

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
信
仰
と
い
っ
た
基
盤
に
た
っ
て
因
果
関
係
を
結
び
つ
け

て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
一
二
九
ペ
ー
ジ
）
、
　
と
。
第
二
篇
、
第
三
章
の
勝
呂
信
静
教
授
の

論
文

「
唯
識
説
と
法
華
経
の
禅
定
観
一
（
1
1
1
　
1
－
二
三
八
ベ
ー
ジ
）
は
、
　
唯
識
説
と
法
華
経

の

か

か
わ

り
合
い
に
注
目
し
て
い
る
。
勝
呂
教
授
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
と
唯
識
説
の
間
に

は

直
接
の
関
係
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
教
授
は
無
量
義
処
三
昧
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
唯
識

と
法
華
経
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
．
。
法
華
荏
目
身
の
禅
定
に
関
し
て
は
、
勝
呂
論
文
は

詳
し
く
論
じ
て
い
る
（
二
一
二
」
三
．
一
へ
：
ジ
）
⊇
二
、
し
て
、
敦
授
は
法
華
経
ら
禅
定
説
の

特
61

に

つ

い

て
、
分
か
・
リ
や
寸
く
説
明
し
て
い
る
（
．
一
1
1
．
・
1
－
二
二
互
へ
，
シ
｝
、
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『
法
華
経
の

思
想

と
基
盤
」
は
、
仏
教
研
究
者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
広
く
仏
教
に

関
心
を
抱
い
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
お
い
て
、
浄

土

系
の
信
仰
と
並
ん
で
多
く
の
人
々
の
心
の
糧
で
あ
り
続
け
る
法
華
経
信
仰
は
、
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
真
剣
に
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
心
を
知
る
た
め

に
は
、
法
華
経
の
理
解
は
不
可
欠
で
あ
る
。
西
洋
を
知
る
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ

ヤ

教
、
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
理
解
が
必
要
な
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
を
知
る
た
め
に
は

大
乗

仏
教
の
理
解
は
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
大
乗
仏
教
教
典
を
代
表
す
る

の

が

『
法
華
経
』
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
l
点
の
疑
う
余
地
も
な
い
。
　
『
法

華
経
』
は
決
し
て
一
握
り
の
専
門
家
・
学
者
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
に

関

心

を
抱
く
す
べ
て
の
人
々
の
「
共
有
財
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ニ
ク
ス
ビ
ア
な

き
イ
ギ
リ
ス
、
デ
ー
テ
な
き
ド
イ
ツ
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
に
O
，
幅
想
像
す
る
こ
と
さ
え
出
来
な

い

で
は

な
い
か
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
法
華
経
な
き
日
本
な
ど
、
到
底
わ
た
く
し
に
は

考

え
ら
れ
な
い
。
世
界
思
想
史
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
あ
る
い
は
ニ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
び
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
て
　
　
て
　
　
さ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ

チ

ェ

な
ど
の
よ
う
に
抹
消
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
個
性
が
存
在
す
る
。
宗
教
史
に
お
い
て

は
、
法
華
経
は
抹
殺
し
得
な
い
個
性
を
も
っ
た
偉
大
な
書
物
で
あ
る
。

　

『
法

華
経
の
思
想
と
基
盤
』
は
既
刊
の
七
冊
の
論
文
集
と
同
じ
く
、
法
華
経
研
究
の
基

礎
資
料
を
提
供
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
　
『
法
華
経
の
思
想
と
基
礎
』
は
、
全
体
と
し
て
理
論

的

な
考
察
に
や
や
欠
け
る
嫌
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
曲
豆
富
な
資
料
も
、
理
論
的
な
枠

に

組
み

込

ま
れ
て
初
め
て
、
生
き
生
き
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
書
は
法
華
経
に
つ
い
て
長
年
研
鑛
を
積
ん
で
来
た
専
門
家
の
共
同
執
筆
に
な
る

も
の
だ
け
に
、
そ
の
所
説
に
は
傾
聴
す
べ
き
点
か
少
な
く
な
い
。
今
後
、
法
華
経
を
研
究

す

る
人
に
と
っ
て
、
本
書
は
必
読
の
文
献
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

（
京
節
　
平
渠
寺
害
U
、
一
九
八
⊂
年
　
四
七
七
べ
ー
ジ
、

ジ
、
莞
引
、
一
九
へ
：
ジ
　
定
価
、
九
五
C
C
円
）
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